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約
２
７
０
年
間
続
い
た
阿
波
公
方
の

歴
史
で
す
が
、
９
代
義
根
で
区
切
り
を

迎
え
ま
す
。

　
義
根
は
16
歳
の
頃
、
家
庭
教
師
を
つ

け
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
家
庭
教
師

の
名
は
島
津
華か

山ざ
ん
。
京
都
か
ら
来
た
、

ま
だ
20
代
の
若
い
先
生
で
す
。
彼
は
学

問
に
秀
で
、
人
間
性
も
と
て
も
立
派
、

皆
か
ら
慕
わ
れ
る
す
て
き
な
先
生
で
し

た
。
義
根
は
華
山
先
生
の
こ
と
が
大
好

き
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
先
生
に
儒

学
や
漢
文
学
を
教
え
て
も
ら
い
な
が

ら
、
先
生
の
学
者
仲
間
・
友
人
知
人
た

ち
を
た
く
さ
ん
紹
介
し
て
も
ら
い
ま
し

た
。

　
や
が
て
父
８
代
阿
波
公
方　
義よ

し
の
り宜
が

亡
く
な
っ
た
た
め
、
義
根
が
跡
を
つ
ぎ

９
代
阿
波
公
方
に
な
り
ま
す
。
先
生
の

教
え
方
が
上
手
な
の
も
あ
っ
た
の
で
し

ょ
う
、
義
根
は
め
き
め
き
と
漢
詩
の
腕

を
上
げ
ま
し
た
。
時
に
は
華
山
先
生
と

い
っ
し
ょ
に
京
都
や
大
阪
に
遊
び
に
行

き
、
有
名
な
漢
詩
の
先
生
や
学
者
さ
ん

を
訪
ね
て
交
流
を
深
め
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
漢
詩
の
大
御
所

や
名
高
い
大
阪
の
学
問
所
懐か

い
と
く
ど
う

徳
堂
の
先

生
も
い
ま
し
た
。
一
方
、
阿
南
の
平
島

公
方
館
に
も
徳
島
県
内
の
多
く
の
学
者

や
文
化
人
た
ち
が
集
ま
り
、
皆
で
楽
し

く
漢
詩
を
よ
む
会
を
行
っ
た
り
、
交
流

会
を
行
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
義
根

は
、
こ
う
し
た
京
都
の
旅
や
気
の
合
う

仲
間
同
士
の
語
ら
い
、
ま
た
那
賀
川
や

青
島
、
西
方
山
／
津
峰
山
／
七
浦
山
と

い
っ
た
阿
南
の
景
色
も
詩
に
よ
み
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
詩
は
義
根
の
漢
詩
集

