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明
治
二
十
二
年（
一
八
八
九
）町
村
制
が
施
行

さ
れ
て
初
代
の
米
野
岳
村
の
村
長
に
選
ば
れ
、

二
十
二
年
間
そ
の
職
に
あ
り
ま
し
た
。

コ
レ
ラ
が
流
行
し
た
時
に
は
率
先
し
て
防
疫

に
努
め
、自
ら
も
感
染
す
る
危
機
に
さ
ら
さ
れ

る
中
で
村
民
の
命
を
守
る
為
に
働
き
ま
し
た
。

当
時
は
山
鹿
や
木
葉
へ
行
く
に
も
山
裾
の

細
い
道
が
あ
る
だ
け
で
不
便
で
し
た
。村
の
発

展
の
為
に
、自
ら
借
財
し
、縦
貫
道
路
を
完
成
さ

せ
ま
し
た
。

米
野
岳
高
等
小
学
校
の
設
立
に
奔
走
し
、生

徒
達
は「
米
野
岳
魂
」を
心
に
抱
い
て
人
生
に
旅

立
っ
て
行
き
ま
し
た
。

内
田
村
の
村
長
と
な
り
、六
年
間
道
路
行
政

に
尽
し
ま
し
た
。

　
　

め
い

じ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

し 

こ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

そ
っ
せ
ん　
　
　

ぼ
う
え
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
ん
せ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の 

は　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

や
ま
す
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 

じ
ゅ
う
か
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ほ
ん
そ
う

竹
原
杢
次

た
け
　

 

は
ら
　

 

も
く

 
 
 
 

じ

「
米
野
岳
魂
」に
生
き
た
初
代
村
長
〜
道
路
建
設（
一
八
五
六
〜
一
九
二
〇
）
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杢
次
の
幼
い
こ
ろ
は
、
米
野
村
に
は
細
川
藩は
ん
士し

の
戸
田
熊
太
郎
が

私し

塾じ
ゅ
くを
開
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
長
男
の
寅と
ら

彦ひ
こ

と
い
う
方
に
勉
強
を
見
て
も
ら
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
下
千
田

で
私
塾
を
開
い
て
い
た
隈く
ま
部べ

亀か
め
七し
ち
（
後
に
義
父
と
な
る
）
の
も
と
で

『
論ろ
ん
語ご

』
等
を
学
び
ま
し
た
。
ま
た
武
術
に
も
励は
げ
み
、
十
五
歳
の
頃

に
は
近
く
の
竹
原
可
太
郎
と
い
う
方
に
伴と
も
な
わ
れ
て
熊
本
の
槍そ
う
術じ
ゅ
つ

指し

南な
ん
松
原
甚
左
衛
門
の
所
ま
で
歩
い
て
通
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
そ
う
で

す
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
十
八
歳
の
時
役
場
の
職
員
と
な
り
、

翌
年
米
野
村
の
用よ
う
掛が
か
りと
な
っ
て
い
ま
す
。
用
掛
と
い
う
の
は
県
に
認

め
ら
れ
た
村
の
世
話
役
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
二
十
四
歳
で
、
千
田
村
の
隈
部
亀
七

（
元
亀
助
）
の
長
女
よ
ろ
ず
二
十
歳
と
結
婚
。
隈
部
家
は
菊
池
家
の

家か

老ろ
う
隈
部
家
の
子
孫
で
代
々
下
千
田
で
庄し
ょ
う

屋や

を
し
て
お
り
、
亀
七
も

「
上
じ
ょ
う
席せ
き
郡
代
直
触
」
の
身
分
を
得
て
い
ま
し
た
。
亀
七
は
庄
屋
と
し

て
下
米
野
に
住
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
後
に
下
千
田
で
私
塾
を

開
き
ま
し
た
。
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
千
田
小
学
校
開
設
の
時
か
ら
九
年

間
そ
の
教
師
を
務
め
て
い
ま
す
。
（
『
創
立
百
周
年
記
念
誌
』
）
後
で
は
岩い

わ

倉く
ら
の
分
教
室
で
も
教
え
て
い
ま
す
。
よ
ろ
ず
も
父
亀
七
の
教
え
を
受
け
て

育
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
夫
杢
次
の
多た

忙ぼ
う
な
日
々
を
影
で
支さ
さ
え
た
女
性

で
し
た
。
三さ
ん
な
ん男
の
国
雄
は
「
美
し
く
　
優
し
く
　
賢
く
　
強
い
母
だ
っ
た
」

と
記
し
て
い
ま
す
。

　村
長
就
任
前
の
職
歴

杢
次
が
米
野
村
の
用
掛
り
で
あ
っ
た
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
二
月
、
西

