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不
思
議
な
石
〈
大
禹
謨
〉

香
川
県
・
高
松
の
栗
林
公
園
の
商
工

奨
励
館
と
い
う
建
物
の
中
庭
に
、「
大だ

い

禹
謨

う
ぼ

」
と
彫
ら
れ
た
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し

た
石
が
あ
り
ま
す
。
大
そ
れ
た
石
碑
と

い
う
の
で
は
な
く
、
穏
や
か
な
丸
み
を

帯
び
た
自
然
石
で
す
。
こ
の
〈
大
禹
謨
〉

が
、
今
、
注
目
を
集
め
つ
つ
あ
り
ま
す
。

大
禹
謨

『
書
経
』
中
の
「
大
禹
謨
」
と
い
う
問
答
集
の
題
名
。

一
般
に
「
偉
大
な
禹
の
は
か
り
ご
と
（
政
策
）」
と

解
さ
れ
る
が
、
謨
に
は
「
は
か
り
ご
と
（
政
策
）」

と
い
う
意
味
と
合
わ
せ
て
、「
君
主
に
対
す
る
臣
下

の
言
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。『
書
経
』
中
の
「
大

禹
謨
」
は
後
者
の
意
味
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

大
禹
謨
っ
て
い
わ
れ
て
も
、
一
般
の

人
に
は
わ
か
ら
な
い
で
す
よ
ね
。
大
は

わ
か
る
け
ど
、
禹
も
謨
も
わ
か
ら
な
い
。

そ
れ
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
禹

王
碑
探
求
家
の
大
脇
良
夫
先
生
で
す
。

そ
れ
ま
で
は
、
全
国
各
地
に
そ
ん
な
に

た
く
さ
ん
禹
を
祀
っ
た
も
の
が
あ
る
な

ん
て
、
ち
っ
と
も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

大
脇
先
生
に
い
ろ
い
ろ
教
え
て
い
た
だ

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
石
が
、
他

の
地
域
と
の
つ
な
が
り
が
あ
る
も
の
だ

と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
、
う
ち
の

〈
大
禹
謨
〉
に
は
、
す
ご
い
力
が
あ
る

ん
だ
と
気
づ
き
ま
し
た
。
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讃
岐
（
現
在
の
香
川
県
）
は
藩
政
が
奮
わ

