
歴
史

郷
土
史
を
読
む

福
島
市
の
北
、
約
二
十
キ
ロ
の
所
に
徳
江
と
い
う
村
が
あ
る
。
こ
の
徳
江
村

の
東
の
は
ず
れ
に
小
さ
な
観
音
堂
が
あ
り
、
ご
本
尊
は
来
連
観
音
と
呼
ば
れ
、

三
十
三
年
に
一
度
の
御
開
帳
と
い
う
秘
仏
が
祀ま

つ

ら
れ
て
い
る
。
私
は
全
く
の
偶

然
か
ら
、
こ
の
観
音
に
ま
つ
わ
る
縁
起
を
古
文
書
で
読
む
機
会
を
得
た
。

縁
起
は
云
う
。

「
徳
江
村
の
観
音
の
建
立
は
天
長
三
年
（
八
二
六
）
で
あ
る
。
当
時
紀
州
野

山
に
お
い
で
に
な
っ
た
弘
法
大
師
に
、
夢
の
お
告
げ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、『
奥

州
伊
達
郡
、
阿
舞
熊
川
（
阿
武
隈
川
）
の
西
に
国
見
坂
と
い
う
坂
が
あ
り
、
こ

の
坂
は
出
羽
・
奥
州
の
中
で
も
険
し
い
山
路
で
あ
る
。
そ
の
地
に
正
観
音
像
を

つ
く
り
、
鬼
門
に
向
け
て
お
堂
を
建
立
し
、
北
方
の
悪
魔
を
祓
う
べ
し
。
』
と
い

う
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
国
見
坂
と
阿
武
隈
川
の
間
に
観
音
堂
を
建
て
、

数
十
の
建
物
も
建
て
た
。
そ
の
お
り
そ
こ
に
は
、
空
海
上
人(

弘
法
大
師)

が
大
秘

法
を
封
じ
込
め
ら
れ
た
御
墨
箱
、
法
華
の
八
軸
、
建
立
時
の
国
主
の
赦
免
帳
が

あ
っ
た
。

そ
の
後
、
平
穏
に
過
ぎ
た
観
音
寺
で
あ
っ
た
が
、
康
平
五
年
（
一
〇
六
二
）「
前

九
年
の
役
」
で
源
頼
義
公
が
戦
の
前
に
こ
の
観
音
に
祈
願
さ
れ
た
。
頼
義
公
は

安
倍
貞
任
を
国
見
坂
で
お
討
ち
に
な
っ
た
時
、
願
い
が
成
就
さ
れ
た
の
で
こ
の



観
音
に
真
羽
太

ま

は

た

の
御
矢
を
一
本
奉
っ
た
。

さ
ら
に
、
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
源
頼
朝
公
が
藤
原
泰
衡
公
を
お
討
ち
に

な
っ
た
時
、
泰
衡
公
は
こ
の
地
を
要
の
地
と
み
て
、
国
見
坂
一
帯
に
大
木
戸
堀

を
造
り
、
阿
武
隈
川
の
水
を
引
き
入
れ
た
。
そ
し
て
、
西
木
戸
を
太
郎
国
衡
を

大
将
と
し
て
国
見
坂
を
守
ら
せ
た
。

一
方
、
頼
朝
公
の
先
鋒
は
、
畠
山
次
郎
重
忠
で
あ
っ
た
が
、
重
忠
は
こ
れ
を

破
る
こ
と
が
出
来
ず
、
日
数
を
重
ね
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
重
忠
配

下
の
三
浦
平
六
景
村
と
い
う
者
が
、
夜
陰
に
紛
れ
て
東
に
向
か
い
阿
武
隈
川
の

川
岸
に
沿
っ
て
忍
ん
で
い
っ
た
。
す
る
と
、
烏
帽
子
に
白
鳥
を
載
せ
た
老
人
が

現
れ
、『
私
は
こ
の
地
の
観
音
の
権
化
で
あ
る
。
こ
の
川
は
奥
州
で
最
も
渡
渉
に

難
し
い
河
で
あ
る
。
こ
の
河
水
を
渡
っ
て
東
か
ら
攻
め
る
の
は
難
し
い
。
こ
こ

か
ら
西
に
向
か
っ
て
国
見
坂
の
裏
山
に
鳥
取
と
い
う
と
こ
ろ
が
在
る
の
で
、
そ

こ
を
通
っ
て
攻
め
れ
ば
勝
利
は
疑
い
な
い
。』
と
告
げ
た
。
景
村
は
権
化
の
お
告

げ
に
従
っ
て
鳥
取
を
探
し
て
い
く
と
、
国
衡
の
舘
の
裏
へ
廻
る
こ
と
が
出
来
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
国
衡
は
利
を
失
い
敗
北
し
、
重
忠
は
大
木
戸
を
破
る
こ
と
が

