
藩
境
の
歴
史
と
と
も
に

　
　
　
　

北
上
市
立
博
物
館

　
展
勝
地
開
園
1
0
0
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
で
、
1
0
0
周
年
に
向
け
た
取
り
組
み
と
し

て
、
よ
り
多
く
の
市
民
に
展
勝
地
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
展
勝
地
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
情

報
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
歴
史
的
な
こ
と
、
地
理
的
な
こ
と
、
自
然
環
境
の
こ
と
、
そ
し
て
、
展

勝
地
に
深
く
関
わ
っ
た
人
々
や
展
勝
地
を
題
材
に
し
た
美
術
・
文
芸
作
品
な
ど
に
つ
い
て
紹
介
し

て
い
き
ま
す
。
次
回
は
令
和
３
年
10
月
22
日
に
発
行
し
ま
す
。

展
勝
地
風
土
記

令
和
3
年
7
月
21
日

展
勝
地
開
園
1
0
0
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
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は
じ
め
に

北
上
市
は
、
南
部
領
と
伊
達
領
の
一

部
か
ら
成
り
立
つ
、
江
戸
時
代
の
藩
境

の
ま
ち
で
あ
る
。
当
市
と
金
ケ
崎
町
の

約
11
㌔
㍍
に
及
ぶ
地
域
に
は
、
境
界
を

示
す
２
基
の
挟
塚
と
15
基
の
大
塚
を
は

じ
め
多
数
の
塚
が
現
存
し
て
お
り
、
当

時
の
政
治
的
緊
張
状
況
を
示
す
も
の

と
し
て
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い

る
。
今
回
は
、
藩
境
確
定
ま
で
に
約
半

世
紀
も
の
歳
月
を
要
し
た
歴
史
と
、
展

勝
地
周
辺
に
関
わ
る
藩
境
の
状
況
や
事

件
に
注
目
し
て
、
当
時
の
様
相
の
一
端

を
見
て
い
き
た
い
。

藩
境
確
定
ま
で
の
歴
史

１
５
９
０
(
天
正
18
)
年
、
豊
臣
秀
吉

は
諸
大
名
に
動
員
を
か
け
て
小
田
原
の

北
条
氏
を
滅
ぼ
す
。
し
か
し
、
北
上
川

中
流
域
を
治
め
て
い
た
和
賀
氏
や
葛
西

氏
ら
は
こ
れ
に
参
加
し
な
か
っ
た
た
め
、

秀
吉
に
所
領
を
没
収
さ
れ
て
し
ま
う
。

そ
の
結
果
、
混
乱
し
た
同
地
域
を
与
え

ら
れ
た
の
が
南
部
氏
と
伊
達
氏
で
あ
る
。

こ
の
時
点
か
ら
明
確
に
境
界
が
位
置
付

け
ら
れ
る
ま
で
52
年
の
歳
月
が
流
れ
て

い
く
。

当
初
の
境
界
は
、
従
来
の
郡
を
単
位

と
す
る
行
政
区
画
を
大
き
く
変
更
し
た

も
の
で
あ
り
、
具
体
的
な
線
引
き
も
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
旧
北
上
市
史
の
藩

境
資
料
を
収
録
し
た
巻
の
前
言
で
は
「
当

初
、
南
部
氏
と
す
れ
ば
和
賀
氏
の
領
を

与
え
ら
れ
た
と
思
っ
て
い
た
し
、
伊
達

氏
と
す
れ
ば
旧
江
刺
郡
を
与
え
ら
れ
た

と
思
っ
て
い
た
こ
と
に
も
領
境
争
論
の

原
因
が
あ
る
｣
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
境

界
に
は
、
当
初
か
ら
紛
争
が
生
じ
る
火

種
が
内
包
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

実
際
、
境
界
が
確
定
す
る
ま
で
に
、

い
く
つ
も
の
紛
争
が
生
じ
て
い
る
。
例

え
ば
、
１
６
２
１
(
元
和
７
)
年
、
伊
達

領
側
の
役
人
が
岩
崎
･
鬼
柳
方
面
の
検

地
に
入
っ
た
一
件
、
１
６
２
８
(
寛
永

５
)
年
、
遠
野
･
小
友
村
の
金
山
に
伊
達

領
側
が
越
境
し
た
一
件
、
１
６
３
1
(
寛

永
８
)
年
、
藩
境
の
起
点
・
駒
ヶ
岳
山
頂

の
お
駒
堂
を
、
南
部
領
側
へ
の
合
議
な

く
伊
達
領
側
が
無
断
で
建
て
替
え
て
し

ま
っ
た
一
件
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
事
例
で
は
、
い
ず
れ
も
南
部
領