な
い
上
に
、
地
震
や
干
ば
つ
な
ど
の
災

害
が
相
次
い
だ
た
め
、
伊
勢
の
津
藩
主

で
あ
る
藤
堂
高
虎
は
、
家
臣
の
西
嶋
八

兵
衛
を
讃
岐
建
て
直
し
に
遣
わ
し
ま
し

た
。物

語
の
舞
台
と
な
っ
た
高
松
は
、
い

わ
ゆ
る
難
波
津
や
奈
良
、
京
都
に
も
近

く
、
瀬
戸
内
海
を
使
っ
て
西
か
ら
攻
め

て
く
る
の
を
監
視
す
る
西
日
本
の
要
所

で
す
。
１
５
８
７
年
（
天
正
15
）
生
駒
氏

が
入
封
、
香
東
郡
野
原
郷
に
城
を
構
え
、

高
松
と
命
名
。
生
駒
氏
は
秀
吉
の
朝
鮮

出
兵
に
も
参
陣
し
戦
功
を
上
げ
た
大
名

で
、
守
り
の
重
要
性
を
意
識
し
て
の
拝

領
で
し
た
。
そ
の
こ
ろ
の
高
松
は
野
原

と
呼
ば
れ
て
お
り
、
港
町
と
し
て
栄
え

て
い
た
よ
う
で
す
。

生
駒
家
３
代
目
の
正
俊
は
、
津
藩
主

藤
堂
高
虎
の
娘
を
正
室
に
し
ま
し
た
。

高
虎
が
出
家
し
て
高
野
山
で
隠
棲
し
た

の
を
、
秀
吉
の
使
い
と
し
て
初
代
の
生

駒
親
正
が
説
得
し
、
下
山
さ
せ
た
と
い

う
因
縁
も
あ
り
ま
す
。
正
俊
が
亡
く
な

っ
た
と
き
に
嫡
男
の
高
俊
が
幼
少
だ
っ

た
た
め
に
、
高
虎
は
外
戚
の
祖
父
と
し

て
後
見
人
と
な
る
な
ど
、
津
藩
藤
堂
家

と
高
松
藩
生
駒
家
は
関
係
が
深
か
っ
た

の
で
す
。

西
嶋
八
兵
衛
、

讃
岐
に
派
遣
さ
れ
る

〈
大
禹
謨
〉
を
つ
く
っ
た
の
は
、
西
嶋

八
兵
衛
之
友

ゆ
き
と
も

と
い
う
治
水
家
で
す
。

西
嶋
八
兵
衛
之
友
（
１
５
９
６
〜
１
６
８
０
年
）

遠
州
（
現
・
静
岡
県
）
浜
松
で
生
ま
れ
る
。
名
は

之
友
。
八
兵
衛
は
通
称
。
17
歳
で
伊
勢
の
津
藩
主
藤

堂
高
虎
に
仕
え
た
。
水
利
、
土
木
、
経
済
、
書
道
に

優
れ
た
八
兵
衛
は
、
高
虎
の
命
で
１
６
２
５
年
（
寛

永
２
）
〜
１
６
３
９
年
（
寛
永
16
）
の
14
年
間
讃
岐

に
住
ん
で
、
讃
岐
高
松
藩
生
駒
家
の
領
国
経
営
に
参

画
し
た
。
讃
岐
の
実
状
を
高
虎
に
報
告
し
、
長
期
的

視
野
に
立
っ
た
溜
め
池
の
改
修
や
築
造
、
香
東
川

（
こ
う
と
う
が
わ
）
の
東
流
を
締
め
切
っ
て
、
西
流

１
本
に
す
る
大
規
模
な
治
水
事
業
に
取
り
組
み
、
新

田
開
発
を
実
現
し
た
。
讃
岐
を
離
れ
て
か
ら
は
、
城

和
奉
行
や
伊
賀
奉
行
を
務
め
た
。



渇水で取りざたされることの多い香川県・高松ですが、

市内を流れる香東川は、扇状地の暴れ川で

伊勢・津藩から派遣された

西嶋八兵衛によって治められました。

そのときに記念として建立された〈大禹謨〉が、

流転の運命の末、栗林公園内に鎮座しています。

香東川の旧・河川を生かした庭園であり、

高松藩12万石の傑作といわれる栗林公園が、

〈大禹謨〉安住の地になるまでの軌跡を追います。

西
嶋
八
兵
衛
に
よ
る

香
東
川
の
締
め
切
り

香
川
県
は
降
水
量
が
少
な
く
、
47
都

道
府
県
中
、
最
も
面
積
が
狭
い
県
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
国
の
溜
め
池

の
１
割
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
溜

め
池
に
頼
っ
て
き
ま
し
た
。

西
嶋
八
兵
衛
は
、
溜
め
池
の
基
盤
整

備
に
取
り
組
み
、
１
１
８
４
年
（
元
暦
元
）

以
来
、
決
壊
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た

満
濃
池
（
ま
ん
の
う
町
）
を
４
年
が
か
り

で
復
旧
。
龍
満
池
（
高
松
市
香
川
町
）
、
小

田
池
（
高
松
市
川
部
町
）
、
山
大
寺
池
（
三
木

町
）
、
三
郎
池
（
高
松
市
三
谷
町
）
、
瀬
丸
池

（
三
豊
市
高
瀬
町
）
、
亀
越
池
（
ま
ん
の
う
町
）
、

仁
池
（
丸
亀
市
綾
歌
町
）
な
ど
、
わ
ず
か
数

す
。八

兵
衛
は
香
東
川
の
東
流
を
締
め
切

っ
て
、
西
流
に
１
本
化
。
東
の
旧
流
路

付
近
に
新
田
開
発
を
行
な
い
ま
し
た
が
、

こ
の
工
事
は
想
像
以
上
に
大
変
で
、
締

め
切
っ
た
下
流
地
域
で
は
長
期
に
わ
た

っ
て
伏
流
水
が
湧
き
出
た
そ
う
で
す
。

ち
な
み
に
、
こ
の
地
方
で
は
湧
水
の
こ

と
を
出
水

で
す
い

と
呼
ん
で
い
ま
す
。

さ
て
、
香
東
川
の
締
め
切
り
を
成
功

さ
せ
た
八
兵
衛
は
、
安
全
を
祈
願
し
て

〈
大
禹
謨
〉
と
刻
ん
だ
石
を
鎮
斎
し
ま

し
た
。
時
期
は
特
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、
八
兵
衛
が
滞
在
し
た
14
年
間
の
半

ば
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
わ
れ
、
場
所

は
香
川
町
善
海
辺
り
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

し
か
し
、
１
６
４
０
年
（
寛
永
17
）
重

臣
の
争
い
に
端
を
発
し
た
生
駒
騒
動
が

起
こ
り
、
讃
岐
生
駒
家
は
出
羽
国
由
利

郡
矢
島
（
現
・
秋
田
県
）
に
改
易
に
な
り

ま
し
た
。

西
嶋
八
兵
衛
は
、
水
不
足
に
悩
む
讃

岐
に
、
満
濃
池
を
は
じ
め
、
た
く
さ
ん

の
溜
め
池
の
築
堤
や
改
修
を
行
な
っ
た

恩
人
で
す
。
多
大
な
貢
献
が
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
生
駒
家
の
時

