
介

紹

介

彦
根
市
史
上
柵

　
彦
根
は
関
力
原
の
戦
功
に
よ
つ
て
佐
和
山
に
封
ぜ

ら
れ
た
井
伊
直
政
の
没
後
、
慶
長
七
年
嗣
子
直
継
に

よ
っ
て
造
営
せ
ら
れ
た
城
下
町
で
、
創
建
（
移
築
）

当
初
の
天
主
閣
以
下
諸
語
井
に
濠
を
今
に
存
し
、
旧

城
下
の
町
割
や
景
観
も
比
較
的
よ
く
残
っ
て
い
る
。

そ
の
名
を
蟹
史
の
上
に
不
朽
に
し
て
い
る
の
は
幕
末

に
大
老
直
弼
を
出
し
た
こ
と
を
第
一
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
昨
年
そ
の
百
年
忌
に
し
て
、
同
階
に

日
米
修
交
百
年
の
記
念
す
べ
き
年
に
当
り
、
か
ね
が

ね
編
纂
が
進
め
ら
れ
て
い
た
市
史
の
上
研
が
刊
行
せ

ら
れ
た
。
中
村
直
勝
・
江
頭
恒
治
両
博
士
盤
修
の
も

と
に
末
松
修
氏
下
数
人
の
委
員
の
分
担
執
筆
に
な
る

も
の
で
、
自
然
環
境
篇
を
白
頭
に
、
上
代
か
ら
中
世

を
経
て
、
近
世
初
期
築
城
と
城
下
町
の
形
成
な
ら
び

に
初
期
藩
政
の
概
要
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
中
研
に

近
世
の
経
済
と
幕
末
維
新
五
代
を
、
下
獄
に
近
代
と

現
代
、
な
ら
び
に
別
篇
無
芯
・
文
芸
・
民
俗
・
災
害

等
の
諸
章
を
収
載
す
る
予
定
と
い
う
。
両
博
士
は
こ

の
種
の
企
画
に
あ
り
が
ち
な
た
ん
に
名
の
み
の
監
修

と
は
異
っ
て
、
み
ず
か
ら
そ
の
何
章
か
を
執
筆
さ
れ

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
と
く
に
全
体
の
叙
述
を
読
者

の
親
し
み
や
す
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
間
に
お
の
ず

か
ら
歴
史
の
意
羨
を
よ
く
市
民
に
知
ら
せ
る
よ
う
留

意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
意
味
は
、
近

来
各
地
で
企
て
ら
れ
て
い
る
地
方
史
に
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
中
央
の
専
門
歴