で
き
、
そ
の
後
、
泰
衡
が
滅
亡
し
た
。
こ
の
話
に
頼
朝
公
は
心
を
動
か
さ
れ
、

こ
の
観
音
へ
お
立
ち
寄
り
に
な
っ
た
。
自
分
を
こ
こ
ま
で
連
れ
導
い
た
法
力
を

感
じ
、
改
め
て
「
来
連
観
音
」
と
ご
自
身
で
名
を
つ
け
ら
れ
た
。」
こ
れ
が
縁
起



の
要
旨
で
あ
る
。

私
は
こ
の
縁
起
古
文
書
を
読
み
終
え
た
あ
と
、
徳
江
村
を
訪
ね
た
。
当
時
の

伽
藍
は
慶
長
年
間
の
阿
武
隈
川
の
大
氾
濫
で
、
今
は
何
一
つ
面
影
は
な
か
っ
た
。

た
だ
、
当
時
を
偲
ば
せ
る
も
の
と
し
て
は
、
阿
武
隈
川
か
ら
水
を
引
い
た
と
思

わ
れ
る
空
堀
の
深
い
環
濠
の
跡
が
は
っ
き
り
と
残
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
処
々

の
畑
の
隅
に
瓦
笥

か
わ
ら
け

が
寄
せ
集
め
ら
れ
て
い
た
。
記
録
に
よ
る
と
こ
の
地
に
は
立

派
な
寺
院
と
五
重
の
塔
、
周
辺
に
は
三
十
軒
ほ
ど
の
僧
坊
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ

て
い
る
が
、
洪
水
の
折
水
は
五
重
の
塔
の
三
層
ま
で
押
し
寄
せ
、
建
物
の
多
く

は
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
瓦
笥
の
量
を
見
れ
ば
信
じ
ら
れ
な

い
こ
と
で
も
な
い
が
、
絵
は
も
ち
ろ
ん
配
置
図
さ
え
無
い
現
在
で
は
手
が
か
り

は
全
く
な
く
、
想
像
の
域
は
出
な
い
も
の
の
、
当
時
の
阿
武
隈
川
は
流
れ
に
任

せ
て
い
て
大
雨
の
度
に
流
れ
が
変
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
に
現

在
の
福
島
市
の
中
央
に
位
置
す
る
信
夫
山
が
大
水
の
際
、
信
夫
平
野
の
中
に
ぽ

つ
り
と
一
つ
だ
け
見
え
た
と
い
う
話
も
伝
わ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
福
島
市
は

渡
利
町
、
東
浜
町
、
上
浜
町
、
腰
浜
町
、
新
浜
町
、
浜
田
町
、
上
河
原
町
、
河

原
下
町
、
古
川
町
、
前
河
原
町
、
中
河
原
町
、
中
大
巻
町
、
下
大
巻
町
、
小
舟

前
町
、
中
窪
町
、
丸
滝
町
、
堀
川
町
、
松
河
原
町
、
三
河
町
と
川
辺
に
由
来
す

る
地
名
が
多
い
。(

字あ
ざ

に
は
町
の
つ
か
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る)

当
時
は
河
川
工
事



も
十
分
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
ろ
う
か
ら
、
大
雨
の
出
水
は
流
れ
に
任
せ
る
し
か

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

大
雨
と
い
え
ば
私
は
一
度
だ
け
白
河
市
で
恐
怖
を
味
わ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

一
時
間
雨
量
百
ミ
リ
を
超
え
た
時
で
あ
る
。
丁
度
、
出
勤
時
間
帯
で
あ
っ
た
が
、

阿
武
隈
川
の
上
流
は
今
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
増
水
で
、
川
幅
を
広
く

す
る
工
事
を
終
え
て
い
た
河
川
も
増
水
し
、
橋
桁
ま
で
水
が
押
し
寄
せ
た
。
何

と
か
車
で
職
場
へ
は
着
い
た
も
の
の
雨
水
は
た
ち
ま
ち
車
の
タ
イ
ヤ
の
全
体
を

埋
め
、
私
は
駐
車
場
の
車
か
ら
降
り
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
。
見
る
と
、