代
の
人
な
の
で
、
そ
の
後
そ
ん
な
に
評

価
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
も
あ
っ

て
、〈
大
禹
謨
〉
の
こ
と
は
、
長
ら
く

忘
れ
ら
れ
た
存
在
に
な
っ
て
い
た
の
で

す
。私

も
小
中
高
と
香
川
県
出
身
な
の
で

す
け
れ
ど
も
、
小
学
校
で
西
嶋
八
兵
衛

の
こ
と
を
教
わ
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
せ

ん
。
正
直
言
う
と
、
栗
林
公
園
の
仕
事

を
始
め
て
か
ら
初
め
て
知
っ
た
く
ら
い

で
す
。
た
だ
、
今
は
自
分
た
ち
が
住
ん

で
い
る
所
を
ち
ゃ
ん
と
勉
強
し
ま
し
ょ

う
と
い
う
風
潮
が
強
く
な
っ
て
き
て
い

ま
す
の
で
、
小
学
校
の
教
科
書
に
も
載

っ
て
い
て
、
何
を
し
た
か
と
い
う
こ
と

が
ち
ゃ
ん
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

大
禹
謨
発
見
の
ド
ラ
マ

西
嶋
八
兵
衛
も
〈
大
禹
謨
〉
も
、
す

っ
か
り
忘
れ
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
時

代
は
下
っ
て
１
９
１
２
年
（
大
正
元
）
、

香
東
川
で
大
洪
水
が
起
こ
り
、
上
中
津

か
み
な
か
つ

の
堤
防
が
決
壊
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
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年
で
九
十
余
り
の
溜
め
池
の
築
造
・
改

