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初
代
兵
庫
県
庁
舎
と
な
っ
た
兵
庫
勤
番
所
建
物
と
そ
の
復
元

山
　
下
　
史
　
朗

は
じ
め
に

　

兵
庫
津
は
、
古
く
は
大
輪
田
泊
と
呼
ば
れ
、
平
安
時
代
末
に
平
清
盛
が
日
宋
貿
易

の
拠
点
と
し
て
大
改
修
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
兵
庫
の
町
の
基
礎
が
形
成

さ
れ
る
の
は
、
荒
木
村
重
の
花
熊
城
を
攻
略
し
た
池
田
恒
興
が
織
田
信
長
か
ら
摂
津

半
国
を
与
え
ら
れ
兵
庫
城
を
築
城
し
、
惣
構
の
城
下
町
と
し
て
整
備
さ
れ
た
こ
と
に

よ
る
。
そ
の
後
兵
庫
は
豊
臣
秀
吉
の
直
轄
地
と
な
り
代
官
が
置
か
れ
る
が
、
大
坂
夏

の
陣
に
よ
り
豊
臣
氏
が
滅
亡
す
る
と
、
大
坂
西
方
の
守
り
を
固
め
る
た
め
尼
崎
藩
の

支
配
下
に
お
か
れ
、
城
の
本
丸
は
尼
崎
藩
の
陣
屋
と
な
り
奉
行
が
置
か
れ
た
。

　

一
七
六
九
年
の
明
和
の
上
知
に
よ
り
西
宮
以
西
の
海
岸
部
が
幕
府
直
轄
地
と
な
る

と
陣
屋
跡
に
大
坂
町
奉
行
所
配
下
の
兵
庫
勤
番
所
が
置
か
れ
た
。
安
政
五
年
（
一
八

五
八
）
の
外
国
と
の
条
約
に
基
づ
き
慶
応
三
年
一
二
月
七
日
（
一
八
六
八
年
一
月
一
日
）、

兵
庫
が
開
港
す
る
と
、
二
日
後
に
朝
廷
で
王
政
復
古
の
ク
ー
デ
タ
ー
が
発
生
、
慶
応

四
年
一
月
三
日
に
は
薩
長
を
中
心
と
し
た
新
政
府
軍
と
徳
川
軍
と
の
間
で
鳥
羽
伏
見

の
戦
い
が
勃
発
す
る
が
、
徳
川
軍
は
敗
退
し
兵
庫
勤
番
所
は
一
月
一
九
日
か
ら
新
政

府
が
管
理
す
る
こ
と
に
な
る
。
二
月
六
日
に
は
兵
庫
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
る
が
、
四

月
に
政
体
書
が
公
布
さ
れ
府
藩
県
三
治
制
が
示
さ
れ
る
と
、
五
月
二
三
日
に
兵
庫
県

が
設
置
さ
れ
、
伊
藤
俊
介
（
の
ち
の
博
文
）
が
初
代
知
事
に
任
命
さ
れ
て
い
る

　（1）
。

旧
勤
番
所
建
物
は
初
代
兵
庫
県
庁
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

兵
庫
は
、
神
奈
川
、
函
館
、
長
崎
、
新
潟
と
と
も
に
開
港
場
と
な
る
上
に
、
都
に

最
も
近
い
重
要
な
位
置
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
徳
川
幕
府
に
代
わ
っ
て
新
政
府
が
支
配

し
た
こ
と
を
内
外
に
示
す
意
味
で
、
兵
庫
勤
番
所
跡
に
入
り
「
兵
庫
県
」
を
名
乗
る
こ

と
は
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
旧
幕
府
領
や
幕
府
方
に

付
い
た
藩
の
多
く
が
そ
の
名
前
を
消
さ
れ
県
名
を
郡
名
に
変
更
さ
れ
て
い
る
が

　（2）
、

「
兵
庫
県
」
の
名
前
が
残
さ
れ
た
の
に
は
、
神
奈
川
、
長
崎
、
新
潟
と
と
も
に
外
国

と
の
条
約
港
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

発
足
当
時
の
兵
庫
県
域
は
、
兵
庫
勤
番
所
と
西
宮
勤
番
所
の
管
轄
す
る
神
戸
〜
西

宮
地
域
と
、
谷
町
代
官
所
が
管
理
し
て
い
た
播
磨
各
地
に
点
在
す
る
天
領
（
幕
府

領
）
だ
け
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
何
度
か
の
合
併
を
経
て
、
明
治
九
年
に
全
国
で
唯
一
、