側
が
伊
達
領
側
に
抗
議
を
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
紛
争
が
絶
え
な
か
っ
た
の

で
、
最
終
的
に
は
幕
府
の
仲
裁
で
、
１

６
４
１
(
寛
永
18
)
年
に
明
確
な
境
界

が
定
め
ら
れ
、
翌
年
に
は
境
塚
が
築
か

れ
て
、
約
半
世
紀
に
及
ぶ
境
界
争
い
が

決
着
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
駒
ヶ
岳
山

頂
(
１
１
２
９
・
８
㍍
)
か
ら
太
平
洋
の

唐
丹
湾
(
釜
石
市
)
ま
で
、
実
に
約
１
３

０
㌔
㍍
に
及
ぶ
境
界
線
上
に
大
小
の
塚

が
築
か
れ
て
い
っ
た
。

藩
境
の
往
来

展
勝
地
桜
並
木
の
対
岸
に
は
、
盛

岡
藩
最
大
の
川
港
が
あ
り
、
珊
瑚
橋
付

近
で
は
川
岸
・
立
花
間
を
結
ぶ
渡
し
船

が
往
来
し
て
い
た
。
盛
岡
藩
家
老
席
日

記
｢
雑
書
｣
の
１
７
２
８
(
享
保
13
)
年
の
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記
事
を
見
る
と
、
夜
に
紛
れ
て
伊
達
領

側
に
向
か
う
川
船
を
発
見
し
、
藩
に
通

報
し
た
者
に
は
褒
美
を
出
す
こ
と
や
、

川
岸
か
ら
立
花
に
向
け
た
夜
の
渡
船
を

禁
止
す
る
通
達
の
控
え
が
残
っ
て
い
る
。

江
戸
時
代
の
中
頃
に
も
な
る
と
、
物
資

輸
送
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
で
あ
っ
た
黒
沢
尻

河
岸
で
は
、
藩
の
許
可
を
得
な
い
商
品

作
物
の
他
領
移
出
や
、
他
領
の
人
々
と

の
密
か
な
交
流
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
展
勝
地
の
裏
千
本
付
近
に
は
、

