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を
経
て
、
本
来
と
は
違
う
場
所
に
建
て
ら

れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
七
年
三
月
に
解

体
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
部
材
は
現
在
も
個

人
に
よ
り
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
陣
屋
建

築
で
現
在
残
さ
れ
て
い
る
も
の
は
極
め
て

少
な
い
た
め
、
八
田
陣
屋
が
近
年
ま
で
残

り
、
解
体
に
際
し
て
建
物
調
査
が
行
わ
れ

た
こ
と
は
、
建
築
史
の
観
点
か
ら
貴
重
で

あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

い
つ
の
日
か
、
復
元
さ
れ
る
日
が
来
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

八
田
と
い
う
地
に
、
水
戸
藩
の
農
政
の

エ
キ
ス
パ
ー
ト
た
ち
が
三
十
年
間
に
わ

た
っ
て
在
留
し
た
こ
と
は
、
農
村
の
改
革

に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。
最
後
の
八
田
郡
奉
行
、
藤
田
東

湖
は
着
任
時
二
十
五
歳
の
若
さ
で
し
た
。

彼
は
八
田
郡
で
の
農
政
の
成
功
に
よ
り
、

郡
制
改
変
の
あ
と
も
郡
奉
行
を
任
さ
れ

て
、
地
方
農
政
に
活
躍
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
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水
戸
藩
で
は
領
内

民
衆
の
支
配
を
、
城

下
で
は
町
奉
行
、
農

村
部
で
は
郡
奉
行
が

お
こ
な
っ
て
い
ま
し

た
。
町
・
郡
奉
行
は

年
貢
徴
収
か
ら
警

察
、
土
木
工
事
、
民

政
ま
で
を
幅
広
く
掌

握
し
て
い
ま
し
た
。

時
期
や
地
域
に
よ
り

規
模
の
変
化
は
あ
る
も
の
の
、
下
役
の
手

代
と
と
も
に
二
十
人
前
後
で
政
務
を
行
っ

て
い
た
よ
う
で
す
。

　

農
村
部
は
「 
郡 
」
と
い
う
数
十
か
村
を

こ
お
り

ひ
と
つ
の
単
位
と
し
た
ま
と
ま
り
毎
に 
郡 

こ
お
り

 
奉  
行 
を
置
い
て
統
括
し
て
い
ま
し
た
。
郡

ぶ 
ぎ
ょ
う

奉
行
は
、
藩
政
初
期
か
ら
置
か
れ
、
寛
永

期（
一
六
三
〇
年
）頃
に
は
領
内
を
三
、
四

郡
に
分
け
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。

　

郡
分
け
に
つ
い
て
は
度
々
改
変
が
お
こ

な
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
享
和
二
（
一
八

〇
二
）
年
の
編
成
で
は
、
そ
れ
ま
で
で
最

多
と
な
る
十
一
の
郡
に
分
け
ら
れ
ま
し

た
。
そ
れ
ま
で
は
、
郡
奉
行
が
城
下
で
政

務
を
執
っ
て
、
地
方
に
は
手
代
を
置
い
て

い
ま
し
た
が
、
こ
の
年
か
ら
各
地
の
陣
屋

に
郡
奉
行
を
出
向
さ
せ
て
直
接
領
民
を
支

配
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
の
で
す
。

　

こ
の
時
期
は
、
全
国
的
に
人
口
の
減
少

し
た
時
代
で
、
中
で
も
水
戸
藩
は
そ
れ
が

特
に
顕
著
で
、
領
内
人
口
は
往
時
の
三
分

の
二
ほ
ど
に
落
ち
込
ん
で
い
ま
し
た
。
打

ち
続
く
天
候
不
順
が
も
た
ら
す
農
作
物
の

減
収
や
、
都
市
へ
の
流
出
者
の
増
加
に

よ
っ
て
農
村
経
済
は
悪
化
の
一
途
を
た

ど
っ
て
い
ま
し
た
。
時
の
六
代
藩
主
徳
川

 
治  
保 
は
疲
弊
し
た
農
村
を
立
て
直
す
た

は
る 
も
り

め
、
郡
奉
行
が
地
方
を
直
接
支
配
し
、
農

民
の
生
活
に
細
や
か
に
気
を
配
れ
る
よ
う

に
し
た
の
で
す
。

　