摂
津
、
播
磨
、
但
馬
、
丹
波
、
淡
路
の
五
国
（
正
確
に
は
後
に
備
前
、
美
作
の
一
部

も
加
え
た
た
め
七
国
）
か
ら
な
る
広
大
な
県
域
と
な
っ
て
い
る
。

　

二
〇
一
八
年
が
兵
庫
県
発
足
一
五
〇
周
年
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、
兵
庫
県
で
は
こ

の
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
初
代
県
庁
舎
を
再
現
し
、
県
立
兵
庫
津
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

初
代
県
庁
館
と
し
て
公
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
稿
で
は
、
初
代
県
庁
舎
と
な
っ

た
兵
庫
勤
番
所
の
建
物
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
そ
の
成
立
の
過
程
を
た
ど
る
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図1　兵庫陣屋図『新修神戸市史』第３巻より転載

図2　尼崎藩兵庫陣屋図（中版）
　　 『兵庫津遺跡第62次発掘調査報告書』より転載

と
と
も
に
、
ど
の
よ
う
に
復
元
し
た
の
か
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

 

初
代
兵
庫
県
庁
舎
は
「
兵
庫
勤
番
所
」
の
建
物
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
た
も
の
だ
っ

た
。
慶
応
四
年
五
月
の
兵
庫
県
成
立
時
点
で
相
当
老
朽
化
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が

六
月
に
新
庁
舎
建
築
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
修
理
し
な
か
っ
た
と
い
う

　（3）
。
そ
れ

も
そ
の
は
ず
で
、
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
の
上
知
に
よ
り
兵
庫
は
尼
崎
藩
領
か
ら

幕
府
領
に
編
入
さ
れ
る
が
、
新
た
に
設
置
さ
れ
た
兵
庫
勤
番
所
の
建
物
は
尼
崎
藩
陣

屋
の
公
的
施
設
部
分
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
た
こ
と
が
高
久
智
広
氏
の
研
究
に

よ
り
明
ら
か
と
な
っ
て
お
り

　（4）
、
少
な
く
と
も
百
年
以
上
、
あ
る
い
は
尼
崎
藩
陣
屋

が
設
置
さ
れ
た
時
期
ま
で
遡
る
可
能
性
ま
で
考
え
る
と
二
五
〇
年
以
上
が
経
過
し
た

老
朽
建
築
物
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

 

図
１
は
明
和
の
上
知
の
際
に
作
ら
れ
た
絵
図
の
写
し
と
考
え
ら
れ
る
が
、
堀
に
囲

ま
れ
た
兵
庫
城
の
本
丸
部
分
を
継
承
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
建

物
の
配
置
を
み
る
と
、
少
々
敷
地
を
持
て
余
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
当
時
の
記

録
で
も
陣
屋
の
敷
地
は
勤
番
所
と
す
る
に
は
「
手
広
」
だ
と
し
て
縮
小
を
命
じ
ら
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る

　（5）
。

１　

兵
庫
勤
番
所
の
施
設
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図4　兵庫勤番所図『西宮市郷土資料館ニュース』第34号より転載

図3　兵庫勤番所絵図（神戸市立中央図書館蔵）

尼
崎
藩
陣
屋
時
代
の
絵
図
は
も
う
一
枚
あ
る
（
図
２
）。
先
ほ
ど
の
絵
図
よ
り
も
一

回
り
小
さ
い
図
で
、
建
物
の
配
置
が
正
方
位
に
対
し
斜
め
に
な
っ
て
い
る
が
、
石
垣

や
堀
の
位
置
や
規
模
が
発
掘
調
査
の
結
果
（6）
と
ぴ
っ
た
り
合
っ
て
お
り
、
前
図
よ
り

正
確
な
図
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
兵
庫
勤
番
所
を
描
い
た
絵
図
は
神
戸
市
立
中
央
図
書
館
（
図
３
）
と
西
宮

市
郷
土
資
料
館
（
図
４
）
に
二
点
残
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
幕
府
へ
届
出
た
図
の
写

し
だ
が
、
両
者
の
記
述
は
建
物
配
置
に
差
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
西
宮
版
に
は
入
口