生
い
立
ち

竹た
け
原は
ら
杢も
く
次じ

は
米め

野の

岳だ
け
山さ
ん
の
ふ
も
と
の
米
野
村
、
現
在
の
鹿
央
町
合あ
い
里ざ
と
に
、

安あ
ん
政せ
い
三
年
（
一
八
五
六
）
十
月
四
日
、
軍
次
・
ウ
タ
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ

ま
し
た
。
祖そ

父ふ

の
彦
四
郎
が
「
郡ぐ
ん
代だ
い
直じ
き
触ぶ
れ
」
（
細
川
家
に
献け
ん
き
ん金
を
す
る
こ
と

で
、
庄し
ょ
う

屋や

　
惣そ
う
庄し
ょ
う

屋や

を
介か
い
さ
ず
に
細ほ
そ
川か
わ
藩は
ん
直ち
ょ
く

属ぞ
く
の
郡ぐ
ん
だ
い代
の
命め
い
を
受
け
る
士し

族ぞ
く

の
身み

分ぶ
ん
）
と
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
、
軍
次
の
代
も
村
の
世
話

役
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
自
宅
近
く
の
山
王
社
に
猿さ
る
田た

毘ひ

古こ
の
大お
お
神か
み

を
祀ま
つ
り
、
自
然
石
の
大お
お
手ち
ょ
う

水ず

鉢ば
ち
を
寄き

進し
ん
し
て
い
ま
す
。
読
書
家
だ
っ
た
ら
し

く
『
本ほ
ん
朝ち
ょ
う

鍛か

冶じ

考こ
う
』
（
日
本
刀
の
刀と
う

匠し
ょ
うに
つ
い
て
の
本
）
な
ど
が
残
っ
て
い

ま
す
。

義父 隈部亀七　妻 よろず　三男 国雄
（山鹿広町北島三光堂写真場）
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郷
隆
盛
は
薩さ
つ
摩ま

士し

族ぞ
く
を
率ひ
き
い
て
明
治
新
政
府
打
倒
の
戦
い
を
始
め
ま
し
た
。

西せ
い
南な
ん
戦せ
ん
争そ
う
で
す
。
熊
本
城
に
立
て
こ
も
る
政
府
軍
と
西
郷
軍
と
の
激
し
い
戦

い
は
田
原
坂
の
戦
い
が
知
れ
渡
っ
て
い
ま
す
が
、
山
鹿
を
中
心
に
、
郷ご
う

原ば
る

　

広
を
通
る
豊ぶ

前ぜ
ん
街か
い
道ど
う
沿
い
の
村
々
、
岩
原
　
米
野
　
姫
井
　
霜
野
と
続
く
木

葉
へ
の
道
沿
い
の
村
里
も
戦
い
に
巻
き
込
ま
れ
た
激
戦
地
で
し
た
。
住
民
は

自
衛
の
組
織
を
作
り
、
警け
い
護ご

に
当
た
り
ま
し
た
。
用
掛
り
で
あ
っ
た
杢
次
も

村
内
を
巡
じ
ゅ
ん
回か
い
し
た
こ
と
が
記
録
に
残
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
高
瀬
警
察
署
、
山
鹿
山
本
菊
池
合
志
郡
役
所
、
合
里
岩
原
連
合

会
議
員
、
十
三
ヶ
村
連
合
会
議
員
、
小
学
校
校
務
員
建
築
委
員
等
多
く
の
職

務
を
経
験
し
て
い
ま
す
。
こ
の
時
の
経
験
が
後
に
生
か
さ
れ
て
村
の
方
々
の

意
見
を
聞
き
、
そ
れ
を
束た
ば
ね
て
村
の
政
策
に
生
か
し
て
い
く
行
政
を
可
能
に

し
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

米
野
岳
村
村
長

明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
に
町
村
制
が
施し

行こ
う
さ
れ
る
と
、
岩
原
村
と

合
里
村
は
合
併
し
て
「
村
民
の
申
し
出
」
に
よ
っ
て
、
村
に
あ
る
高
山
の
名

称
を
と
っ
て
米
野
岳
村
と
な
り
ま
し
た
。

杢
次
は
町
村
制
が
施
行
さ
れ
る
と
そ
の
四
月
二
十
一
日
に
村
会
議
員
に
当

選
し
、
二
十
五
日
に
村
長
に
当
選
し
て
い
ま
す
。
三
十
三
歳
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
か
ら
二
十
二
年
間
、
稲
田
村
の
村
長
六
ヶ
月
を
間
に
挟は

