
社同

岡長

備
中
高
梁
の
松
山
藩
に
山
田
方
谷
と
い
う
碩
学
が

あ
っ
た
。
一
日
越
後
長
岡
の
牧
野
藩
の
茎
月
年
が
、

諸
国
遍
歴
の
途
、
尋
ね
て
来
て
師
事
を
懇
請
し
た

が
先
生
は
な
か
な
か
請
い
を
許
さ
な
か
っ
九
。
最
後

に
「
私
は
学
修
を
受
け
る
と
一
言
う
よ
り
は
、
む
し
ろ

0
 
0

先
生
の
作
用
を
学
び
た
い
の
で
す
」
と
申
出
た
の
で

釈
然
と
し
て
快
く
許
し
た
と
一
言
う
。
こ
れ
ぞ
北
越
戌

辰
の
役
に
勇
名
を
馳
せ
た
河
合
継
之
助
で
あ
っ
た
。

こ
の
役
で
長
岡
は
手
ひ
ど
く
破
れ
た
り
と
は
言
え
、

よ
く
戦
後
の
窮
乏
に
堪
え
て
立
ち
直
る
こ
と
が
出
来

た
の
は
、
昔
か
ら
藩
内
に
質
実
剛
健
の
気
風
が
縊
れ

て
い
突
め
で
あ
っ
た
。
河
合
が
方
谷
の
門
に
学
び

た
い
と
言
っ
た
「
作
用
」
は
今
日
の
一
長
で
言
え
ぱ

「
実
際
的
生
活
の
仕
方
」
を
指
す
の
で
、
先
生
の
学

風
が
「
実
学
」
に
傾
い
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
経
済

産
業
の
面
を
学
び
取
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
牧
野
藩
政
の
中
心
は

倹
約
質
素
を
旨
と
し
て
、
ひ
た
す
ら
城
下
の
産
業
を

振
興
せ
し
む
る
こ
と
に
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
文
化
面

ー
す
な
わ
ち
遊
芸
・
信
仰
1
は
二
の
次
ぎ
に
し

た
よ
う
だ
。
牧
野
の
殿
様
が
会
津
藩
と
一
緒
に
京
都

詰
を
命
ぜ
ら
れ
た
時
、
こ
ん
な
話
し
が
あ
る
。
ま
づ

上
洛
し
て
茶
の
湯
を
学
び
た
い
の
だ
が
ど
の
流
派
を

選
ぽ
う
か
と
考
え
た
末
、
当
時
一
番
不
振
の
宗
偏
流

雪
の
長
岡
市
街
(
大
阪
屋
霄
店
版
「
絵
は
が
き
」
よ
り
)