が
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
勤
番
所
を
囲
む
「
塀
」
が
全
て
「
堀
」
に
な
っ
て
い

た
り
何
点
か
異
な
っ
て
い
る
点
が
あ
る
。
勤
番
所
の
周
囲
に
堀
が
あ
っ
た
可
能
性
は

低
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
神
戸
市
立
中
央
図
書
館
版
の
ほ
う
が
正
確
な
図
と
考
え
て
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図5　西宮勤番所敷地平面図『西宮市郷土資料館ニュース』第34号より転載

い
い
だ
ろ
う
（7）
。
こ
の
勤
番
所
絵
図
を
尼
崎
藩
陣
屋
図
に
重
ね
て
み
る
と
、
勤
番
所

建
物
は
尼
崎
藩
陣
屋
建
物
の
一
部
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
陣
屋
建
物
を
そ
の
ま
ま

転
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
高
久
智
広
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
勤
番
所
建
物
に

は
、
尼
崎
藩
陣
屋
の
う
ち
で
奉
行
所
の
公
的
な
施
設
で
あ
る
表
向
き
は
そ
の
ま
ま
利

用
し
、
背
後
に
あ
る
奉
行
の
私
的
な
生
活
空
間
に
あ
た
る
奥
向
き
は
撤
去
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
が
（8）
そ
の
と
お
り
だ
ろ
う
。
ま
た
、
船
見
番
小
屋
の
建
物
に
つ
い

て
も
、
土
蔵
と
位
置
、
規
模
が
ピ
タ
リ
と
合
っ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
を
改
修
し
て
使

用
し
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
の
他
の
施
設
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。「
仮
牢
と
番
小
屋
」、「
土
蔵
」、「
腰
掛
」、

「
門
と
門
番
所
」
は
兵
庫
陣
屋
図
に
も
記
載
が
あ
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
周
辺
に
あ
っ

た
既
存
施
設
を
移
築
集
約
し
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
記
録
に
は
残
っ
て
い

な
い
が
利
用
で
き
る
既
存
施
設
は
で
き
る
だ
け
利
用
し
た
の
だ
ろ
う
。
他
に
も
、
尼

崎
藩
時
代
に
は
陣
屋
の
堀
の
西
側
に
は
同
心
屋
敷
が
並
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
る
の
で
、
こ
れ
ら
も
勤
番
所
内
に
移
築
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
勤
番

所
の
ま
わ
り
の
旧
陣
屋
の
敷
地
は
、
時
の
鐘
の
場
所
を
除
き
、
す
べ
て
民
間
に
売
却

さ
れ
て
い
る
。

　

図
５
は
、
兵
庫
勤
番
所
と
同
時
に
設
置
さ
れ
た
西
宮
勤
番
所
の
絵
図
で
あ
る
。
兵

庫
陣
屋
建
物
を
転
用
し
た
兵
庫
勤
番
所
と
西
宮
勤
番
所
と
で
は
成
立
の
経
緯
が
異
な

る
た
め
、
建
物
の
配
置
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
船
見
番
小
屋
を
除
い
て
配
置
さ
れ
て

い
る
建
物
の
棟
数
は
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
一
点
だ
け
、
門
の
形
式
が
異
な
っ
て
い

る
点
は
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
絵
図
に
残
る
大
坂
町
奉
行
所
や
現
存
す
る
塩

飽
勤
番
所
な
ど
の
施
設
か
ら
み
る
と
こ
の
種
の
施
設
に
は
長
屋
門
が
採
用
さ
れ
る
こ

と
が
基
本
で
あ
る
よ
う
で
、
西
宮
勤
番
所
に
つ
い
て
も
長
屋
門
が
描
か
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
兵
庫
勤
番
所
は
西
側
に
門
番
所
の
建
物
が
あ
り
東
側
に
は
掛
塀
が
描
か
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
長
屋
門
で
は
な
く
独
立
し
た
薬
医
門
の
よ
う
な
形
式
の
門
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
門
自
体
も
兵
庫
陣
屋
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
兵
庫
城
の

城
門
が
転
用
さ
れ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
兵
庫
勤
番
所
は

仮
牢
や
吟
味
場
が
施
設
の
裏
手
に
配
さ
れ
て
い
る
ほ
か
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
も
離
れ
た

場
所
に
あ
る
こ
と
か
ら
動
線
に
無
理
が
あ
り
、
西
宮
ほ
ど
機
能
的
な
配
置
に
な
っ
て
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図6　勤番所『神戸覧古』神戸市立中央図書館より転載