さ
ん
で
、

そ
の
任
を
全
う
す
る
為
全
力
で
走
り
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

コ
レ
ラ
の
流
行
と
そ
の
防ぼ

う

疫え
き

杢
次
が
村
長
に
な
っ
た
そ
の
翌
年
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
コ
レ

ラ
が
流
行
し
ま
し
た
。
日
本
全
国
に
広
が
り
、
六
万
人
近
く
が
死
亡
す
る
程

の
猛も
う
威い

を
ふ
る
い
ま
し
た
。
熊
本
県
に
も
波は

及き
ゅ
うし
二
十
三
年
に
は
一
三
〇
六

名
が
感か
ん
染せ
ん
し
、
八
〇
五
名
が
死
亡
し
ま
し
た
。

二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
に
米
野
岳
村
で
流
行
し
た
時
に
は
、
消
し
ょ
う
ど
く毒

等
他ほ

か

の
人
に
任ま
か
せ
ず
自
ら
率そ
っ
先せ
ん
し
て
尽じ
ん
力り
ょ
くし
ま
し
た
。
九
月
に
寺
米
野
で
死
者
が

出
た
際
に
も
、
家
族
も
た
め
ら
う
死
体
の
取
り
片
づ
け
を
村
長
自
ら
の
手
で

行
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
感か
ん
せ
ん染
し
危き

篤と
く
状
態
に
も
な
っ
た
の
で
す
が
、
治

療
の
結
果
快か
い
癒ゆ

し
た
の
で
し
た
。
村
会
は
臨
時
に
会
を
開
き
、
村
長
に
金
七

円
を
贈お
く
り
ま
し
た
が
、
更
に
有ゆ
う
志し

の
者
が
義ぎ

援え
ん
金き
ん
を
募つ
の
り
三
十
円
（
村
長
の

月
給
十
二
円
五
〇
銭
）
を
贈
り
ま
し
た
。
杢
次
村
長
の
献け
ん
身し
ん
的て
き
な
行
為
が

人
々
の
心
を
打
っ
た
の
で
す
。
県
か
ら
も
篤と
く
志し

者し
ゃ
と
し
て
表
彰
さ
れ
て
い
ま

す
。姫ひ

め
井い

地
区
に
赤せ
き
痢り

が
流
行
し
た
際
に
も
消
毒
等
に
自
ら
奔ほ
ん
走そ
う
し
、
力
を
尽つ

く
し
て
防ぼ
う
え
き疫
に
努つ
と
め
た
の
で
し
た
。

山
鹿
木
葉
縦じ

ゅ
う

貫か
ん

道ど
う

の
建
設

明
治
の
三
十
年
代
頃
ま
で
は
、
米
野
岳
村
か
ら
南
の
木こ
の
は葉
、
北
の
山
鹿
へ

通
じ
る
道
は
米
野
岳
山
の
山や
ま
裾す
そ
を
縫ぬ

う
よ
う
に
通
る
曲
が
り
く
ね
っ
た
細
い

道
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
に
九
州
鉄
道

が
博
多
か
ら
熊
本
（
春
日
駅
）
ま
で
、
二
十
九
年
に
は
八
代
ま
で
開
通
し
て

い
ま
し
た
。
山
内
村
を
通
る
佐
世
保
往お
う
還か
ん
道
路
も
完
成
し
、
政
府
の
殖し
ょ
く

産さ
ん

興こ
う

業ぎ
ょ
う

（
産
業
を
盛
ん
に
す
る
）
政
策
に
対
応
し
て
米
野
岳
村
も
養よ

う
蚕ざ

ん
等
の
産
業

の
振し
ん
興こ
う
に
力
を
入
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
時
代
に
直
面
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
に
は
、
山
鹿
木こ
の
は葉
縦
貫
道
の
建
設
は
村
の
発
展
に
と
っ
て
必
要
欠

く
べ
か
ら
ざ
る
施し

策さ
く
だ
と
村
長
は
考
え
た
の
で
し
た
。
そ
の
後
の
情じ
ょ
う

況き
ょ
うに
つ
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い
て
『
管か
ん
内な
い
実じ
っ
態た
い
調ち
ょ
う