こ
の
と
き
、 
小  
菅 
（
常
陸
太
田
市
小
菅

こ 
す
げ

町
）、 
安  
良  
川 
（
高
萩
市
安
良
川
）、 
石  
神 

あ 

ら 
か
わ 

い
し 
が
み

 （
東
海
村
石
神
外
宿
）、 
増  
井 
（
城
里
町
増

ま
し 
い

井
）、 
八  
田 
（
常
陸
大
宮
市
八
田
）、 
大  
子 

は
っ 
た 

だ
い 
ご

 （
大
子
町
大
子
）、 
鷲  
子 
（
常
陸
大
宮
市
鷲

と
り 
の
こ

子
）、 
常  
葉 
（
水
戸
市
常
磐
町
ほ
か
）、 
浜 

と
き 
わ 

は
ま

 
田 
（
水
戸
市
浜
田
）、 
紅  
葉 
（
鉾
田
市
）、

だ 

も
み 
じ

 
大  
里 
（
常
陸
太
田
市
大
里
町
）
に
そ
れ
ぞ

お
お 
さ
と

れ
郡
奉
行
所
が
お
か
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、

常
葉
郡
と
浜
田
郡
は
城
下
に
近
接
し
て
い

る
の
で
従
来
ど
お
り
城
下
で
執
務
し
、
残

り
の
九
郡
に
陣
屋
が
お
か
れ
ま
し
た
。
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八
田
に
陣
屋
が
築
か
れ
、
最
初
に
配
属

さ
れ
た
郡
奉
行
は
、
農
政
学
者 
高  
野  
昌 

た
か 

の 
し
ょ
う

 
碩 
で
し
た
。
高
野
は
太
田
村
の
郷
医
で
、

せ
き農

村
の
実
情
を
観
察
し
、
そ
の
復
興
策
を

度
々
藩
に
上
申
し
て
認
め
ら
れ
、
藩
士
に

取
り
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
高
野
は
郡
奉
行

が
各
地
方
で
直
接
に
政
務
を
執
る
方
式
を

立
案
し
、
藩
に
建
議
し
た
人
物
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
八
田
は
そ
の
高
野
自
身
が
最

初
に
治
め
た
地
で
し
た
。

　

彼
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
八
田
陣
屋
は
、

陣
屋
の
機
能
が
始
ま
る
前
年
の
享
和
元

 （
一
八
〇
一
）
年
に
完
成
、
屋
根
は
草
葺
き

で
、
勝
手
と
六
畳
間
と
納
戸
の
み
の
質
素

な
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

高
野
の
あ
と
は
、 
白  
石  
又  
衛  
門  
意  
隆 
、

し
ら 
い
し 
ま
た 
え 
も
ん 
お
き 
た
か

 
石  
川  
儀  
兵  
衛  
清  
秋 
、 
友  
部  
正  
介  
好  
正 
、 
井 

い
し 
か
わ 
ぎ 

へ 

え 
き
よ 
あ
き 

と
も 
べ 
し
ょ
う 
す
け 
よ
し 
ま
さ 

い

 
坂  
久  
左  
衛  
門  
義  
隆 
、 
藤  
田  
虎  
之  
介  
彪 （
東

さ
か 
き
ゅ
う 
ざ 

え 
も
ん 
よ
し 
た
か 

ふ
じ 
た 
と
ら 
の 
す
け 
た
け
し

湖
）
が
郡
奉
行
と
な
り
三
十
年
間
続
き
ま

し
た
。

　

陣
屋
の
あ
っ
た
場
所
は
現
在
の
八
田
字

堰
の
上
北
と
い
う
地
で
す
。
近
く
の
玉
川

に
か
か
る
橋
に
も
「
御
陣
屋
橋
」
と
い
う

名
前
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

陣
屋
の
建
物
は
天
保
初
年
の
郡
制
再
編

に
よ
っ
て
八
田
陣
屋
が
廃
止
に
な
っ
た
あ

と
個
人
の
所
有
と
な
り
、
取
り
壊
し
を
免

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
二
度
の
移
築
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▲解体直前の八田陣屋（平成７年）

▲八田陣屋平面図