い
な
い
こ
と
も
既
存
の
建
物
を
転
用
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に

想
像
た
く
ま
し
く
推
測
す
る
と
、
尼
崎
藩
陣
屋
の
建
物
自
体
が
か
つ
て
の
兵
庫
城
の

御
殿
建
築
を
転
用
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
公
的
な
建

築
物
に
し
て
は
各
室
の
配
置
を
あ
え
て
ず
ら
し
複
雑
な
建
築
物
と
し
て
い
る
点
が
そ

の
根
拠
で
あ
る
が
、
文
献
や
遺
構
自
体
も
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
そ
れ
を
証
明
す
る

手
立
て
は
な
い
。

　

な
お
、
勤
番
所
内
の
各
部
屋
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
絵
図
に
記
載
さ
れ
て
い
る

「
勤
番
与
力
詰
所
」
は
大
坂
町
奉
行
所
か
ら
月
番
で
勤
務
す
る
与
力
の
詰
所
で
あ
り
、

「
勤
番
同
心
詰
所
」
に
つ
い
て
も
同
じ
く
大
坂
町
奉
行
所
の
勤
番
同
心
の
詰
所
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
他
の
部
屋
に
つ
い
て
は
、
与
力
詰
所
の
西
隣
の
部

屋
は
同
心
よ
り
格
が
高
い
場
所
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
番
で
交
代
勤
務
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
名
主
の
詰
所
（
名
主
中
詰
所
）
と
考
え
て
お
り
、
勤
番
同
心
詰
所
の
東

隣
は
地
付
同
心
詰
所
と
推
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
東
側
に
あ
る
塀
に
囲
ま

れ
た
空
間
が
吟
味
場
（
い
わ
ゆ
る
お
白
州
）
と
考
え
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

（
１
）　

復
元
の
前
提

　

初
代
兵
庫
県
庁
復
元
の
契
機
と
も
な
っ
た
の
が
兵
庫
城
跡
の
発
掘
調
査
で
あ
る
。

二
〇
一
四
〜
二
〇
一
五
年
に
か
け
て
、
イ
オ
ン
モ
ー
ル
神
戸
南
建
設
に
伴
っ
て
神
戸

市
教
育
委
員
会
が
発
掘
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
謎
だ
っ
た
兵
庫
城
の
堀
と
石

垣
が
初
め
て
姿
を
現
し
注
目
を
集
め
た
。
残
念
な
が
ら
兵
庫
勤
番
所
建
物
が
存
在
し

て
い
た
場
所
は
明
治
六
〜
九
年
に
か
け
て
兵
庫
運
河
（
新
川
運
河
）
が
開
削
さ
れ
、

旧
兵
庫
城
跡
の
中
心
部
分
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
に
運
河
を
通
し
た
の
は
、

元
々
が
公
共
施
設
で
あ
り
用
地
取
得
の
手
間
が
か
か
ら
な
い
と
い
う
の
が
最
大
の
理

由
だ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
初
代
兵
庫
県
庁
舎
を
復
元
す
る
根
拠
と
し
た
の
は
、
先
の
「
兵
庫
勤

番
所
絵
図
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
図
自
体
は
シ
ン
プ
ル
な
絵
な
が
ら
、
寸
法
は
か
な
り

２　

勤
番
所
建
物
の
復
元
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図7　初代県庁館平面図

腰掛

正
確
に
描
か
れ
て
い
る
た
め
平
面
プ
ラ
ン
は
こ
の
図
に
従
っ
た
。
ま
た
、
外
観
に
つ

い
て
は
、『
神
戸
覧
古
』
に
掲
載
さ
れ
た
絵
図
を
参
考
に
し
た
。
明
治
三
四
年
の
刊

行
の
た
め
少
し
時
代
は
下
る
が
、
昔
の
様
子
を
思
い
出
し
て
描
い
た
も
の
の
よ
う
で
、

右
下
に
は
「
勤
番
所　

片
桐
市
正
陣
屋
趾
」
と
書
か
れ
て
い
て
、
豊
臣
秀
吉
の
代
官
、

片
桐
且
元
の
陣
屋
跡
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
兵
庫
勤
番
所
を
描
い
た
唯
一
の