史
家
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
場
合
、
や
や
も
す
る
と

今
日
の
学
界
の
専
門
的
興
味
に
の
み
訴
え
る
学
術
論

文
の
如
き
も
の
と
な
っ
て
、
　
一
般
読
者
に
は
理
解
し

難
く
、
ま
た
そ
れ
が
そ
の
地
方
本
位
の
い
わ
ゆ
る
郷

土
史
家
の
手
に
な
る
場
合
に
は
、
逆
に
そ
の
関
心
が

あ
ま
り
に
掻
く
、
そ
の
地
方
の
事
実
が
全
体
と
し
て

今
日
何
の
意
義
が
あ
る
か
に
つ
い
て
の
反
雀
が
欠
け

て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
市
史
は
そ
の
点
に
つ
い

て
監
修
者
井
に
各
委
員
の
配
慮
が
よ
く
各
章
節
の
末

に
及
ん
で
い
る
点
を
い
う
の
で
あ
る
。

　
内
容
の
中
、
と
く
に
興
味
あ
る
ト
ピ
ッ
ク
を
拾
え

ば
、
そ
の
本
命
で
あ
る
築
城
な
ら
び
に
城
下
経
営
の

顯
末
を
別
と
し
て
、
古
代
に
あ
っ
て
は
東
大
寺
領
覇

流
村
と
条
璽
制
の
問
題
、
彦
綴
寺
の
繁
営
、
松
原
倉

が
あ
り
、
中
世
に
お
い
て
は
俊
乗
廻
覧
源
の
勧
進
、

多
賀
神
宮
の
活
動
、
近
江
商
人
の
悲
狭
通
商
等
の
問

題
が
あ
る
。

　
引
き
つ
づ
き
、
中
、
無
偏
雌
の
編
纂
、
刊
行
の
順

調
に
進
行
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
　
（
A
5
判
穴
六

二
頁
．
彦
根
市
役
所
発
行
）
　
　
　
　
（
柴
田
　
実
）

本
宮
町
公
民
館
郷
土
部
編

本
宮
地
方
文
化
史
図
説

　
近
年
全
国
餐
地
で
、
行
政
区
域
の
統
合
に
伴
い
、

市
町
村
史
誌
の
編
纂
が
信
濃
に
行
わ
れ
、
幾
多
の
成

果
が
得
ら
れ
た
こ
と
は
い
う
を
ま
た
な
い
。
特
に
戦

前
の
そ
れ
と
比
較
し
、
戦
後
は
地
方
史
研
究
の
進
展

と
相
侯
っ
て
、
専
門
家
と
の
協
力
体
制
の
上
に
科
学

的
方
法
に
基
く
学
問
的
…
な
著
述
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
著
し
い
特
色
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
し
か

し
、
ひ
る
が
え
っ
て
こ
れ
ら
市
町
村
史
誌
が
、
な
に

よ
り
も
ま
ず
そ
こ
に
住
む
人
々
の
た
め
の
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
思
う
時
、
果
し
て
幾
人
が

こ
れ
ら
の
部
厚
い
史
誌
に
饗
を
通
す
で
あ
ろ
う
か
と

疑
い
な
き
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
杷
．
憂
を
見
事
に

打
破
し
た
も
の
が
本
書
で
あ
る
。

　
本
書
の
蒋
色
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
「
図
説
」
と
あ

る
如
く
、
写
真
を
中
心
に
、
誰
に
で
も
親
し
み
や
す

く
編
纂
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
私
は
寡
聞
に
し

て
、
未
だ
こ
の
よ
う
な
企
画
が
地
方
市
町
村
史
に
採

用
さ
れ
た
例
を
知
ら
な
い
。
そ
の
構
成
は
、
自
然
の
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歴
史
（
地
質
構
造
）
か
ら
始
ま
り
、
太
古
・
古
代
・