を
執
っ
た
と
い
う
。
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
千
球

の
よ
う
な
繁
国
日
す
る
流
派
に
出
入
り
す
る
と
費
用
が

多
く
か
か
り
過
ぎ
る
と
い
う
の
だ
。
そ
れ
故
、
今
で

も
長
岡
周
辺
の
中
越
地
区
は
宗
偏
流
が
他
流
を
凌
い

で
行
な
わ
れ
て
い
る
。*

長
岡
は
越
後
平
野
の
中
心
に
位
し
、
産
業
と
経
済

を
掌
握
し
た
が
、
中
頃
は
石
油
の
主
産
地
と
し
て
名

を
な
し
、
そ
の
石
油
が
不
振
に
な
っ
て
も
、
商
業
は

端
然
四
隣
を
圧
し
て
い
る
。
学
問
文
芸
の
領
域
に
至

て
は
見
る
べ
き
も
の
が
な
か
っ
た
の
は
家
風
の
然
ら

し
む
る
と
こ
ろ
と
言
え
よ
う
。
随
っ
て
精
神
面
に
発

展
し
た
こ
と
を
聞
か
な
い
。
そ
の
中
で
有
名
な
長
岡

学
校
を
設
立
し
た
こ
と
は
記
憶
に
留
め
る
べ
き
で
、

亡
父
の
ど
と
き
は
こ
の
学
校
に
学
び
、
英
語
の
教
師

は
同
志
社
の
出
身
者
で
あ
っ
た
と
聞
く
。
し
か
し
そ

の
頃
の
英
語
の
学
力
が
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
も
の
か
、

父
が
記
憶
を
辿
り
な
が
ら
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ぱ

「
僕
ら
は
学
校
で
ノ
ー
・
エ
ン
キ
リ
・
ジ
,
ウ
ジ

サ
イ
ド
・
メ
リ
ー
(
Z
0
乏
仁
=
0
一
ゆ
命
n
0
一
如
ゆ
、
 
m
曾
含

冨
3
)
と
学
ん
だ
も
の
だ
」
。
こ
れ
で
全
般
は
推
し

て
知
る
べ
し
だ
。
こ
の
長
岡
人
に
し
て
笈
を
負
う
て

同
志
社
に
学
ん
だ
者
は
な
か
っ
た
。
か
え
っ
て
お
隣

の
与
板
か
ら
は
柏
木
義
圓
、
三
輪
源
造
な
ど
が
出
た

の
は
、
与
板
が
新
潟
に
近
か
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ

る
。
柏
木
氏
は
長
く
安
中
教
会
の
牧
師
で
あ
っ
た

人
、
'
輪
氏
才
叫
、
.
心
社
巾
学
の
国
語
の
教
師
で
筆
者

な
ど
は
伺
凶
人
だ
と
一
戸
っ
の
で
可
愛
が
ら
れ
た
。
こ

の
人
は
和
歌
を
よ
く
し
、
そ
の
作
は
讃
美
歌
の
中
に

編
人
さ
れ
て
い
る
。
(
第
四
三
番
)