絵
で
あ
る
。
本
来
は
少
し
離
れ
た
場
所
に
あ
る
の
だ
が
、
右
手
に
は
時
の
鐘
も
描
か

れ
て
い
る
。
細
か
く
み
る
と
門
番
所
の
位
置
が
左
右
で
違
っ
て
い
た
り
、
腰
掛
が
な

か
っ
た
り
、
そ
も
そ
も
絵
図
に
は
長
屋
門
で
は
な
く
移
築
し
た
と
考
え
ら
れ
る
「
薬

医
門
」
形
式
の
門
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
絵
図
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
明
和
上

知
以
降
に
改
築
さ
れ
た
可
能
性
も
十
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
外
観
を
復
元
す
る

に
あ
た
っ
て
は
こ
の
絵
を
参
考
に
し
て
い
る
。

（
２
）　

復
元
に
あ
た
っ
て
の
考
え
方

　

次
に
初
代
兵
庫
県
庁
を
ど
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
復
元
し
た
の
か
と
い
う

こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
断
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
文
化
財

の
復
元
整
備
と
は
異
な
っ
て
、
今
回
の
施
設
整
備
は
、「
体
験
型
の
歴
史
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
と
し
て
歴
史
的
復
元
と
現
代
的
活
用
を
両
立
さ
せ
る
」
と
い
う
前
提
が
あ
っ
た

　（9）
。

復
元
の
考
え
方
に
は
ふ
た
つ
が
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
め
は
、
内
部
に
入
る
こ
と
の
で
き

る
展
示
物
と
し
て
忠
実
に
復
元
を
行
う
「
歴
史
的
復
元
」
で
あ
り
、
①
県
庁
舎
（
旧

勤
番
所
）、
③
旧
同
心
屋
敷
、
腰
掛
、
⑤
仮
牢
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

外
観
は
復
元
し
つ
つ
、
内
部
は
歴
史
的
空
間
構
成
を
保
持
し
な
が
ら
も
、
現
代
的
利

用
に
適
し
た
空
間
と
し
て
整
備
す
る
「
活
用
復
元
」
で
あ
り
、
②
取
次
役
所
（
旧
同

心
屋
敷
）、
旧
同
心
屋
敷
、
④
旧
船
見
番
小
屋
、
⑦
長
屋
門
、
番
小
屋
が
こ
れ
に
該

当
す
る
。
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図10　柏原藩陣屋槍床 図8　永田家長屋門

図11　高山陣屋畳廊下 図9　塩飽勤番所

（
３
）　

各
建
物
復
元
の
根
拠

　

勤
番
所
建
物
復
元
の
根
拠
と
な
る
資
料
は
平
面
図
と
外
観
図
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
復
元
に
あ
た
っ
て
は
全
国
各
地
に
残
っ
て
い
る
江
戸
時
代
の
役
所
や
屋
敷
な

ど
様
々
な
建
物
を
参
考
に
し
て
い
る

　（10）
。

　

勤
番
所
の
外
観
に
最
も
影
響
を
与
え
る
の
は
長
屋
門
で
あ
る
。
長
屋
門
と
門
番
所

は
、
城
郭
や
陣
屋
、
大
名
屋
敷
な
ど
現
在
残
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
の
だ
が
、
大
名

屋
敷
の
よ
う
な
立
派
な
門
を
復
元
す
る
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
た
め
、
格
式
を
考
慮

し
て
、
丸
亀
市
本
島
に
あ
る
塩
飽
勤
番
所
や
岩
国
藩
の
家
老
香
川
家
の
長
屋
門
、
も

と
も
と
は
埼
玉
県
の
土
屋
陣
屋
で
あ
っ
た
永
田
家
長
屋
門
（
図
８
）
な
ど
を
参
考
に

復
元
し
た
。
ま
た
、
長
屋
門
に
続
く
船
見
番
小
屋
で
は
、
厚
狭
毛
利
家
の
萩
屋
敷
長

屋
の
外
観
を
参
考
に
し
て
い
る
。

　

