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ず
っ
と
昔
の
頃
、
高
鍋
の
領
主
伊
東
氏
が
、
農
業
振
興
の
た
め

牛
牧
に
牧
場
を
開
い
て
い
ま
し
た
。
牧
場
は
、
牛
牧
を
中
心
に
唐

木
戸
付
近
ま
で
で
、
大
変
に
広
い
も
の
で
し
た
。
ま
わ
り
は
木
を

使
っ
て
柵
を
つ
く
り
か
こ
ん
で
あ
り
ま
し
た
。

　
牧
場
に
は
牛
を
放
牧
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
の
よ
う
な
大
き
い

牛
で
な
く
、
姿
・
形
が
小
さ
く
か
わ
い
い
牛
で〝
や
ぶ
こ
ぶ
り
牛
〞 

と
い
っ
て
い
ま
し
た
。

　
牧
場
に
は
数
名
の
や
ん
ぶ
し
（
山
野
に
寝
起
き
し
て
修
行
す
る

僧
）
が
い
て
、
道
場
を
た
て
て
住
み
こ
み
、
修
業
の
か
た
わ
ら
牛

の
世
話
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
今
も
残
っ
て
い
て
や
ん
ぶ

し
屋
敷
の
跡
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
頃
、や
ん
ぶ
し
達
は
、お
昼
近
く
に
な
り
ま
す
と
外
へ
出
て
、

首
か
ら
つ
る
し
た
大
き
な
ほ
ら
貝
を
口
に
あ
て
、ボ
ー
ッ
、 ボ
ー
ッ
、

ボ
ー
ッ
と
吹
き
鳴
ら
す
の
で
す
。
広
い
牧
場
に
散
っ
て
い
た
牛
は

そ
の
音
を
耳
に
す
る
と
、
あ
ち
ら
の
山
陰
、
こ
ち
ら
の
森
の
中
か

ら
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
や
ん
ぶ
し
の
立
っ
て
い
る
寄
せ
場
に
集
ま
っ
て
き

ま
す
。
集
ま
っ
て
来
た
牛
は
用
意
さ
れ
た
草
を
は
み
、
腹
が
ふ
く

れ
る
と
そ
れ
ぞ
れ
横
に
な
っ
て
反
す
う
す
る
の
で
し
た
。

　
や
が
て
や
ん
ぶ
し
は
、
又
も
や
ほ
ら
貝
を
吹
き
鳴
ら
し
ま
す
。

牛
達
は
ほ
ら
貝
が
鳴
り
は
じ
め
る
と
次
々
に
起
き
上
が
り
、
木
戸

(

出
入
口)

の
方
へ
列
を
つ
く
っ
て
進
ん
で
い
き
ま
す
。
や
ん
ぶ
し

が
木
戸
口
の
柵
を
開
き
ま
す
と
、
集
ま
っ
て
き
た
牛
は
待
っ
て
い

た
よ
う
に
外
に
駆
け
出
し
、
小
道
に
沿
っ
て
南
の
方
を
目
指
し
て

歩
き
出
す
の
で
す(

こ
の
木
戸
の
あ
っ
た
付
近
が
唐
木
戸
で
す)

。

　
途
中
や
ん
ぶ
し
達
は
、
時
々
ほ
ら
貝
を
口
に
あ
て
、
ボ
ー
ッ
、 

ボ
ー
ッ････

と
牛
を
追
い
た
て
な
が
ら
進
ん
で
い
く
の
で
す
。
や

が
て
着
い
た
の
は
宮
田
川
の
ほ
と
り
で
す
。
や
ん
ぶ
し
達
は
牛
に

水
を
飲
ま
せ
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
休
そ
く
を
与
え
る
の
で
す
。

　
小
半
時
（
約
30
分
）
を
過
ぎ
る
頃
に
、
又
も
や
ほ
ら
貝
を
吹
き

は
じ
め
帰
り
支
度
に
と
り
か
か
り
ま
す
。 牛
は
も
と
き
た
道
を
、
勝

手
に
草
を
は
み
な
が
ら
牧
場
を
目
指
し
て
も
ど
っ
て
い
き
ま
す
。

や
ん
ぶ
し
達
の
吹
く
ほ
ら
貝
の
音
は
、
行
き
も
帰
り
も
ま
こ
と
に

の
ど
か
で
、
近
郷
近
在
に
鳴
り
響
き
、
人
々
の
心
を
な
ご
め
る
の

に
十
分
で
し
た
。

　
こ
う
し
た
こ
と
が
毎
日
毎
日
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
い

つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
こ
の
付
近
一
帯
を
牛
牧
と
い
う
よ
う
に
な
っ 

た
そ
う
で
す
。

（
採
話
：
中
尾
　
岩
切 

久
江
）
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（
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話
：
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尾
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久
江
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大
蛇
が
い
た
話

　

高
鍋
町
上
江
の
、大
戸
口(

谷
坂
の
脇)

に
、

三
段
構
え
で
造
ら
れ
た
、
古
い
池
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
か
ん
が
い
用
の
た
め
池
と
し
て
造
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、

現
在
は
利
用
さ
れ
て
い
な
い
様
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
辺
を
中
心
と
し
て
、
野
首
か
ら
牛
牧
に
か

け
て
大
蛇
が
住
み
つ
い
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
、
70

才
か
ら
、
80
才
代
の
方
々
の
話
で
は
、
こ
の
話
を
古
老
か
ら
き

い
た
と
い
わ
れ
る
人
を
、
２
、
３
に
止
ま
ら
ず
聞
き
ま
し
た
。

　

こ
の
大
蛇
の
大
き
さ
を
確
め
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
大
蛇
が

通
っ
た
後
は
、
草
木
が
な
ぎ
倒
さ
れ
て
、
大
き
な
道
が
つ
い
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
程
大
き
な
蛇
だ
っ
た
の
で
す
。

　

本
気
で
、
こ
の
話
を
し
て
く
れ
た
人
々
も
「
私
は
見
た
」
と

い
う
人
に
は
、
会
う
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

今
の
若
い
人
達
に
は
、
話
題
に
も
な
る
ま
い
し
、
い
つ
の
間

に
か
、
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
の
様
に
思
わ
れ
ま
す
。

※

昭
和
50
年
頃
の
こ
と
、
郷
土
史
家
の
中
武
弘
氏
が
、
こ
の
付

近
に
探
索
に
い
か
れ
た
折
、突
然
奥
の
方
で
、ザ
ー
、ザ
ー
、ザ
ー
、

ザ
ー
と
、 

不
気
味
な
す
ご
い
音
が
聞
え
て
き
た
の
で
す
。

仰
天
さ
れ
た
氏
は
、
と
る
も
と
り
あ
え
ず
、
そ
の
ま
ゝ

急
い
で
帰
ら
れ
、
そ
の
後
、
二
度
と
そ
の
付
近
に

足
を
運
ば
れ
た
こ
と
が
な
い
そ
う
で
す
。

　
「
確
か
に
、
あ
れ
は
大
蛇
で
し
た
よ
」
と
、
豪

快
な
氏
も
、
首
を
す
く
め
て
、
語
っ
て
お

ら
れ
ま
し
た
。

（
採
話‥

脇　

押
条
磯
松
）