長
岡
学
校
に
璃
せ
ら
れ
た
同
志
社
出
身
の
教
師
が

何
と
一
高
っ
た
か
は
聞
き
洩
ら
し
た
が
、
こ
の
地
に
教

会
於
立
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
神
学
部

の
¥
業
生
が
多
く
赴
仟
し
た
。
米
山
貞
二
郎
、
宮
川

友
之
助
、
伊
藤
勝
良
、
菱
本
与
吉
郎
な
ど
の
面
々
が

相
次
い
で
仏
道
に
当
っ
た
が
、
長
岡
は
福
音
の
種
に

取
っ
て
は
不
毛
の
地
で
順
調
な
成
長
を
遂
げ
ら
れ
ぬ

ま
ま
今
日
に
及
ん
で
い
る
。

*

私
の
家
は
明
治
三
十
八
年
秋
、
新
説
在
の
宣
教

師
カ
ル
テ
ス
氏
が
米
山
牧
師
を
伴
っ
て
来
ら
れ
た
。

こ
れ
が
小
出
伝
道
の
濫
燭
で
、
爾
来
デ
ビ
ス
博
士
、

カ
ー
ブ
教
授
な
ど
同
志
社
に
関
係
深
い
人
々
が
訪
れ

九
。
デ
ビ
ス
先
生
が
来
訪
せ
ら
れ
た
の
は
筆
者
が
小

学
校
の
三
年
生
の
頃
で
、
秋
も
深
ま
り
、
霜
が
強
く

降
っ
た
日
と
覚
え
て
い
る
。
同
行
の
カ
ル
テ
ス
氏

は
、
博
士
の
老
体
を
い
と
い
ゴ
ム
製
の
大
き
な
湯
タ

ン
ホ
を
用
意
し
て
来
ら
れ
た
。
そ
の
時
博
士
が
何
を

話
さ
れ
た
か
は
記
憶
に
定
か
で
は
な
い
が
、
若
か
り

し
時
、
南
北
戦
争
に
参
加
、
北
軍
の
連
隊
旗
手
を
つ
と

め
、
弾
丸
雨
飛
の
巾
を
進
軍
し
六
模
様
を
語
ら
れ
た

と
あ
と
に
な
っ
て
<
^
^
ら
聞
^
さ
^
た
。
た
だ
^
^

の
口
中
は
義
歯
が
多
く
、
語
ら
れ
る
度
に
、
口
の
中

に
笛
を
し
の
ぱ
せ
て
い
る
ど
と
く
、
ヒ
,
ウ
ヒ
.
ウ

と
音
を
た
て
る
の
で
、
そ
の
口
許
ぱ
か
り
見
つ
め
て

い
た
幼
児
の
記
億
が
残
っ
て
い
る
。
座
敷
に
挨
拶
に

出
た
曽
祖
父
の
老
体
を
眺
め
て
、
「
私
の
父
も
七
十

歳
の
頃
は
こ
の
よ
う
な
姿
で
し
た
」
と
故
国
の
亡
父

を
偲
び
、
涙
を
浮
か
べ
て
語
ら
れ
る
さ
ま
を
見
て

は
、
新
島
先
生
の
熱
あ
る
説
得
に
動
か
さ
れ
て
、
日

本
伝
道
を
志
し
、
千
里
を
遠
し
と
せ
ず
渡
来
せ
ら
れ

た
老
兵
の
情
熱
に
深
く
感
じ
入
っ
た
次
第
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
も
ど
こ
ま
で
が
筆
者
自
身
の
直
接
の
記
憶

か
、
後
に
な
っ
て
か
ら
家
人
に
聞
か
せ
ら
れ
た
の
が

直
接
経
験
の
ど
と
く
錯
覚
し
て
い
る
領
分
が
ど
れ
ほ

ど
か
不
明
で
あ
る
。
カ
ー
ブ
教
授
は
、
は
じ
め
に
新

潟
に
来
り
、
日
本
語
を
習
得
し
て
同
志
社
の
教
授
に

な
ら
れ
た
の
で
、
わ
が
家
を
訪
れ
ら
れ
た
頃
は
自
由

に
日
本
語
を
話
す
ほ
ど
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
因
と
な
っ
て
、
京
都
に
行
っ
た
時
、
教
授
の

お
世
話
に
な
っ
た
。

*

私
の
家
は
、
越
後
の
小
地
主
で
昔
は
庄
屋
を
つ
と

め
た
の
で
、
恒
あ
る
ご
と
に
村
の
人
が
集
ま
る
。
そ

う
す
る
と
、
祖
父
が
囲
炉
裏
の
横
座
に
坐
っ
て
、
寺

の
檀
中
を
離
れ
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
れ
と
す
す
め

る
。
そ
う
す
る
と
寺
領
を
小
作
に
受
け
て
い
る
名

が
、
寺
か
ら
小
作
を
取
り
あ
げ
ら
れ
る
の
を
恐
れ

て
、
帰
依
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
結
局
、
桜
井
一
統

全
部
を
説
得
す
る
こ
と
に
は
失
敗
し
た
。
そ
れ
ほ
ど

伝
道
に
熱
心
な
祖
父
を
つ
か
ま
え
て
孫
の
筆
者
が

「
お
爺
さ
ん
、
キ
リ
ス
ト
と
い
う
人
は
ど
こ
の
国
に
生

ま
れ
た
の
で
す
か
」
と
尋
ね
る
と
「
そ
う
さ
な
ー
、

な
ん
で
も
ア
メ
リ
カ
人
だ
ろ
う
」
と
い
う
返
事
、
あ
き

れ
て
物
が
言
え
な
く
て
引
き
さ
が
る
仕
儀
と
な
る
。

し
か
し
当
時
と
し
て
は
大
胆
な
伝
道
で
あ
っ
た
と
感

じ
人
る
次
第
だ
。
封
建
制
度
の
強
い
越
後
ボ
ス
の

威
圧
で
村
中
が
信
者
に
な
ら
な
く
て
ょ
か
っ
た
と
今

に
し
て
考
え
る
。

父
は
村
の
小
学
校
の
校
長
で
あ
っ
た
が
、
信
仰
に

熱
心
な
あ
ま
り
、
左
遷
せ
ら
れ
て
山
奥
の
僻
地
の
学

校
に
転
任
し
、
そ
こ
で
さ
ん
ざ
ん
苦
労
し
て
大
正
七

年
意
を
決
し
て
田
舎
伝
者
師
と
な
り
、
十
二
年
聞
働

い
て
眠
っ
た
。
今
で
も
苦
闘
の
巾
の
越
後
伝
道
は
続

い
て
い
る
。

(
大
訟
大
神
卒
・
小
出
教
会
牧
師
)
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