勤
番
所
本
体
の
建
物
に
つ
い
て
は
、
主
に
唯
一
現
存
す
る
香
川
県
丸
亀
市
の
塩
飽

勤
番
所
（
図
９
）
や
、
同
心
が
異
動
し
て
き
た
岐
阜
県
の
高
山
陣
屋
を
参
考
に
し
て

い
る
。
玄
関
に
は
格
式
の
高
い
式
台
を
再
現
し
た
。
寸
法
は
図
面
を
も
と
に
し
て
い

る
が
、
滋
賀
県
の
草
津
本
陣
や
丹
波
市
の
柏
原
藩
陣
屋
な
ど
を
も
と
に
復
元
し
た
。

玄
関
の
鑓
床
は
弓
や
鑓
な
ど
武
器
を
置
く
床
の
間
を
指
す
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、

そ
の
用
途
は
飾
り
場
と
し
て
の
意
味
を
強
め
て
い
く
。
現
存
す
る
事
例
は
少
な
い
が
、

丹
波
市
の
柏
原
陣
屋
（
図
10
）
と
岐
阜
県
の
高
山
陣
屋
に
残
っ
て
い
る
ほ
か
、
函
館

奉
行
所
で
復
元
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
れ
ら
を
参
考
に
し
た
。
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
い

る
の
は
、
床
か
ら
腰
板
張
り
の
立
上
が
り
が
あ
り
、
上
面
は
薄
縁
の
仕
上
と
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
こ
れ
を
採
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
央
の
通
路
部
分
は
畳
廊
下
と
し

て
お
り
、
高
山
陣
屋
（
図
11
）
を
参
考
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
か
も
い
に
は
長
押

を
押
し
、
く
ぎ
隠
し
を
使
用
す
る
な
ど
、
少
し
格
式
を
持
た
せ
た
も
の
と
し
て
い
る
。

内
部
の
部
屋
の
復
元
に
つ
い
て
は
、
同
心
詰
所
を
大
坂
か
ら
の
勤
番
同
心
詰
所
を
畳
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図13　高山陣屋の腰掛

図12　高山勤番所のササラ子下見板張り図14　岡御殿の土庇

敷
き
と
し
、
地
付
同
心
詰
所
を
板
張
と
し
て
差
別
化
し
て
い
る
が
、
絵
図
か
ら
は
ど

ち
ら
も
畳
敷
き
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

塀
は
、
外
部
に
面
し
た
場
所
に
は
、
板
を
横
に
重
ね
桟
で
押
さ
え
る
格
式
の
高
い

サ
サ
ラ
子
下
見
板
張
り
（
図
12
）
と
し
た
。
ま
た
、
内
向
き
に
は
縦
張
り
の
手
間
の

か
か
ら
な
い
下
見
板
張
り
と
し
て
差
別
化
し
て
い
る
。
な
お
、
絵
図
で
は
掛
塀
と
標

記
さ
れ
て
い
る
塀
は
太
線
で
、
そ
の
他
の
塀
は
細
線
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

掛
塀
の
部
分
は
控
え
柱
を
も
つ
頑
丈
な
塀
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

腰
掛
は
、
役
所
へ
の
用
務
の
待
合
所
の
よ
う
な
役
割
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
類
似
施

設
で
あ
る
高
山
陣
屋
（
図
13
）
を
参
考
に
復
元
し
て
い
る
。
な
お
、
施
設
全
体
に
共

通
す
る
こ
と
だ
が
、
屋
根
瓦
は
淡
路
産
、
木
材
は
県
内
産
の
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
を
使
用

し
て
い
る
。

　

勤
番
所
建
物
の
南
面
は
、
古
図
に
雁
行
し
た
縁
と
そ
れ
と
並
走
す
る
外
側
の
濡
れ

縁
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
土
庇
と
い
う
形
式
の
ひ
さ
し
を
使
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
判
断
し
て
、
こ
れ
に
最
も
近
い
造
り
と
思
わ
れ
る
土
佐
藩
主
の
本
陣
岡
御
殿
（
図

14
）
を
参
照
し
た
。
ひ
さ
し
を
使
っ
て
い
た
か
ど
う
か
真
偽
は
不
明
だ
が
、
実
用
性

を
重
視
し
て
採
用
し
て
い
る
。
な
お
、
本
来
は
勤
番
所
建
物
の
南
庭
の
東
端
に
は
土

蔵
が
あ
る
の
だ
が
、
敷
地
の
制
約
上
、
東
・
北
・
西
側
を
縮
小
し
た
た
め
今
回
の
復

元
に
あ
た
っ
て
は
再
現
で
き
て
い
な
い
。
勤
番
所
の
機
能
と
し
て
公
文
書
を
保
管
す

る
重
要
な
施
設
の
一
つ
な
の
で
残
念
で
あ
る
。

　