立
花
(
南
部
領
)
と
岩
谷
堂
(
伊
達
領
)
を

結
ぶ
道
が
通
っ
て
お
り
、
立
花
と
下
門

岡
に
は
番
所
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
及

川
大
渓
氏
の
論
考
に
よ
れ
ば
｢
立
花
か

ら
下
門
岡
を
経
て
岩
谷
堂
に
通
ず
る
路

は
(
中
略
)
監
視
も
厳
し
か
ら
ず
、
恰

あ
た
か

も

一
種
の
抜
道
の
観
を
呈
し
、
こ
の
抜
道

を
通
じ
て
人
馬
や
物
資
の
交
流
、
集
散

が
行
な
わ
れ
て
い
た
｣
と
い
う
。
１
８
２

８
(
文
政
11
)
年
、
江
戸
深
川
の
富
本
繁

太
夫
と
い
う
旅
芸
人
は
、
岩
谷
堂
か
ら

南
部
領
に
入
る
際
、
あ
り
ふ
れ
た
名
で

は
人
々
が
驚
か
な
い
と
し
て
、
大
胆
に

も
｢
豊
後
大
掾
衆
秀
｣
と
い
う
偽
名
を
名

乗
っ
て
こ
の
ル
ー
ト
を
通
り
、
黒
沢
尻

で
寄
席
興
行
を
し
て
い
る
(
繁
太
夫
著

『
筆
ま
か
せ
』
）
。
ち
な
み
に
、
後
に
盛
岡

で
偽
名
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、

繁
太
夫
は
肩
身
の
狭
い
思
い
を
し
て
い

る
。
ま
た
、
１
７
８
５
(
天
明
５
)
年
、

紀
行
家
･
菅
江
真
澄
も
、
黒
沢
尻
か
ら

わ
ざ
わ
ざ
北
上
川
を
渡
り
、
こ
の
ル
ー

ト
を
通
っ
て
伊
達
領
に
入
っ
て
い
る
。

展
勝
地
周
辺
の
藩
境
を
ま
た
ぐ
陸
と
川

の
道
で
は
、
参
勤
交
代
の
道
で
あ
っ
た

奥
州
街
道
と
は
異
な
る
光
景
が
広
が
っ

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

藩
境
を
守
る

み
ち
の
く
民
俗
村
内
に
は
、
藩
境
と

な
っ
て
い
た
間ま

の
さ
わ沢

が
流
れ
て
お
り
、
挟

塚
が
現
存
し
て
い
る
。
花
巻
城
代
日
誌

の
１
８
３
４
(
天
保
５
)
年
の
記
事
を
見

る
と
、
間
沢
の
堰
が
伊
達
領
の
者
に
よ
っ

て
南
部
領
側
に
寄
せ
ら
れ
て
田
に
さ
れ

て
い
た
一
件
が
記
さ
れ
て
い
る
。
藩
境

を
見
回
り
し
て
い
た
御お

さ
か
い
こ
に
ん

境
古
人
が
発
見

し
、
南
部
領
の
役
人
と
骨
を
折
っ
て
交

渉
し
、
原
状
回
復
さ
せ
て
示
談
に
し
た

顛
末
の
一
部
始
終
で
あ
る
。
示
談
に
な
っ

た
案
件
で
は
あ
る
が
、
か
つ
て
南
部
・

伊
達
領
双
方
で
話
し
合
い
決
定
し
た
、

ほ
か
で
も
な
い
特
別
な
境
界
に
関
す
る

こ
と
な
の
で
、
花
巻
城
の
ト
ッ
プ
で
あ

る
城
代
ま
で
内
々
に
報
告
さ
れ
た
旨
が

強
調
さ
れ
て
い
る
。
先
に
見
た
紛
争
で

は
利
権
を
め
ぐ
る
駆
け
引
き
が
見
え
隠

れ
し
て
い
た
が
、
こ
の
事
例
に
そ
う
し

た
背
景
は
見
ら
れ
な
い
。
天
保
の
大
飢

饉
の
さ
な
か
で
も
あ
り
、
藩
境
と
い
え

ど
も
田
に
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
開
拓
し

て
、
少
し
で
も
食
糧
を
得
よ
う
と
す
る

庶
民
の
た
く
ま
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

そ
れ
で
も
国
と
国
の
境
は
、
厳
然
と

守
ら
れ
る
べ
き
場
所
で
あ
っ
た
の
だ
と

い
う
こ
と
を
、
こ
の
事
例
は
物
語
っ
て

い
る
。

お
わ
り
に

今
回
は
、
藩
境
が
確
定
す
る
江
戸
時

代
前
期
ま
で
の
概
要
と
、
他
領
と
の
往

来
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
江

戸
時
代
中
期
の
様
相
、
そ
し
て
江
戸
時

代
後
期
に
お
け
る
旅
人
の
足
跡
や
事
件

を
通
し
て
、
展
勝
地
周
辺
に
関
わ
る
藩

境
の
諸
相
を
駆
け
足
で
め
ぐ
っ
て
み
た
。

両
藩
の
人
々
が
境
塚
を
大
切
に
守
っ
て

き
た
だ
け
で
は
な
く
、
時
代
が
変
わ
っ

て
も
脈
々
と
守
り
続
け
る
人
々
が
い
る

か
ら
こ
そ
、
当
市
で
は
当
時
の
ま
ま
の

境
塚
を
い
く
つ
も
目
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
を
訪
ね
る
と
と
も

に
、
周
辺
の
歴
史
を
様
々
な
角
度
か
ら

探
る
こ
と
で
、
ま
だ
ま
だ
藩
境
に
つ
い

て
の
発
見
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
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