査さ

書し
ょ
』
（
警
察
署
か
ら
の
報
告
書
）
に
は
次
の
よ
う
に

記
し
て
あ
り
ま
す
。

「
最
初
周し
ゅ
う

到と
う
な
計
画
の
下も
と
に
事
業
に
着
手
し
た
が
村
内
の
国こ
っ
権け
ん
党と
う
改
進
党

と
の
軋あ
つ
轢れ
き
が
あ
り
、
多
く
の
美
田
良
地
を
捨
て
る
と
言
っ
て
道
路
建
設
を
村

会
に
お
い
て
否
決
し
米
野
の
区
民
は
村
長
一
家
を
村む
ら
八は
ち
分ぶ

に
し
た
。
こ
の
間

村
長
は
敢か
ん
然ぜ
ん
と
し
て
道
路
完
成
の
初
志
を
曲
げ
ず
、
自
己
の
全
財
産
を
担た
ん
保ぽ

と
し
て
金
を
借
り
遂
に
道
路
は
完
成
し
た
。
」

竹
原
村
長
の
三
男
国
雄
は
、
「
道
で
行
き
か
う
人
が
す
れ
ち
が
い
に
、
父

が
道
路
建
設
の
た
め
に
全
私
財
を
投
じ
た
こ
と
を
あ
ざ
け
っ
た
。
子
供
の
楽

し
み
の
ど
ん
ど
や
も
、
私
と
弟
は
舞も
う
足た
り
（
駄だ

の
原は
る
長
者
伝
説
に
も
出
る
地

名
）
の
川か
わ

堤づ
つ
みか
ら
眺な
が
め
る
よ
り
ほ
か
な
か
っ
た
」
と
回か
い
そ
う想
し
て
い
ま
す
。

明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
頃
か
ら
着
手
し
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
を

越
え
た
こ
ろ
完
成
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
多
忙
で
あ
っ
た
明
治
三
十
六
年
の

村
長
個
人
の
日
誌
に
は
、
酒さ
か
井い

新し
ん
蔵ぞ
う
と
井い

澤ざ
わ
末す
え
彦ひ
こ
の
名
が
た
び
た
び
出
て
い

ま
す
が
、
こ
の
二
人
の
財ざ
い
政せ
い
的て
き
支し

援え
ん
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
難
工
事
も
完
成
に

漕こ

ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
た
。
村
会
も
区
民
の
理
解
も
徐じ
ょ
々じ
ょ
に
得

ら
れ
、
村
人
の
労
力
奉
仕
も
大
き
な
力
と
な
り
ま
し
た
。

大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
「
竹た
け
原は
ら
杢も
く
次じ

君く
ん
之の

碑ひ

」
（
書
は
国
権
党
出
身

の
代
議
士
平ひ
ら
山や
ま
岩い
わ
彦ひ
こ
）
が
、
心し
ん
血け
つ
を
注そ
そ
い
で
成
っ
た
道
路
に
面
し
て
建
て
ら

れ
ま
し
た
。
杢
次
村
長
と
村
人
と
を
結
ぶ
、
村
人
の
浄じ
ょ
う

財ざ
い

に
よ
っ
て
建
て
ら

れ
た
美
し
い
心
の
記
念
碑
で
し
た
。
碑
を
囲か
こ
む
石
の
垣
に
刻き
ざ
ま
れ
た
一
人
一

人
の
氏
名
は
、
村
長
を
親
し
く
囲
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
そ
の
心
情
を
今
に

伝
え
て
い
ま
す
。
そ
の
年
は
杢
次
の
長
男
明あ
き
雄お

が
米
野
岳
村
の
助じ
ょ
役や
く
（
後の
ち
に

村
長
）
に
就し
ゅ
う

任に
ん

し
た
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。
三
男
国
雄
は
母
よ
ろ
ず
の
墓ぼ