仮
牢
は
留
置
所
の
よ
う
な
場
所
で
あ
る
。
図
面
か
ら
二
重
壁
で
あ
る
こ
と
は
想
定

さ
れ
た
が
、
二
重
の
縦
格
子
と
し
た
の
は
、
飯
島
代
官
所
や
図
面
の
残
る
小
伝
馬
町

牢
屋
敷
な
ど
を
参
考
に
し
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
図
面
上
は
西
外
壁
は
塀
と
接

し
て
い
る
こ
と
か
ら
縦
格
子
で
は
な
い
た
め
、
正
確
な
復
元
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

　

同
心
屋
敷
は
、
幕
府
役
人
の
屋
敷
と
い
う
類
似
性
か
ら
、
平
面
形
は
「
京
都
二
条
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城
同
心
小
屋
指
図
」
を
参
考
に
、
仕
様
は
簡
素
な
つ
く
り
で
あ
っ
た
と
想
定
し
、
松

坂
の
「
御
城
番
屋
敷
」
を
参
照
し
て
復
元
し
て
い
る
。
世
帯
向
け
住
宅
と
し
て
は

や
風
呂
が
な
い
の
は
無
理
が
あ
る
が
、
活
用
面
を
考
慮
し
て
採
用
し
て
い
る
。

　

南
側
の
同
心
屋
敷
は
新
政
府
が
兵
庫
役
所
を
置
い
た
と
き
に
取
次
役
所
が
置
か
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
建
物
で
、
旧
同
心
屋
敷
の
中
で
は
最
も
大
き
な
建
物
で
あ
る
。
復

元
設
計
段
階
で
地
付
同
心
の
長
屋
を
想
定
し
て
い
た
た
め
少
し
間
取
り
に
違
和
感
が

あ
る
が
、
カ
フ
ェ
、
飲
食
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
の
活
用
を
想
定
し
て
お
り
、
天
井
を
は

ら
ず
、
広
大
な
空
間
と
し
て
い
る
。
船
見
番
小
屋
は
土
蔵
を
改
造
し
た
建
物
と
考
え

ら
れ
る
が
、
ト
イ
レ
も
建
物
に
取
り
込
ん
だ
た
め
、
少
し
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
、
将
来
的
に
物
販
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
し
て
も
活
用
で
き
る
よ
う
整
備
し
て
い

る
。

　

庭
の
再
現
に
あ
た
っ
て
は
兵
庫
県
庭
ヘ
リ
テ
ー
ジ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
連
絡
会
の
協
力

に
よ
り
、
江
戸
時
代
の
庭
造
り
の
作
法
に
基
づ
い
て
準
平
庭
式
枯
山
水
の
「
蓬
莱
様

式
」
に
よ
る
庭
を
再
現
し
て
い
る
。
使
用
し
た
樹
種
も
長
寿
・
繁
栄
の
意
味
を
込
め

た
庭
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
、
初
代
兵
庫
県
庁
と
し
て
使
用
さ
れ
た
大
坂
町
奉
行
所
兵
庫
勤
番
所
建
物
の

由
来
と
そ
の
構
造
、
復
元
の
根
拠
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
元
々
あ
っ
た
場
所
に
は

新
川
運
河
が
開
削
さ
れ
遺
構
は
全
く
現
存
し
な
い
上
に
関
連
資
料
も
ほ
と
ん
ど
な
い

中
で
復
元
し
た
。
本
来
の
場
所
に
も
な
く
詳
細
な
図
面
や
写
真
の
な
い
中
で
「
復

元
」
と
い
う
用
語
は
正
し
く
な
い
と
い
う
ご
意
見
も
う
か
が
う
こ
と
が
あ
り
「
再

現
」
と
い
う
言
葉
に
呼
び
変
え
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
多
く
の
方
に
と
っ

て
言
葉
の
違
い
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
だ
ろ
う
。

　

初
代
県
庁
館
と
し
て
開
館
後
二
年
数
か
月
が
経
過
し
た
。
来
館
者
の
多
く
に
は
高

評
価
を
得
て
い
る
が
、
中
に
は
展
示
物
が
な
い
と
か
説
明
が
少
な
い
と
い
っ
た
ご
意

見
も
い
た
だ
く
の
だ
が
、
こ
の
建
物
自
体
が
実
物
展
示
の
少
な
い
県
立
兵
庫
津
ミ
ュ

ー
ジ
ア
ム
に
あ
っ
て
最
大
で
最
高
の
展
示
物
な
の
で
あ
る
。
本
物
を
感
じ
て
い
た
だ

け
る
よ
う
極
力
解
説
表
示
を
少
な
く
し
、
解
説
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