修
を
行
な
い
ま
し
た
。

生
駒
家
が
高
松
城
（
玉
藻
城
）
を
築
城

し
た
当
時
、
香
東
川

こ
う
と
う
が
わ

は
大
野
郷
（
高
松
市

一
宮
団
地
付
近
）
か
ら
二
股
に
分
か
れ
、

東
の
流
れ
が
城
下
町
付
近
を
通
っ
て
い

ま
し
た
が
、
堆
積
し
た
土
砂
で
川
底
が

浅
く
な
っ
た
た
め
、
雨
が
降
る
度
に
洪

水
を
起
こ
し
て
い
ま
し
た
。

香
東
川
と
い
う
の
は
、
香
川
県
中
部

を
流
れ
、
延
長
３
万
２
９
８
９
ｍ
、
流

域
面
積
１
１
３
・
２
h
の
二
級
河
川
で

す
。
奥
山
に
あ
る
樺
川

か
ば
が
わ

と
い
う
里
に
香

り
高
い
樺
の
古
木
が
あ
っ
た
た
め
に

馥
郁

ふ
く
い
く

と
し
た
香
り
の
水
が
流
れ
た
、
と

い
う
伝
説
か
ら
こ
の
名
が
つ
い
た
と
い

わ
れ
、
県
名
の
由
来
に
も
な
っ
て
い
ま



の
冬
に
県
が
施
工
し
た
川
普
請
の
際
に
、

な
ん
と
埋
没
し
て
い
た
〈
大
禹
謨
〉
を

大
野
中
津
の
住
民
が
偶
然
、
掘
り
起
こ

し
た
の
で
す
。
た
だ
、
そ
の
と
き
に
は

字
が
彫
っ
て
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
者
は

い
ま
せ
ん
で
し
た
。

あ
と
に
な
っ
て
川
原
栄
吉
さ
ん
と
宮

武
彌
八
さ
ん
と
い
う
二
人
の
若
者
が
文

字
に
気
づ
き
、
知
人
の
平
木
幸
助
さ
ん

と
も
相
談
し
て
、
右
岸
の
旧
・
安
原
街

道
の
薬
師
如
来
の
隣
に
安
置
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

こ
の
〈
大
禹
謨
〉
発
見
か
ら
間
も
な

く
、
香
川
県
内
で
西
嶋
八
兵
衛
顕
彰
の

機
運
が
盛
り
上
が
り
、
な
ん
と
死
後
２

３
５
年
も
経
っ
た
１
９
１
５
年
（
大
正
４
）、

香
川
県
か
ら
の
申
請
に
よ
り
、
正
五
位

に
追
贈
さ
れ
ま
し
た
。
三
重
県
庁
で
、

子
孫
の
方
に
授
与
さ
れ
て
い
ま
す
。

〈
大
禹
謨
〉
発
見
の
ド
ラ
マ
は
ま
だ
続

き
ま
す
。
元
・
四
番
丁
小
学
校
校
長
だ

っ
た
平
田
三
郎
と
い
う
人
が
、
大
野
折

口
に
疎
開
し
て
『
一
宮
村
史
』
を
調
査

し
て
お
ら
れ
た
の
で
す
が
、
１
９
４
５

年
（
昭
和
20
）
終
戦
に
な
っ
て
か
ら
、
川か

わ

部な
べ

橋
北
３
０
０
ｍ
右
岸
に
あ
る
河
畔
の

草
む
ら
で
、
ふ
と
目
を
留
め
ま
し
た
。

そ
こ
に
埋
も
れ
て
い
た
石
に
〈
大
禹
謨
〉

と
刻
ま
れ
て
い
た
の
を
発
見
し
た
の
で

す
。
川
普
請
で
見
つ
か
っ
た
〈
大
禹
謨
〉

は
、
い
つ
の
間
に
か
再
び
顧
み
ら
れ
な

く
な
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。

平
田
先
生
は
漢
学
の
素
養
が
深
く
、

郷
土
史
家
と
し
て
香
東
川
の
歴
史
に
も

興
味
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
、
こ
の

三
文
字
が
示
す
意
義
に
気
づ
き
、
写
真

に
撮
っ
て
西
嶋
八
兵
衛
終
焉
の
地
で
あ

る
伊
賀
上
野
の
市
長
に
筆
跡
鑑
定
を
依

頼
。
三
重
県
郷
土
史
の
権
威
で
あ
る
村

治
円
次
郎
さ
ん
か
ら
、「
西
嶋
八
兵
衛

の
筆
跡
に
似
て
い
る
」
と
の
回
答
を
得

ま
し
た
。

平
田
先
生
が
勤
務
し
た
四
番
丁
小
学

校
は
、
奇
し
く
も
讃
岐
生
駒
家
の
菩
提

寺
で
あ
る
龍
松
山
法
泉
寺
の
真
向
か
い
。

平
田
先
生
が
１
９
５
６
年
（
昭
和
31
）
に

亡
く
な
っ
て
こ
の
事
実
は
忘
れ
去
ら
れ

そ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
や
す
夫
人
が

平
田
先
生
の
友
人
で
西
嶋
八
兵
衛
研
究

家
の
福
家
惣
衛
さ
ん
に
遺
稿
を
渡
し
た

こ
と
で
、「
治
水
の
神
を
祭
る
民
族
」

（『
新
香
川
』
１
９
５
８
年
〈
昭
和
33
〉
２
月
号
）

と
し
て
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

県
立
香
川
中
央
高
校
の
西
側
を
北
に

進
む
と
、
野
球
の
バ
ッ
ク
ネ
ッ
ト
の
裏

辺
り
の
道
端
に
、
南
に
向
い
て
〈
中
津

の
薬
師
堂
〉〈
大
禹
謨
〉〈
牛
の
墓
〉
が

三
つ
、
今
で
も
仲
良
く
並
ん
で
い
ま
す
。

で
も
、
こ
の
〈
大
禹
謨
〉
は
レ
プ
リ
カ

で
、
本
物
は
栗
林
公
園
に
あ
り
ま
す
。

面
白
い
も
の
で
す
よ
ね
、
お
話
だ
け

で
は
な
く
、
一
つ
の
石
が
〈
モ
ノ
〉
と

し
て
あ
り
、
こ
ん
な
ち
っ
ち
ゃ
な
石
が

こ
ん
な
に
い
ろ
い
ろ
な
価
値
を
持
っ
て

い
る
な
ん
て
。

あ
れ
だ
け
石
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
て
い
る

中
で
掘
り
起
こ
さ
れ
て
、「
石
に
何
か

字
が
彫
っ
て
あ
る
」
っ
て
見
つ
け
ら
れ

る
の
も
奇
跡
的
で
す
し
、
そ
れ
を
ま
た

平
田
先
生
が
「
お
お
、
こ
れ
は
！
」
っ

て
再
発
見
す
る
…
な
ん
て
い
う
奇
跡
が

何
回
も
繰
り
返
さ
れ
て
、
運
命
的
に
こ

こ
に
安
置
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

〈
大
禹
謨
〉
栗
林
公
園
に
遷
座

で
は
、
薬
師
如
来
の
隣
に
あ
っ
た

〈
大
禹
謨
〉
が
、
な
ぜ
今
、
栗
林
公
園

に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
元
・
栗
林
公
園
所
長
の
藤
田

勝
重
さ
ん
の
尽
力
に
よ
り
ま
す
。
１
９

６
１
年
（
昭
和
36
）
〈
大
禹
謨
〉
の
存
在

を
知
っ
た
藤
田
さ
ん
は
、
伊
賀
上
野
に

在
住
す
る
稲
住
佳
生
さ
ん
に
再
度
、
筆

跡
鑑
定
を
進
め
る
よ
う
に
依
頼
し
ま
し
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上：栗林公園内の商工奨励館中庭に安置された〈大禹謨〉。西嶋八兵衛の筆跡
であるといわれている。商工奨励館は、1899年（明治32）につくられた唐破
風の建物。漆器をはじめとする県内産品を展示即売している。
下：県立香川中央高校そばにある〈中津の薬師堂〉。一時、〈大禹謨〉はこの
横に安置されていた。今置かれているのは、〈大禹謨〉のレプリカだ。