碑ひ

銘め
い
に
「
頌し
ょ
う

徳と
く

碑ひ

を
仰あ
お
ぐ
母
の
笑
顔
に
は
い
つ
も
涙
が
光
っ
て
い
た
」
と
刻こ
く
し

て
い
ま
す
。
夫
を
影
で
支
え
な
が
ら
共
に
歩
い
た
苦
難
の
道
を
「
笑
顔
」
で

回
想
す
る
姿
に
は
、
明
治
の
、
強
く
そ
し
て
優
し
い
女
性
の
生
き
方
が
映う
つ
っ

て
い
ま
す
。

郷ご
う

原ば
る

坂ざ
か

の
改か

い

修し
ゅ
う

米
野
岳
中
学
校
の
上
の
坂
を
郷
原
坂
と
言
い
ま
す
。
駄だ

の
原は
る
長
者
伝
説
で

も
語
ら
れ
て
い
る
急
な
坂
で
、
昔
は
伝
説
に
因ち
な
ん
で
浦う
ら
山や
ま
坂ざ
か
と
呼
ん
で
い
ま

し
た
。
険け
わ
し
く
、
地
区
の
人
々
は
日
々
の
生
活
に
不
便
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
住
民
の
力
だ
け
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

竹
原
村
長
は
、
山
鹿
町
外ほ
か
十
七
ヶ
村
土
木
組
合
の
援え
ん
助じ
ょ
を
取
り
付
け
、
村

会
も
予
算
を
承
し
ょ
う
認に
ん
し
、
改
修
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
た
。
明
治
三
十
二

年
（
一
八
九
九
）
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
坂
は
現
在
新し
ん
坂ざ
か
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。

米野の記念碑
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稲
田
村
村
長

郷
原
坂
の
改
修
を
同
年
の
五
月
に
終
え
る
と
、
八
月
に
稲
田
村
の
村
長
と

し
て
就
任
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
国
権
党
と
政
友
会
と
の
政
争
の
た
め
に

村
政
が
不
能
に
陥
っ
て
い
た
の
を
、
両
者
を
和
解
さ
せ
て
通
常
の
状
態
に
村

政
を
戻
す
た
め
に
乞こ

わ
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
翌
年
の
二

月
に
は
無
事
に
そ
の
任
を
果
た
し
、
四
月
か
ら
米
野
岳
村
村
長
と
し
て
復
帰

し
、
村
政
の
か
じ
を
再
び
取
っ
て
い
ま
す
。

米
野
岳
高
等
小
学
校
の
開か

い

設せ
つ

竹
原
杢
次
村
長
が
書
き
遺の
こ
し
た
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
の
日
誌
に

は
、
縦
貫
道
の
改
修
の
た
め
の
現
地
視し

察さ
つ
、
会
合
等
に
つ
い
て
記
し
て
あ
る

も
の
が
多
く
、
多
忙
な
日
々
に
明
け
暮
れ
る
記
事
で
埋う

め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
中
に
、
高
等
小
学
校
開
設
に
向
け
て
奔ほ
ん
そ
う走
す
る
記
事
が
見
ら
れ
ま
す
。

二
月
二
十
三
日
　
高
等
小
学
校
校
舎
借か
り
受う
け
の
件
　
郷
原
大
久
保
意
春
宅
に

出
張
　
月
額
十
円
の
借
家
料
。
五
月
二
十
日
　
高
等
小
学
校
敷
地
代
そ
の
他

　
二
十
八
円
四
十
二
銭
三
厘
　
原
安
門
へ
遣つ

か
わす
。
七
月
二
十
九
日
　
高
小
職

員
を
訪
問
。
十
月
十
日
の
開
校
施
行
準
備
か
ら
十
九
日
の
開
校
式
ま
で
連
日

関
連
の
記
事
、
更
に
そ
の
後
の
整
理
と
続
い
て
い
ま
す
。
　

来
民
に
あ
っ
た
城
じ
ょ
う
北ほ
く
学が
っ
館か
ん
を
併へ
い
合ご
う
し
て
明
治
二
十
九
年(

一
八
九
六)

に
中

学
済せ
い
済せ
い
黌こ
う
の
山
鹿
（
城
北
）
分
校
が
設
立
さ
れ
る
と
、
そ
こ
に
入
学
す
る
た

め
に
高
等
小
学
校
へ
の
入
学
希
望
者
が
急
増
し
ま
し
た
。
山
鹿
高
小
、
来
民

高
小
、
広
見
高
小
に
続
い
て
の
開
校
で
し
た
。
仮
校
舎
か
ら
出
発
し
て
大
正

三
年
（
一
九
一
四
）
に
廃は
い
校こ
う
と
な
る
ま
で
の
十
年
間
に
、
一
千
名
余
の
生
徒

が
巣
立
っ
て
い
き
ま
し
た
。
現
在
の
米
野
岳
中
学
校
は
そ
の
跡あ
と
地ち

に
建
て
ら

れ
て
い
ま
す
。

米
野
岳
中
学
校
の
校
門
近
く
に
高
小
の
同
窓
生
に
よ
る
碑
が
建
て
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
一
文
に
「
児じ