中
世
・
近
批
以
降
明
治
ま
で
、
更
に
民
間
芸
能
・
名

勝
・
天
然
記
念
物
の
諸
項
冒
か
ら
な
っ
て
い
る
。
太

古
の
項
目
は
、
考
古
学
資
料
を
中
心
に
縄
文
か
ら
古

墳
隠
代
ま
で
を
扱
い
、
古
代
・
中
世
で
は
、
安
達
郷

に
関
す
る
万
葉
以
下
の
歌
を
集
め
、
又
甥
抵
・
寿
院

関
係
・
蝦
夷
・
長
着
伝
説
な
ど
を
遍
宜
配
列
し
て
、

こ
の
種
の
企
画
と
し
て
は
史
料
に
と
ぼ
し
く
關
異
な

と
こ
ろ
を
巧
み
に
カ
バ
ー
し
て
お
り
、
編
岩
の
苦
心

の
程
が
う
か
が
え
る
。
近
世
以
降
は
史
料
も
曲
　
暑
畠
で

且
充
実
し
て
い
る
。
寛
延
二
年
こ
の
地
方
に
起
つ
た

一
揆
（
積
達
騒
動
）
や
、
山
立
・
あ
る
い
は
、
こ
の

地
方
幽
身
の
蟹
学
饗
・
俳
人
・
画
家
の
紹
介
な
ど
、

地
方
交
書
・
色
紙
・
平
楽
な
ど
を
巧
み
に
配
し
て
、

み
る
者
の
嫌
味
を
そ
そ
る
。
又
「
災
害
の
歴
史
」
と

し
て
、
阿
武
隈
川
・
安
達
太
良
川
と
の
闘
い
の
歴
史
、

或
い
は
、
飢
饅
・
火
山
の
噴
火
な
ど
、
干
か
ら
孫
へ

と
語
り
つ
が
れ
、
町
恥
に
と
っ
て
は
忘
れ
る
こ
と
の

で
き
な
い
い
く
つ
か
の
事
件
が
、
古
記
録
・
写
真
に

よ
っ
て
生
き
生
き
と
そ
の
闘
い
の
あ
と
を
表
現
し
て

い
る
。
尚
巻
頭
に
、
地
質
構
造
図
、
遺
蹟
分
布
布
図
、

巻
末
に
は
詳
細
な
年
表
が
付
さ
れ
、
献
体
的
な
理
解

を
助
け
て
い
る
。

　
以
上
、
本
書
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
た
が
、
勿

論
み
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
い
く
つ
か
の
注
文
は
あ

ろ
う
。
例
え
ば
、
二
・
三
の
用
語
の
問
題
や
、
又
は

解
説
が
も
う
少
し
や
さ
し
い
表
現
を
と
っ
た
方
が
よ

か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
か
、
或
い
は
、
写
真

と
解
説
と
を
「
左
上
」
　
「
下
左
右
扁
と
か
で
結
ば
ず

番
号
で
表
示
し
た
方
が
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
か
、

古
代
・
中
世
な
ど
に
は
、
簡
単
な
概
観
が
つ
け
ら
れ

た
ら
、
等
々
と
。
し
か
し
そ
れ
も
所
詮
コ
ロ
ン
ブ
ス

の
卵
で
あ
る
。
私
は
本
霧
の
紹
介
の
筆
を
と
り
つ

つ
、
し
ば
し
ば
、
祖
父
が
本
書
の
一
隅
を
指
し
つ
つ

孫
に
語
り
つ
た
え
を
き
か
せ
、
又
孫
が
祖
母
に
解
説

を
読
み
聞
か
せ
て
い
る
姿
を
想
像
し
た
。
本
書
は
若

者
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
呼
び
さ
ま
し
、
祖
父
傍

に
歴
史
を
説
く
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
我
々
は
市
町

村
史
の
一
つ
の
あ
り
方
を
こ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
書
に
引
き
つ
づ
き
本
宮

地
方
史
の
編
纂
準
備
中
と
い
う
、
御
健
闘
を
纏
り
つ

つ
筆
を
お
く
。

（
福
島
県
安
達
郡
本
密
町
鷲
鼻
館
郷
土
部
縮
　
B
5

版
　
　
山
ハ
九
頁
　
　
年
表
七
百
ハ
　
昭
和
一
二
五
焦
エ
八
日
月
　
本

宮
町
公
毘
館
発
行
　
非
売
品
）
　
　
　
（
原
秀
三
郎
）

藤
田
至
善
編

後
漢
書
語
彙
集
成
上

　
後
漢
書
の
完
全
な
索
引
が
出
版
さ
れ
る
こ
と
は
、

我
々
が
久
し
く
渇
望
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
見
事
な
形
で
、
そ
の
上
研
の
出

現
を
み
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
編
渚

藤
田
至
善
氏
の
長
年
に
わ
た
る
御
苦
労
に
対
し
て
、

深
い
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。
ま
た
こ
の
出

版
を
強
力
に
推
進
し
、
応
援
さ
れ
た
森
鹿
三
・
艮
比

野
丈
夫
・
堀
井
一
雄
・
木
田
道
太
郎
・
米
田
賢
次

郎
・
そ
の
他
多
く
の
方
々
の
御
努
力
に
対
し
て
も
感

謝
の
気
持
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う

な
古
典
の
索
引
を
労
せ
ず
し
て
与
え
ら
れ
た
我
々
は

幸
福
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
索
引
を
作
ら
れ
た
方
々

の
献
身
的
な
努
力
に
対
し
て
、
我
々
は
も
っ
と
も
っ

と
敬
意
と
感
謝
を
捧
げ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
後
漢
書
の
索
3
一
に
は
、
す
で
に

一
九
四
九
年
、
ハ
ー
バ
…
ド
・
燕
京
学
社
が
出
版
し

た
「
後
漢
書
及
語
釈
綜
合
引
得
」
が
あ
る
。
そ
れ
は

我
々
に
大
き
な
便
宜
を
与
え
た
の
で
あ
る
が
、
収
録

さ
れ
た
語
彙
が
人
名
・
地
名
・
嘗
名
・
書
名
な
ど
を

主
と
し
て
い
た
た
め
、
社
会
・
経
済
・
学
術
・
宗
教
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