た
。
西
嶋
八
兵
衛
の
子
孫
を
訪
ね
、
伊

賀
上
野
に
赴
い
て
西
嶋
八
兵
衛
の
真
筆

を
自
分
の
目
で
確
か
め
る
な
ど
、
精
力

的
に
活
動
し
ま
し
た
。
村
治
円
次
郎
さ

ん
に
よ
っ
て
真
筆
と
の
鑑
定
を
得
た
藤

田
さ
ん
は
、
帰
途
、
伊
勢
神
宮
に
立
ち

寄
り
、
神
宮
文
庫
で
〈
大
禹
謨
〉
の
出

典
を
『
書
経
』（
尚
書
）
に
見
出
し
ま
す
。

藤
田
さ
ん
は
、
こ
う
し
て
〈
大
禹
謨
〉

が
い
か
に
貴
重
な
も
の
で
あ
る
か
確
認

し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
香
川
町

教
育
委
員
長
の
二
川
一
美
さ
ん
に
、
も

う
二
度
と
〈
大
禹
謨
〉
が
見
失
わ
れ
な

い
よ
う
に
、
適
切
な
保
全
を
お
願
い
し

た
ん
で
す
。

安
住
の
地
の
条
件
と
し
て
、
香
東
川

に
因
む
場
所
で
あ
る
こ
と
、
老
若
男
女

た
く
さ
ん
の
人
の
目
に
触
れ
る
こ
と
、

な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
１
９

６
２
年
（
昭
和
37
）
７
月
７
日
、〈
大
禹

謨
〉
は
栗
林
公
園
内
の
商
工
奨
励
館
の

中
庭
に
遷
座
し
ま
し
た
。
２
０
１
２
年

（
平
成
24
）
は
、〈
大
禹
謨
〉
が
発
見
さ
れ

て
１
０
０
年
、
遷
座
し
て
50
年
の
記
念

の
年
に
あ
た
り
ま
す
。

高
松
藩
12
万
石
の
最
高
傑
作

栗
林
公
園
を
誰
が
つ
く
っ
た
の
か
と

い
う
の
は
謎
で
す
が
、
西
嶋
八
兵
衛
の

讃
岐
時
代
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
れ
ば
、

そ
う
い
っ
た
謎
に
も
迫
っ
て
い
け
る
の

で
は
な
い
か
と
期
待
が
高
ま
り
ま
す
。

も
と
も
と
は
元
亀
、
天
正
の
こ
ろ
、

当
地
の
豪
族
佐
藤
氏
に
よ
っ
て
西
南
地

区
（
小
普
陀
付
近
）
に
築
庭
さ
れ
た
こ
と

に
始
ま
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
の
後
、

寛
永
年
間
（
１
６
２
５
年
ご
ろ
）
讃
岐
高
松

藩
主
生
駒
高
俊
公
に
よ
っ
て
南
湖
一
帯

が
造
園
さ
れ
、
１
６
４
２
年
（
寛
永
19
）

生
駒
家
に
代
わ
っ
て
高
松
に
入
封
し
た

松
平
頼
重
公
（
水
戸
の
徳
川
光
圀
公
の
兄
）

に
引
き
継
が
れ
ま
し
た
。

栗
林
公
園
は
、
５
代
藩
主
頼
恭
公
に

至
る
百
余
年
の
間
、
歴
代
藩
主
が
修
築

を
重
ね
て
完
成
さ
れ
た
も
の
で
、
い
わ

ば
高
松
藩
12
万
石
が
残
し
た
最
高
傑
作
。

明
治
維
新
ま
で
２
２
８
年
間
に
わ
た
り

松
平
家
11
代
の
下
屋
敷
と
し
て
使
用
さ

れ
ま
し
た
。

紫
雲
山
を
背
景
に
、
六
つ
の
池
と
13

の
築
山
が
〈
一
歩
一
景
〉
と
い
わ
れ
る

変
化
に
富
ん
だ
情
景
を
生
み
出
し
ま
す

が
、
豊
か
な
出
水

で
す
い

は
、
西
嶋
八
兵
衛
が

締
め
切
っ
た
香
東
川
の
東
流
跡
で
あ
る

こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

西
嶋
八
兵
衛
は
も
ち
ろ
ん
、
讃
岐
だ

け
で
活
躍
さ
れ
た
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も
と
も
と
の
拠
点
は
伊
賀
上
野
で
す
し
、