「
棲
龍
閣
詩
集
」（
阿
南
市
指
定
文
化
財

／
阿
波
公
方
・
民
俗
資
料
館
展
示
）
に

お
さ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
こ
の
頃
、
徳
島
藩
と
の
間
に
ト

ラ
ブ
ル
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
阿
波
公

方
は
室
町
幕
府
将
軍
家
と
い
う
立
場
か

ら
、
徳
島
藩
の
家
臣
で
は
な
く
、
藩
主

の
特
別
な
お
客
さ
ん
で
あ
る
と
い
う
扱

い
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
以

前
か
ら
こ
の
取
り
決
め
に
不
満
を
持
つ

11
代
徳
島
藩
主　

蜂
須
賀
治は

る

昭あ
き

か
ら

「
今
後
は
、
今
ま
で
の
よ
う
な
特
別
扱
い

は
で
き
な
い
」
と
い
う
、
と
て
も
厳
し

い
言
い
方
の
手
紙
が
送
ら
れ
て
き
ま

す
。
13
歳
で
藩
主
に
つ
い
た
治
昭
も
す

で
に
40
歳
代
、
自
分
の
意
志
で
政
治
を

行
う
藩
主
に
成
長
し
て
い
ま
し
た
。

　
義
根
は
こ
の
手
紙
に
ひ
ど
く
シ
ョ
ッ

ク
を
受
け
ま
す
。
そ
し
て
長
い
長
い
反

論
の
手
紙
を
返
信
す
る
と
同
時
に
徳
島

を
出
る
こ
と
を
決
心
し
ま
す
。
義
根
の

意
向
を
知
り
慌
て
た
藩
は
「
今
、
徳
島

を
出
て
行
っ
て
ど
う
す
る
ん
だ
」
と
ひ

き
と
め
る
手
紙
を
送
り
ま
す
が
、
彼
の

決
意
が
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

　
文
化
２
年
（
１
８
０
５
）、
表
向
き
の

理
由
は
病
気
療
養
の
た
め
と
し
つ
つ
、

義
根
た
ち
は
家
臣
、
そ
の
家
族
を
引
き

連
れ
、
総
勢
12
艘
の
船
で
徳
島
を
出
発

し
ま
し
た
。
義
根
一
行
は
、
那
賀
川
町

の
中
島
港
を
出
て
和
歌
山
を
経
由
し
、

最
終
的
に
は
足
利
家
ゆ
か
り
の
京
都
に

腰
を
落
ち
着
け
ま
す
。
京
都
に
は
足
利

家
と
縁
が
深
い
天
龍
寺
、
等
持
院
な
ど

の
寺
院
が
あ
り
、
ま
た
親
族
の
公
家
た

ち
も
住
ん
で
い
ま
し
た
。
以
降
、
名
字

を
「
平
島
」
か
ら
「
足
利
」
に
戻
し
、

子
孫
た
ち
は
代
々
京
都
で
暮
ら
し
て
き

ま
し
た
。

　
令
和
の
現
在
も
、
そ
の
血
筋
は
途
絶

え
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
ま
す
。
初
代

阿
波
公
方　
足
利
義
冬
か
ら
数
え
て
15

代
目
、
ま
た
足
利
尊
氏
か
ら
数
え
る
と

29
代
目
で
あ
る
足
利
義よ

し
の
り徳
さ
ん
。
室
町

幕
府
足
利
将
軍
家
の
嫡
流
に
も
っ
と
も

近
く
、
足
利
尊
氏
か
ら
の
血
脈
を
受
け

継
ぐ
「
平
島
公
方
家
」「
平
島
足
利
家
」

と
し
て
、
ま
た
「
全
国
足
利
氏
ゆ
か
り

の
会
」
特
別
顧
問
と
し
て
ご
活
躍
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
今
回
、
阿
波
公
方
列
伝
は
最
終
回
で

す
が
、
阿
南
市
に
は
当
紙
面
で
紹
介
し

き
れ
な
か
っ
た
阿
波
公
方
の
足
跡
が
多

く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
阿
波
公
方
が
信

仰
対
象
に
ま
で
な
っ
た
「
ま
む
し
よ
け

札
」、
阿
波
公
方
一
族
、
島
津
華
山
の
お

墓
や
、
邸
宅
の
門
、
公
方
一
族
が
建
立

し
た
石
灯
籠
、
書
や
漢
詩
の
数
々
、
地

域
の
お
祭
や
逸
話
な
ど
、
そ
の
内
容
と

範
囲
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。
遺
構
は

残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
阿
波
公
方
・
民

俗
資
料
館
の
場
所
は
、
ま
さ
に
平
島
公

方
館
が
建
っ
て
い
た
場
所
、
地
名
や
地

形
か
ら
当
時
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
ま

す
。（
完
）

※�

７
月
号
か
ら
シ
リ
ー
ズ
「
阿
南
市
の
先
覚

者
た
ち
」
を
再
開
し
ま
す
。

阿
波
公
方
列
伝 

（6）

９
代
阿あ

わ波
公く

方ぼ
う  

足
利　

義よ
し

根ね
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郎
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