童ど
う

カが

一ひ
と

度た
び

此こ

ノ
学
校
ニ
来き

た
ル
ヤ
一
種
独ど

く
特と

く
ノ
校こ

う

風ふ
う
ニ
感か
ん
化か

セ
ラ
レ
其そ

ノ
所い
わ
謂ゆ
る
米め

野の

岳だ
け

魂だ
ま
し
い

ナ
ル
一
種
ノ
力
ヲ
獲か
く
得と
く
」
し
た
と

あ
り
、
そ
の
「
米
野
岳
魂
」
と
は
「
我わ
れ
は
当ま
さ
に
我わ

が
為な

す
べ
き
こ
と
を
行お
こ
なふ

　
我
は
総す
べ
て
の
も
の
に
勝
つ
」
と
し
て
い
ま
す
。
中
学
校
は
こ
の
「
米
野
岳

魂
」
を
校こ
う
訓く
ん
（
「
勝か

つ
」
を
「
克か

つ
」
）
と
し
て
い
ま
す
。

「
奮ふ
ん
励れ
い
努
力
知
識
ヲ
磨み
が
キ
タ
ル
校
舎
」
が
、
そ
の
十
年
ノ
歴
史
を
閉
じ
よ

う
と
す
る
時
、
同
窓
生
達
は
「
ソ
ノ
尊そ
ん
貴き

ナ
ル
校
風
ノ
死し

滅め
つ
ヲ
惜お

シ
ミ
コ
ノ

碑
ノ
下
神し
ん
聖せ
い
ナ
ル
校
旗
ヲ
埋う

メ
テ
米
野
岳
ヲ
永
久
ニ
伝
ヘ
ン
ト
ス
」
と
記
し

て
い
ま
す
。
更
に
、
こ
の
地
を
訪
れ
る
人
は
、
し
ば
し
足
を
止
め
て
「
米
野

岳
魂
」
を
想
い
「
汝な
ん
じノ
精
神
ヲ
照
ラ
セ
」
と
結
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
深
い
愛
校
の
精
神
を
育は
ぐ
くん
だ
そ
の
同
じ
地
に
米
野
岳
中
学
校
は
建
っ

て
い
ま
す
。
現
在
、
生
徒
達
は
校
訓
を
心
に
刻き
ざ
み
、
為
す
べ
き
こ
と
は
何
か

思し

索さ
く
し
実
行
し
、
己お
の
れに
克
つ
強
い
精
神
力
を
日
々
培つ
ち
かっ
て
い
る
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。
高
等
小
学
校
の
「
尊
貴
ナ
ル
校
風
」
は
「
死
滅
」
す
る
こ
と
な
く
、

同
窓
生
達
が
願
っ
て
い
た
よ
う
に
、
脈

み
ゃ
く
々み
ゃ
くと
現
在
に
受
け
継つ

が
れ
て
い
る
の

で
す
。
校
旗
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

今
、
中
学
校
の
校
旗
が
翻
ひ
る
が
える
青
空
の
彼か
な
た方
に
、
「
神
聖
ナ
ル
校
旗
」
も
力
強

く
は
た
め
い
て
い
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

竹
原
村
長
の
村
政
に
取
り
組
む
姿
勢
も
、
ま
さ
に
こ
の
「
米
野
岳
魂
」
そ

の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
流
行
病
の
防ぼ
う
え
き疫

に
自
ら
の
命
を
も
顧か

え
りみ

ず
に
取
り
組
ん
だ
の
も
、
縦
貫
道
を
完
成
さ
せ
た
の
も
、
「
我
が
為
す
べ
き

こ
と
」
を
自
覚
し
、
「
総
て
の
も
の
に
勝
つ
」
不ふ

退た
い
転て
ん
の
強
い
精
神
を
も
っ

て
事
に
当
た
っ
た
か
ら
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
竹
原
村
長
の
政
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治
家
と
し
て
の
履り

歴れ
き

を
辿た
ど

っ
て
き
ま
す
と
、
政
治
を
為
す
に
あ

た
っ
て
総す
べ
て
に
優ゆ
う
先せ
ん
す
る
も
の
は
、
人
を
愛
す
る
教
育
者
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
底
に
流
れ
て
い
る
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。