小
堀

こ
ぼ
り

遠
州

え
ん
し
�
う

と
も
姻
戚
関
係
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
、
江
戸
の
庭
園
づ
く
り
で
も

一
緒
に
仕
事
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

小
堀
遠
州

（
１
５
７
９
〜
１
６
４
７
年
）

本
名
は
政
一
（
ま
さ
か
ず
）。
遠
州
は
、
武
家
官

位
の
遠
江
守
に
由
来
す
る
。
安
土
桃
山
時
代
か
ら
江

戸
時
代
前
期
に
か
け
て
の
大
名
、
茶
人
、
建
築
家
、

作
庭
家
。
備
中
松
山
藩
２
代
藩
主
、
の
ち
近
江
小
室

藩
初
代
藩
主
。

父
正
次
は
、
浅
井
長
政
の
家
臣
で
あ
り
縁
戚
で
も

あ
っ
た
が
、
浅
井
滅
亡
後
は
羽
柴
秀
吉
に
取
り
立
て

ら
れ
、
秀
吉
の
弟
秀
長
に
仕
え
た
。
大
和
国
郡
山
移

封
に
伴
な
い
、
秀
長
は
山
上
宗
二
や
千
利
休
に
師
事
。

政
一
も
小
姓
と
し
て
影
響
を
受
け
た
。
秀
長
と
嫡
子

秀
保
の
没
後
は
秀
吉
直
参
と
な
っ
て
伏
見
に
移
り
、

古
田
織
部
に
茶
道
を
学
ぶ
。

私
た
ち
は
小
堀
遠
州
を
声
高
に
言
い

た
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
確

定
す
る
史
料
が
な
い
。
大
き
な
政
権
交

代
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
生
駒
家
の
時

代
の
史
料
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い

の
で
す
。

１
０
０
年
間
も
か
か
っ
て
で
き
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
も
の
す
ご
く
統
一
感

が
あ
る
お
庭
に
な
っ
て
い
る
。
継
ぎ
足

し
継
ぎ
足
し
で
作
ら
れ
た
感
じ
は
、
ぜ

ん
ぜ
ん
見
受
け
ら
れ
な
い
。
で
す
か
ら

ど
う
考
え
て
も
、
よ
ほ
ど
し
っ
か
り
し

た
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
が
あ
っ
た
の
だ
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ろ
う
と
想
像
で
き
ま
す
。
そ
れ
だ
け
の

デ
ザ
イ
ン
が
で
き
る
と
い
う
人
物
は
、

そ
の
当
時
そ
ん
な
に
は
い
な
い
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
の
が
ベ
ー
ス
に
あ
り

