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緒
川
地
域
の
松
之
草

地
区
に
は
、時
代
劇「
水

戸
黄
門
」
で
お
な
じ
み

の
「
風
車
の
弥
七
」
の

モ
デ
ル
に
な
っ
た
と
い

わ
れ
る
松
之
草
村
小
八

兵
衛
の
墓
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、時
代
劇「
水

戸
黄
門
」
に
登
場
す
る

「
風
車
の
弥
七
」は
架
空

の
人
物
と
し
て
設
定
さ

れ
て
い
る
た
め
、
松
之

草
村
小
八
兵
衛
が
そ
の

モ
デ
ル
と
は
残
念
な
が

ら
い
え
ま
せ
ん
。

　

で
す
が
、
松
之
草
村
の
小
八
兵
衛
は
実

在
の
人
物
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
江
戸
時
代

後
半
の
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
に
水
戸

藩
の
学
者 
石  
川 
い
し 
か
わ 

久  
徴 
に
よ
っ
て
ま
と
め

き
ゅ
う 
ち
ょ
う

ら
れ
た
『 
桃  
蹊  
雑  
話 
』
に
、
二
代
藩
主
光

と
う 
け
い 
ざ
つ 
わ

圀
に
登
用
さ
れ
た
人
物
と
し
て
登
場
し
ま

す
。『
桃
蹊
雑
話
』
は
、
水
戸
藩
初
代
藩
主

 
頼  
房 
か
ら
六
代
藩
主 
治  
保 
ま
で
の
エ
ピ

よ
り 
ふ
さ 

は
る 
も
り

ソ
ー
ド
を
、
考
証
（
歴
史
）
好
き
だ
っ
た

久
徴
が
調
べ
た
り
聞
き
取
っ
た
り
し
て
備

忘
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

　

と
は
い
え
、
光
圀
は
元
禄
十
三
年
（
一

七
〇
〇
）に
七
十
三
歳
で
亡
く
な
り
ま
す
。

『
桃
蹊
雑
話
』は
そ
の
九
十
年
後
に
刊
行
さ

れ
た
も
の
な
の
で
、
脚
色
さ
れ
て
伝
え
ら

れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
が
、
考
証

学
者
の
久
徴
が
書
き
留
め
て
い
る
点
に
は

注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
『
桃
蹊
雑
話
』の
小
八
兵
衛
に
つ
い
て
の

記
述
を
要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
り

ま
す
。

 
義  
公 
（
光
圀
の
※ 
諡  
号 
）
の
時
代
、
松
之

ぎ 
こ
う 

し 
ご
う

草
村
に
小
八
兵
衛
と
名
乗
る
者
が
い

て
、
一
晩
に
三
十
里
を
駆
け
巡
る
、
忍

び
の
術
を
持
つ
盗
賊
の
頭
だ
っ
た
。
や

が
て
捕
縛
さ
れ
た
が
義
公
の
恩
情
で
禄

を
賜
り
、仕
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
小
八

兵
衛
は
、
こ
の
の
ち
領
内
に
盗
賊
を
立

ち
入
ら
せ
な
い
と
誓
い
を
立
て
た
。
ま

た 
間  
者 
（
ス
パ
イ
）
と
し
て
諸
国
の
情

か
ん 
じ
ゃ

報
を
も
た
ら
し
、生
涯
義
公
に
尽
し
た
。

　

小
八
兵
衛
は
忍
者
で
あ
り
、
盗
賊
で
も

あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
捕
ま
っ
て
も
処

罰
さ
れ
ず
に
か
え
っ
て
登
用
さ
れ
た
と
い

う
い
さ
さ
か
信
じ
が
た
い
内
容
で
す
。
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し
か
し
、
こ
れ
に
類
す
る
光
圀
の
家
臣

や
召
使
に
つ
い
て
の
逸
話
や
伝
承
は
複
数

残
っ
て
い
ま
す
。

　