雨
は
屋
根
の
水
を
呑
み
切
れ
ず
に
直
接
地
面
に
落
下
し
て
い
る
。
雨
粒
の
大
き

さ
は
こ
れ
ま
で
に
見
た
こ
と
も
な
く
、
視
界
は
利
か
ず
、
四
面
を
打
つ
音
は
す

べ
て
の
音
を
欠
き
消
し
た
。
十
メ
ー
ト
ル
先
に
は
玄
関
が
あ
る
が
、
そ
こ
へ
も

た
ど
り
着
け
な
い
。
玄
関
で
傘
を
持
っ
た
用
務
員
さ
ん
が
気
を
も
ん
で
い
る
が
、

お
互
い
に
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
だ
。
一
時
間
ほ
ど
で
雨
は
峠
を
越
え
た
が
、

幸
い
に
生
徒
も
職
員
に
も
怪
我
等
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
公
私
の
物
的
損
害

は
大
き
な
傷
跡
と
し
て
残
っ
た
。
老
子
は
「
水
よ
り
柔
弱
な
る
は
な
し
、
さ
れ

ど
水
よ
り
強
き
も
の
は
な
し
」
と
い
っ
た
が
、
古
人
は
短
い
言
葉
で
真
実
を
表

現
し
て
い
る
の
だ
と
実
感
し
た
。
ま
た
、
中
国
の
俚
諺
に
「
河
水
を
治
め
る
も

の
は
国
を
治
め
る
」
と
い
う
言
葉
も
残
っ
て
い
る
が
、
福
島
市
の
治
水
は
昔
か



ら
人
々
の
悩
み
の
種
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
す
る
と
、
阿
武
隈
川
河
畔
の
徳

江
村
に
大
水
害
が
あ
り
仏
閣
を
流
し
去
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
な
話
で
は
な
い
。

古
文
書
の
途
中
の
読
み
ま
で
は
、
勝
利
し
た
鎌
倉
方
へ
の
賞
賛
と
洪
水
で
流
さ

れ
た
伽
藍
建
立
の
寄
進
要
請
で
は
な
い
か
と
読
み
進
め
た
が
、
こ
の
地
に
洪
水

の
あ
っ
た
年
号
は
古
文
書
と
一
致
し
て
い
た
。
さ
ら
に
こ
の
古
文
書
を
深
読
み

す
る
と
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
初
期
の
こ
ろ
、
こ
の
一
帯
は
伊
達
藩
と
上
杉
藩

の
国
境
に
あ
た
り
、
両
藩
の
角
逐
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

す
る
と
、
こ
の
記
録
は
次
代
を
跨
ぎ
、
悲
劇
の
狭
間
で
喘
い
で
い
た
信
仰
深
い

僧
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
聞
き
書
き
か
も
知
れ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
た
。

た
ま
た
ま
畑
仕
事
を
し
て
い
た
お
ば
あ
さ
ん
に
瓦
笥
の
こ
と
を
聴
く
と
「
こ

の
あ
た
り
の
畑
は
鍬
の
刃
落
と
し
と
い
っ
て
、
作
物
の
作
り
に
く
い
処
な
ん
だ

わ
」
と
い
う
返
事
が
返
っ
て
来
た
。
よ
く
見
る
と
藤
田
町
の
山
側
は
一
面
の
田

ん
ぼ
な
の
に
、
徳
江
村
は
水
利
の
便
は
悪
く
な
い
の
に
水
田
が
少
な
い
。
こ
の

瓦
笥
は
昔
物
語
を
歴
史
に
残
す
た
め
の
形
見
な
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
っ
た
こ

と
で
あ
っ
た
。
今
で
も
来
連
寺
の
東
側
に
そ
の
同
じ
阿
武
隈
川
が
流
れ
て
い
る
。

初
夏
の
頃
で
、
村
落
は
田
畑
の
あ
ち
こ
ち
に
桃
の
花
を
点
在
さ
せ
、
栄
枯
の
歴

史
を
ひ
っ
そ
り
と
包
ん
で
無
言
で
あ
っ
た
。
柔
ら
か
な
風
は
何
事
も
な
か
っ
た

よ
う
に
穏
や
か
に
私
の
胸
の
中
を
吹
き
過
ぎ
て
い
っ
た
。