高
等
小
学
校
の
生
徒
と
学
校
の
設
立
を
企き

画か
く
し
た
村
長
と
の
間

に
は
直
接
の
関
係
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
両
者
を
結
び
つ
け

た
の
は
、
「
米
野
岳
」
と
い
う
父
な
る
山
の
風
土
に
抱
か
れ
た
中

に
育は
ぐ
くま
れ
た
、
「
米
野
岳
魂
」
と
い
う
共
通
の
精
神
だ
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

内
田
村
村
長

明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
三
月
に
米
野
岳
村
長
を
退
職
す

る
と
年
号
が
大
正
と
変
わ
っ
た
同
年
の
十
月
に
は
内
田
村
（
現
、

山
鹿
市
菊
鹿
町
）
の
村
長
に
就
任
し
て
い
ま
す
。

当
時
、
隣
の
岳た
け
間ま

村
（
現
、
山
鹿
市
鹿
北
町
）
に
は
、
岩
野
村

に
通
じ
る
岳た
け
間ま

往お
う
還か
ん
が
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
に
す
で
に

開
通
し
て
お
り
、
そ
の
翌
年
に
は
内
田
村
と
関
係
の
深
か
っ
た
椎し
い

持も
ち
区
ま
で
延
長
さ
れ
、
そ
れ
は
椎
持
往
還
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

椎
持
区
と
関
係
が
深
か
っ
た
内
田
村
に
と
っ
て
は
、
そ
こ
に
至
る

道
路
の
改
修
は
必
要
な
事
で
し
た
。
竹
原
村
長
が
内
田
村
に
招
か

れ
た
の
も
そ
の
為
だ
っ
た
の
で
す
。
険け
わ
し
い
峠と
う
げを
通
る
路
の
改
修

は
困
難
を
極
め
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）

病
気
で
退
職
す
る
ま
で
そ
の
任
に
当
た
り
、
翌
八
年
に
道
路
は
完

成
し
ま
し
た
。

大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
三
月
十
二
日
に
米
野
岳
村
で
死
去
し

ま
し
た
。
六
十
五
歳
で
し
た
。

明治四十五年 合里尋常小学校 第 18 回卒業生（4 年制）
星上山の下、古宮にあった。現在町営住宅。小学 4 年を終了後 高等小学校へ進む。（二列目中央が竹原杢次）
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杢次・よろず夫妻の墓

米野岳山

●�米野岳山

○米野岳山の山頂には城跡が残っていて、『肥後国誌』

には豊
ぶんご

後の佐
さえき

伯氏が城主であったと伝えています。そ

の子孫が姫井在住の佐伯氏で、その家系は井出迪裕氏

の『米野のおもかげ』に記されています。

また、工藤掃
かもんのかみ

部頭が城主であったと記す『先
せんぞづ け

祖附

（細川家家臣の系
けい

譜
ふ

）』によると、天
てん

正
しょう

の頃（1500年

代）薩
さつ

摩
ま

の軍勢と戦って討死した掃部頭の六歳の子は

広村の庄屋宅で成人し、その子孫が阿蘇永草村の河瀬

家に入り、代々庄屋を務めたと記されています。その系

図を伝える河瀬家は熊本市花園町在住。

○桧
ひがき

垣
の

嫗
おうな

伝説を伝える蓮
れん

台
だい

寺
じ

に、肥後三十三霊
れい

場
じょう

を詠
よ

ん

だ和
わ　か

歌があり、その中に次のような歌が記されていま

す。

二十七番　米野山　はるばるとながれの末をたのむ

身に大悲のちかひふかき山川

「米野山」とは「米野山能満寺」のことです。

ちょっとコラム
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安
政
三
年　

 

▼

（
一
八
五
六
）

明
治
七
年　

 

▼

（
一
八
七
四
）

明
治
一
三
年 

▼

（
一
八
八
〇
）

明
治
一
四
年 

▼

（
一
八
八
一
）

明
治
二
二
年 

▼

（
一
八
八
九
）

明
治
二
四
年 

▼

（
一
八
九
一
）

明
治
三
二
年 

▼

（
一
八
九
九
）

明
治
三
三
年 

▼

（
一
九
〇
〇
）

明
治
三
四
年 

▼

（
一
九
〇
一
）

明
治
三
六
年 

▼

（
一
九
〇
三
）

明
治
四
〇
年 

▼

（
一
九
〇
七
）

明
治
四
五
年 

▼

（
一
九
一
二
）

大
正
元
年　

 
▼

（
一
九
一
二
）

大
正
七
年　

 