ま
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
我
々
の
想
い

と
し
て
は
、
小
堀
遠
州
に
い
く
ん
で
す

ね
。小

堀
遠
州
と
い
う
の
は
象
徴
的
な
言

い
方
で
す
け
れ
ど
、
西
嶋
八
兵
衛
を
キ

ー
マ
ン
と
し
て
、
栗
林
公
園
と
当
時
の

最
先
端
の
文
化
人
た
ち
と
の
か
か
わ
り

は
、
き
っ
と
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

デ
ザ
イ
ン
知
事
と
呼
ば
れ
た

金
子
正
則

香
川
県
に
讃
岐
時
代
か
ら
の
文
化
的

素
養
が
あ
っ
た
た
め
か
、
デ
ザ
イ
ン
知

事
と
呼
ば
れ
た
金
子
さ
ん
と
い
う
知
事

が
就
任
し
た
時
期
が
あ
り
ま
す
。
日
本

を
代
表
す
る
建
築
家
の
丹
下
健
三
に
設

計
を
依
頼
し
て
、
旧
県
庁
を
つ
く
っ
た

の
も
金
子
正
則

ま
さ
の
り

さ
ん
で
す
。

金
子
正
則

（
１
９
０
７
〜
１
９
９
６
年
）

館
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
中
庭
は
、「
昭

和
の
小
堀
遠
州
」
と
呼
ば
れ
た
中
根
金

作
に
よ
っ
て
作
庭
さ
れ
た
も
の
で
す
。

和
田
邦
坊

（
１
８
９
９
〜
１
９
９
２
年
）

香
川
県
出
身
、
本
名
は
邦
夫
。
１
９
２
６
年
（
大

正
15
）
東
京
日
日
新
聞
社
に
入
社
、
時
事
漫
画
を
描

く
。
ユ
ー
モ
ア
小
説
「
う
ち
の
女
房
に
ゃ
ヒ
ゲ
が
あ

る
」
を
執
筆
し
て
話
題
を
呼
ん
だ
。
１
９
３
８
年

（
昭
和
13
）
退
社
後
は
帰
郷
し
、
画
家
と
し
て
活
躍
。

１
９
６
５
年
（
昭
和
40
）
讃
岐
民
芸
館
長
。
商
業
デ

ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
顔
を
持
つ
邦
坊
は
、
讃
岐
民
芸

館
の
た
め
に
凝
っ
た
内
・
外
装
デ
ザ
イ
ン
を
施
し
、

ロ
ゴ
マ
ー
ク
や
買
い
物
袋
の
図
案
も
手
掛
け
た
。

金
子
知
事
は
栗
林
公
園
が
大
好
き
で
、

こ
こ
が
文
化
の
中
心
、
文
化
サ
ロ
ン
的

１
９
５
０
年
（
昭
和
25
）
か
ら
６
期
24
年
の
間
、

香
川
県
知
事
を
務
め
た
。
香
川
県
丸
亀
市
出
身
。
東

京
帝
国
大
学
法
学
部
法
律
学
科
を
卒
業
、
司
法
官
試

補
と
な
る
。
敗
戦
翌
年
に
東
京
控
訴
院
部
長
と
な
っ

た
が
翌
日
付
で
退
職
し
、
丸
亀
市
で
弁
護
士
を
開
業
。

１
９
４
７
年
（
昭
和
22
）
に
香
川
県
副
知
事
に
就
任
。

在
任
中
、
吉
野
川
か
ら
香
川
用
水
を
引
い
た
り
、
香

川
医
科
大
学
の
開
設
を
推
進
す
る
な
ど
し
た
。
香
川

県
庁
舎
（
現
・
東
館
）
建
設
に
あ
た
っ
て
は
、
中
学

の
先
輩
で
あ
る
猪
熊
弦
一
郎
画
伯
の
助
言
で
丹
下
健

三
に
設
計
を
任
せ
た
。
イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
や
ジ
ョ
ー

ジ
・
ナ
カ
シ
マ
ら
芸
術
家
と
も
親
交
が
あ
り
、「
政

治
と
は
デ
ザ
イ
ン
な
り
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
た
と

さ
れ
る
。

そ
う
い
う
知
事
が
い
た
の
で
、
栗
林

公
園
の
所
長
に
西
嶋
八
兵
衛
研
究
を
さ

れ
た
藤
田
勝
重
さ
ん
を
任
命
さ
れ
た
り
、

彫
刻
家
の
イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
が
ア
ト
リ

エ
を
構
え
る
な
ど
、
高
名
な
文
化
人
が

香
川
に
多
く
集
ま
っ
た
の
で
す
。

当
時
、
讃
岐
民
具
連
と
い
う
運
動
が

あ
っ
て
、
県
で
蒐
集
し
た
民
具
を
展
示

す
る
讃
岐
民
芸
館
が
栗
林
公
園
内
に
つ

く
ら
れ
ま
し
た
。
東
京
で
新
聞
の
挿
絵

を
描
い
て
い
た
和
田
邦
坊

く
に
ぼ
う

が
郷
里
に
戻

り
、
初
代
館
長
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

う
い
う
県
立
の
民
芸
館
と
い
う
の
は
全

国
で
も
珍
し
い
の
で
す
。
ジ
ョ
ー
ジ
・

ナ
カ
シ
マ
の
家
具
を
ラ
イ
セ
ン
ス
製
作

し
て
い
る
桜
製
作
所
が
県
内
に
あ
る
こ

と
に
因
み
、
そ
の
作
品
を
集
め
た
家
具
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１
６
４
４
年
（
正
保
元
）
に
つ
く
ら
れ
て

い
ま
す
。
多
く
の
住
民
の
暮
ら
し
を
支

え
る
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
大
切
に
し
た
証

し
と
も
言
え
ま
す
ね
。

高
松
の
上
水
道
が
、
１
６
５
３
年

（
承
応
２
）
玉
川
兄
弟
に
よ
っ
て
つ
く
ら

れ
た
江
戸
の
上
水
道
よ
り
も
早
く
で
き

た
こ
と
は
案
外
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

郷
土
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
で

香
川
に
住
む
誇
り
の
よ
う
な
も
の
が
醸

成
さ
れ
た
ら
な
、
と
思
い
ま
す
。

結
局
、
大
切
な
の
は
ス
ト
ー
リ
ー
で

す
。
た
だ
見
る
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
ス

ト
ー
リ
ー
が
あ
る
こ
と
が
重
要
。〈
大

禹
謨
〉
発
見
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
香
川

と
栗
林
公
園
を
牽
引
し
て
く
れ
る
力
を

持
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

金
子
知
事
が
〈
朝
の
栗
林
公
園
を
散

歩
す
る
会
〉
と
い
う
の
を
主
宰
し
た
の

で
す
が
、
時
の
香
川
県
の
財
界
人
や
裁

判
所
長
官
と
か
が
一
斉
に
集
ま
り
ま
し

た
。
メ
ン
バ
ー
が
す
ご
い
の
で
す
。
大

禹
謨
と
い
う
お
酒
も
、
そ
の
時
代
に
で

き
て
い
ま
す
。
散
歩
会
は
、
い
ま
だ
に

続
い
て
い
ま
す
。

禹
で
広
が
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

観
光
と
い
う
と
、
表
面
的
な
感
じ
が

し
ま
す
け
れ
ど
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。〈
大
禹
謨
〉
を
通
し
て
、
西

