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美
和
地
域
の
山
あ
い
に
た
た
ず
む
高
部
宿

は
、
趣
の
あ
る
家
が
立
ち
並
び
古
い
町
並
み

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
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高
部
は
中
世
以
来
、
軍
事
や
宗
教
の
拠
点

と
し
て
栄
え
て
き
ま
し
た
。
現
在
の
美
和
総

合
支
所
の
北
東
に
は
佐
竹
七
代
義
胤
の
五
男

景
義
が
築
い
た
と
言
わ
れ
る
高
部
城
が
あ

り
、
常
陸
・
下
野
の
国
境
で
、
那
須
氏
ら
か

ら
の
守
り
を
担
う
防
御
線
と
な
っ
て
い
ま
し

た
。
近
く
に
諏
訪
神
社
、
鷲
子
山
上
神
社
、

吉
田
八
幡
神
社
、
満
福
寺
な
ど
の
古
社
寺
が

あ
り
、
古
く
か
ら
人
や
物
の
交
流
す
る
地
と

な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

江
戸
時
代
に
は
特
産
の
和
紙
を
江
戸
の
問

屋
に
卸
し
た
り
、
葉
煙
草
を
扱
う
有
力
商
人

の
家
が
何
軒
も
立
ち
並
ん
で
い
ま
し
た
。
財

政
難
の
水
戸
藩
に
献
金
を
行
っ

て 
郷  
士 
と
な
る
な
ど
、
経
済
的

ご
う 
し

に
も
政
治
的
に
も
藩
と
強
い
つ

な
が
り
を
持
つ
家
が
複
数
あ
り

ま
し
た
。
高
部
村
で
は
岡
山
仙

太
郎
・
大
森
又
左
衛
門
・
國
松

権
兵
衛
・
堀
江
喜
三
郎
の
四
名

が
郷
士
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
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百
五
十
年
ほ
ど
前
に
作
ら
れ

た
「
高
部
村
天
保
検
地
絵
図
」

に
は
高
部
宿
の
地
割
り
が
描
か

れ
て
お
り
、
現
在
の
町
並
み
と
ほ
と
ん
ど

変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

美
和
地
域
を
檜
沢
方
面
か
ら
美
和
総
合

支
所
方
面
に
進
み
高
部
宿
に
入
る
と
、
和

田
川
に
架
か
る
下
町
橋（
昭
和
四
年
架
橋
）

を
渡
り
ま
す
。
橋
を
渡
る
と
す
ぐ
左
手
が

 「
花
の
友
」
の
岡
山
酒
造
、
そ
の
西
隣
が

 「
國
光
」の
國
松
酒
造
で
す
。
江
戸
か
ら
明

治
に
か
け
て
建
て
ら
れ
た
古
い

建
物
の
多
い
こ
の
通
り
の
中
で

も
両
家
の
た
た
ず
ま
い
は
一
際

目
を
惹
き
ま
す
。
と
も
に
現
在

は
廃
業
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が

重
厚
な
酒
蔵
や
住
居
は
当
時
の

ま
ま
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

高
部
宿
は
北
と
南
を
山
に
囲

ま
れ
、
ま
た
緒
川
と
和
田
川
が

交
わ
る
地
点
で
水
に
は
恵
ま
れ

て
い
ま
し
た
。
岡
山
酒
造
・
國

松
酒
造
と
も
に
緒
川
の
流
れ
に

面
し
て
お
り
、
酒
造
り
に
適
し
た
豊
富
な

水
が
得
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
岡
山
家

の
三
階
櫓
は
木
造
で
、
明
治
二
〇
（
一
八

八
七
）
年
に
建
て
ら
れ
「 
喜  
雨  
亭 
」
と
名

き 

う 
て
い

づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
瀟
洒
な
建
物
は

社
交
場
と
し
て
使
用
さ
れ
親
し
ま
れ
て
い

ま
し
た
。
最
上
層
に 「
花
の
友
」と
い
う
銘

柄
が
記
さ
れ
た
美
し
い
姿
は
こ
の
通
り
の

シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
ま
す
。
偕
楽
園
の

好
文
亭
を
模
し
て
、
敷
地
内
に
は
梅
が
植

え
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
が
「
花

の
友
」
と
い
う
商
標
の
由
来
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

國
松
家
も
明
治
初

期
か
ら
酒
造
業
を
営

ん
で
い
ま
し
た
。
近

世
に
は
紙
問
屋
、
村

役
人
を
務
め
た
名
家

で
、
藩
主
の
巡
村
の

際
の
休
憩
所
に
な
っ

た
記
録
も
残
り
ま

す
。
二
十
五
年
ほ
ど

前
に
廃
業
し
ま
し
た

が
屋
敷
内
の
建
物
や

道
具
類
は
当
時
の
ま

ま
で
す
。
屋
敷
裏
の
山
か
ら
は
清
冽
な
水

が
流
れ
緒
川
に
注
ぎ
ま
す
。
通
り
に
面
し

て
建
つ
若
草
色
の
近
代
建
築
は
明
治
時
代

の
郵
便
局
舎
で
し
た
。

　

こ
の
二
軒
と
細
い
街
道
を
挟
ん
で
向
か

い
合
う
大
森
家
も
江
戸
後
期
創
建
の
母
屋

と
門
を
持
ち
、
や
は
り
村
役
人
を
務
め
た

家
で
す
。
母
屋
は
お
よ
そ
二
百
年
前
の
江

戸
後
期
に
高
部
宿
が
大
火
に
見
舞
わ
れ
た

と
き
に
建
て
替
え
ら
れ
た
も
の
で
、
天
狗

諸
生
の
乱
で
の
刀
傷
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
隣
の
平
塚
家
も
通
り
沿
い
に
明

治
の
近
代
住
居
建
築
を
残
す
旧
家
で
す
が

現
当
主
曰
く
「
こ
の
辺
で
は
新
し
い
方
の

家
」
と
の
こ
と
。
昭
和
初
期
の
和
洋
折
衷

型
住
宅
や
漆
喰
の
土
蔵
が
あ
り
、
街
道
沿

い
の
小
さ
な
区
域
に
古
建
築
の
密
集
す
る

様
は
一
見
の
価
値
が
あ
り
ま
す
。
清
流
の

水
音
を
聞
い
て
い
る
と
酒
ど
こ
ろ
だ
っ
た

往
時
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。

（
歴
史
民
俗
資
料
館
）
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▲

現
在
の
高
部
の
町
並
み

▲かつての郵便局舎（國松家）

▲元岡山酒造の三階櫓

▲

江
戸
後
期
の
高
部
宿

（『
美
和
村
史
料　

近
世
村
絵
図
』
を
元
に
作
成
）