を
読
み
取
っ
て
い
た
だ
く
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
対
応
い
た
だ
け
る
時
間
に
制

約
は
あ
る
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
に
よ
る
解
説
も
あ
り
、
こ
ち
ら
も
好
評
を
い
た

だ
い
て
い
る
。
何
度
も
訪
れ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
新
し
い
発
見
も
得
ら
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
隣
接
す
る
ひ
ょ
う
ご
は
じ
ま
り
館
と
と
も
に
多
く
の
方
に
ご
活
用

い
た
だ
き
た
い
。

註（1）　

若
干
二
六
歳
で
知
事
に
任
命
さ
れ
た
伊
藤
に
つ
い
て
、
設
立
当
初
の
兵
庫
県
が
旧

兵
庫
勤
番
所
の
管
轄
を
継
承
し
た
だ
け
で
あ
り
、
兵
庫
開
港
の
事
務
を
行
う
神
戸
運

上
所
（
税
関
の
前
身
）
と
い
う
一
地
方
事
務
所
の
所
長
ク
ラ
ス
に
す
ぎ
な
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
声
を
聞
く
こ
と
が
あ
る
が
、
伊
藤
は
五
位
と
い
う
国
司
あ
る
い
は
国

持
大
名
格
の
位
階
を
授
け
ら
れ
て
お
り
、
極
め
て
高
い
評
価
を
得
て
知
事
に
任
命
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

（2）　

例
え
ば
大
津
県
は
滋
賀
県
に
、
高
松
藩
は
香
川
県
に
、
松
山
藩
は
愛
媛
県
な
ど
数

多
い
。
姫
路
藩
の
場
合
は
飾
磨
県
と
な
っ
た
あ
と
兵
庫
県
に
合
併
吸
収
さ
れ
て
い
る
。

（3）　
『
神
戸
開
港
三
〇
年
史
』
上
巻　

一
八
九
八
年
「
第
四
四
節　

縣
廰
新
築
の
議
起
こ

る
」
に
は
、
新
庁
舎
建
設
移
転
の
経
緯
や
県
庁
新
築
に
よ
り
旧
庁
舎
の
修
繕
を
見
合

わ
せ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に
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（
兵
庫
県
企
画
部
地
域
振
興
課
歴
史
資
源
活
用
専
門
官
）

（4）　

高
久
智
広
「
明
和
上
知
と
兵
庫
勤
番
所
」『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
二
四
〇
号　

大
阪
歴

史
学
会　

二
〇
一
三
年

（5）　
『
大
坂
町
奉
行
所
旧
記
』
下　

大
阪
市
史
料
調
査
会　
一
九
九
六
年

（6）　
『
兵
庫
津
遺
跡
第
62
次
発
掘
調
査
報
告
書
』
神
戸
市
教
育
委
員
会　

二
〇
一
七
年

（7）　

衛
藤
彩
子
「
資
料
紹
介　

西
宮
勤
番
所
絵
図
」『
西
宮
市
立
郷
土
資
料
館
ニ
ュ
ー

ス
』 

第
34
号　

二
〇
一
〇
年
。
な
お
『
新
修
神
戸
市
史
』
三
巻
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

兵
庫
勤
番
所
絵
図
の
書
き
起
こ
し
に
つ
い
て
は
、
掛
塀
の
太
線
標
記
が
な
い
ほ
か
、

一
部
の
縁
の
板
張
り
標
記
が
漏
れ
て
お
り
正
確
で
は
な
い
た
め
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（8）　

高
久
前
掲
註
４

（9）　
「
県
立
兵
庫
津
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
（
仮
称
）
基
本
計
画
」
二
〇
一
九
年

（10）　

兵
庫
勤
番
所
復
元
建
築
と
し
て
の
基
本
設
計
は
ア
ト
リ
エ
サ
ワ
澤
良
雄
氏
に
、
初

代
県
庁
館
建
築
の
実
施
設
計
は
株
式
会
社
い
る
か
設
計
集
団
に
よ
る
。
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