平
戸
藩
主
松
浦
清
（
静
山
）
の
著
し
た

『 
甲  
子  
夜  
話 
』
に
は
、
光
圀
の
召
使
で
長
年

か
っ 
し 

や 

わ

姿
を
見
せ
ず
に
仕
え
続
け
た
者
が
、
あ
る

と
き
不
手
際
の
た
め
に
と
が
を
受
け
、
光

圀
が
憐
れ
み
な
が
ら
も
手
討
ち
に
し
、
そ

の
後
、
そ
の 
髑  
髏 
で
作
っ
た
盃
を
終
生
愛

ど
く 
ろ

用
し
た
、
と
い
う
内
容
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
光
圀
の
側
近

と
し
て
登
用
さ
れ
、
老
中
だ
っ
た
藤
井 
文 もん

 
大  
夫 
を
光
圀
が
江
戸
藩
邸
で
手
討
ち
に
し

だ 
ゆ
う

た
話
は
有
名
で
す
。

　

更
に
、
前
述
の
『
桃
蹊
雑
話
』
に
は
、

光
圀
の
時
代
、
水
戸
藩
へ
仕
官
し
て
き
た

人
物
に
、
召
し
抱
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

旨
を
伝
え
、
金
を
与
え
て
帰
そ
う
と
し
た

と
こ
ろ
、
そ
の
人
物
は
そ
の
場
で
腹
を

切
っ
て
自
害
し
た
と
い
う
話
や
、同
じ
頃
、

殺
人
の
罪
を
他
人
に
か
ぶ
せ
て
い
た
こ
と

が
三
十
年
以
上
後
に
発
覚
し
た
者
に
対
し

て 
生  
胴 
（
生
き
た
ま
ま
胴
を
切
る
）
の
刑

い
き 
ど
う

に
処
し
た
、と
い
う
記
述
も
見
ら
れ
ま
す
。

　

光
圀
の
生
き
た
十
七
世
紀
後
半
は
、
ま

だ
戦
国
の
荒
々
し
い
気
風
が
残
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
す
。
大
名
が
、
身
辺
警
護
や
情

報
収
集
の
た
め
に
忍
者
や
間
者
な
ど
を
手

元
に
置
く
こ
と
は
近
世
初
期
ま
で
は
一
般

的
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

つ
ま
り
「
弥
七
」
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
人

物
は
小
八
兵
衛
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
た

く
さ
ん
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
。

　

伝
承
が
正
し
け
れ
ば
、
小
八
兵
衛
の
も

の
と
さ
れ
る
墓
石
に
は「
帰
真
単
山
宗
心
」

と
い
う
戒
名
と
元
禄
十
一
年
五
月
二
日
に

没
し
た
旨
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

そ
の
隣
に
建
つ
、
妻
お
新
の
も
の
と
さ
れ

る
墓
に
は「
帰
真
梅
柏
池
春
禅
定
尼
霊
位
」

と
刻
ま
れ
ま
す
。
お
新
は
元
禄
四
年
正
月

十
三
日
に
没
し
た
よ
う
で
す
。
た
だ
し
墓

石
に
俗
名
の
記
述
は
あ
り
ま
せ
ん
。
根
拠

の
程
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
せ
ん
が
、
道
を

挟
ん
だ
反
対
側
の
畑
は
、小
八
兵
衛
と
お
新

の
住
居
が
あ
っ
た
地
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

水
戸
黄
門
の
諸
国
漫
遊
も
弥
七
の
存
在

も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
す
が
、
光
圀
が
歴
代

藩
主
と
し
て
は
最
も
多
く
の
領
内
巡
視
を

行
い
、
小
八
兵
衛
の
よ
う
な
庶
民
と
も
交

わ
っ
た
藩
主
だ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
よ

う
で
す
。

※
貴
人
や
徳
の
高
い
人
に
死
後
お
く
る
名

歴
史
民
俗
資
料
館
大
宮
館　
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ま
つ 

の 

く
さ 
む
ら 

こ 

は
ち 

べ 

え

▲小八兵衛の墓全景

▲小八兵衛と伝わる墓