嶋
八
兵
衛
を
き
っ
か
け
に
し
た
郷
土
史

か
ら
の
奥
行
き
と
、
日
本
全
国
か
ら
中

国
と
も
つ
な
が
る
よ
う
な
広
が
り
の
両

方
が
で
き
た
ら
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

栗
林
公
園
に
は
、
県
外
か
ら
の
観
光

客
は
ず
い
ぶ
ん
来
ら
れ
て
い
る
の
で
す

が
、
県
民
の
来
場
者
は
、
そ
の
内
の
一

割
く
ら
い
。
平
成
に
な
っ
て
す
ぐ
動
物

園
が
閉
鎖
に
な
り
、
栗
林
公
園
の
み
で

集
客
し
よ
う
と
い
う
方
針
に
な
っ
て
動

物
園
と
か
美
術
館
と
か
い
っ
た
集
客
し

や
す
い
施
設
が
閉
鎖
さ
れ
た
り
園
外
に

出
ま
し
た
。
そ
う
い
う
状
況
で
、
苦
戦

を
強
い
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

し
か
し
、
栗
林
公
園
は
、
特
に
重
要

な
文
化
財
庭
園
と
い
う
こ
と
で
、「
特

別
名
勝
」
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
し
、

世
界
的
に
有
名
な
旅
行
ガ
イ
ド
の
「
ミ

シ
ュ
ラ
ン
」
か
ら
は
最
高
評
価
の
三
つ

星
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ア

メ
リ
カ
の
日
本
庭
園
専
門
誌
で
は
２
０

１
１
年
（
平
成
23
）
日
本
庭
園
ラ
ン
キ
ン

グ
３
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
ま
し
た
。
国
内

は
も
と
よ
り
海
外
で
も
高
く
評
価
さ
れ

て
い
る
庭
園
な
ん
で
す
。
ぜ
ひ
地
元
の

皆
さ
ん
に
も
そ
の
価
値
を
も
っ
と
知
っ

て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

観
光
地
は
一
回
行
っ
た
ら
も
う
行
か

な
い
と
い
う
と
こ
ろ
も
多
い
。
で
も
、

栗
林
公
園
は
、
庭
園
そ
の
も
の
の
美
し

さ
に
加
え
、
歴
史
に
裏
打
ち
さ
れ
た
面

白
い
謂
わ
れ
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

私
も
４
月
に
こ
ち
ら
に
赴
任
し
て
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
さ
ん
に
レ
ク
チ

ャ
ー
を
お
願
い
し
た
ら
、
本
当
に
興
味

深
い
話
ば
か
り
で
、
栗
林
公
園
を
見
直

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
大
禹
謨
や
西
嶋

八
兵
衛
の
こ
と
な
ど
も
、
聞
い
て
み
な

い
と
わ
か
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
そ
う
い
っ

た
話
を
聞
い
て
、
初
め
て
栗
林
公
園
の

面
白
さ
が
わ
か
る
と
言
っ
て
も
過
言
で

大禹謨発見のドラマ35

取
材：

２
０
１
１
年
12
月
５
日

は
な
い
。
こ
れ
は
若
い
人
に
も
通
じ
る

と
思
い
ま
す
よ
。
こ
の
魅
力
を
多
く
の

人
に
知
っ
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
と
し

て
、
西
嶋
八
兵
衛
顕
彰
と
大
禹
謨
の
物

語
を
広
め
て
い
き
た
い
と
思
い
、
２
０

１
３
年
（
平
成
25
）
第
３
回
禹
王
サ
ミ
ッ

ト
の
会
場
と
し
て
立
候
補
し
ま
し
た
。

全
国
各
地
の
禹
王
碑
を
研
究
中
の
郷
土

史
家
を
は
じ
め
、
韓
国
、
中
国
に
も
そ

の
輪
が
広
が
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

松
平
頼
重
公
が
来
た
と
き
に
１
万
３

０
０
０
人
ほ
ど
だ
っ
た
高
松
の
人
口
は
、

25
年
後
に
は
２
万
人
に
な
っ
て
い
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
港
町
と
し
て
繁
栄

し
、
そ
こ
で
蓄
え
ら
れ
た
富
が
消
費
も

促
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

日
本
初
の
上
水
道
は
、
早
川
を
水
源

と
す
る
小
田
原
城
下
の
も
の
で
す
が
、

高
松
の
上
水
道
は
、
頼
重
公
に
よ
っ
て
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