▼

（
一
九
一
八
）

大
正
八
年　

 

▼

（
一
九
一
九
）

大
正
九
年　

 

▼

（
一
九
二
〇
）

大
正
一
二
年 

▼

（
一
九
二
三
）

現
・
鹿
央
町
合
里
に
竹
原
軍
次
・
ウ
タ
の
長
男
と
し

て
生
ま
れ
る

米
野
村
用
掛
補
と
な
る　

翌
年
用
掛

下
千
田
村
隈
部
亀
七
の
長
女
よ
ろ
ず
と
結
婚

合
里
村
村
会
議
員
と
な
る

米
野
岳
村
村
長
と
な
る

コ
レ
ラ
防
疫
の
功
に
よ
り
県
の
表
彰
を
受
け
る

米
野
岳
村
村
長
を
退
き
、
稲
田
村
村
長
と
な
る

米
野
岳
村
村
長
に
復
帰

こ
の
頃
山
鹿
木
葉
縦
貫
道
改
修
工
事
起
工
か

米
野
岳
高
等
小
学
校
の
設
立

こ
の
頃
山
鹿
木
葉
縦
貫
道
改
修
工
事
竣
工
か

米
野
岳
村
村
長
を
退
職
す
る

内
田
村
村
長
と
な
る　

道
路
建
設
に
従
事
す

内
田
村
村
長
を
退
職

内
田
・
岳
間
間
の
道
路
竣
工

三
月
一
二
日
死
去　

享
年
六
五
歳

米
野
岳
村
合
里
に
「
竹
原
杢
次
君
之
碑
」
建
立

お
わ
り
に

杢
次
村
長
が
書
き
遺の
こ
し
た
明
治
三
十
六
年
の
日
誌
の
中
に
は
、
多
忙
な
職
務
以
外
に
、
人
と
話
す
こ
と
が
好
き
な
、
よ
く
皆
と
酒
（
一
升し
ょ
う

三
十

銭せ
ん
）
を
酌く

み
交
わ
す
「
村
長
さ
ん
」
の
風ふ
う
貌ぼ
う
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
豆と
う
腐ふ

（
一
丁ち
ょ
う

二
銭
五
厘り
ん
）
を
肴さ
か
なに
、
時
に
は
牛
肉
（
一
斤き
ん
二
十
一
銭
）
、
馬
肉

を
買
っ
て
、
役
場
の
二
階
や
下
米
野
の
神
社
で
会
合
を
開
き
談
笑
す
る
村
長
の
周
り
に
は
、
同
じ
よ
う
な
笑
顔
で
応
え
る
村
人
の
姿
が
重
な
っ
て
い

る
の
で
す
。
飲
み
過
ぎ
た
時
な
ど
で
し
ょ
う
か
、
福
田
病
院
に
行
っ
て
薬
を
調
合
し
て
も
ら
っ
て
も
い
る
よ
う
で
す
。

墓
は
米
野
区
の
東
の
外
れ
、
村
の
入
り
口
に
も
な
り
ま
す
が
、
外そ
と
輪わ

崎ざ
き
の
丘
に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
は
、
米
野
岳
山
の
山や
ま
す
そ裾
で
、
そ
の
裾
を
縫ぬ

う
よ

う
に
北
は
下し
も
米め

野の

を
通
っ
て
山
鹿
に
、
南
は
舞も
う
足た
り
を
通
っ
て
姫
井
、
そ
し
て
山
内
村
の
梅う
め
の
き木
谷だ
に
へ
と
通
じ
る
古
道
が
、
遠
い
昔
を
思
い
出
さ
せ
る
か

の
よ
う
に
続
い
て
い
ま
す
。
東
の
彼
方
に
は
記
念
碑
が
見
え
、
そ
の
前
を
縦
貫
道
が
通
っ
て
い
ま
す
。

杉
と
竹
の
林
に
囲
ま
れ
、
笹
の
葉
が
吹
く
風
に
さ
や
さ
や
と
か
す
か
な
音
を
立
て
る
、
ふ
る
さ
と
の
優
し
い
香
り
に
包
ま
れ
て
、
杢
次
・
よ
ろ
ず

の
夫
妻
は
、
永と

久わ

の
眠
り
に
つ
い
て
い
ま
す
。


