
紅
花
駄
送
の
脇
道

も
が
みが
わ

江

戸
時
代
に
最
上
川
舟
運
の
最
大
の
中
継
地
で
あ
っ
た
大

石
田

の
対
岸
に
､
横
山
と
い
う
集
落
が
あ
り
ま
す
｡
茅
葺
き

の
家
並
が
い
ま
な
お
残
る
こ
の
集
落
に
は
､
か
つ
て
多
数
の

舶
持
や
船
頭

｡
水
夫
が
住
み
､
大
石
田
と
共
に
舟
運
で
栄
え

ま
し
た
ひ

わ
ー

ち

こ
の
横
山

(山
形
県
北
村
山
郡
大
石
田
町
)
と
谷

地

(西

か
ほくJ;子
つ

村
山
郡
河

北

町

)

と
を
結
ぶ
､
距
離
に
し
て
五
里
半

(約

三

キ
ロ
)
の
古
道
が
あ
り
ま
す
｡
江
戸
時
代
の
史
料
で
は

か
わ
に
し
よ
こ･}謹

川
西
横
山
通
と
か
､
単
に
横
山
通
､
谷
地
道
の
名
称
で
出
て

く
る
道
で
す
｡

き
た-
ち

按
山
村
か
ら
谷
地
北
口
村
ま
で
の
t
三
ケ
村
は
谷
地
郷
と

し
ん
じ
上
う

呼
ば
れ
､

二
八
二
二

(元
和
八
)
年
以
降
幕
末
ま
で

新

庄

朗1

藩
領
で
し
た
｡
谷
地
郷
を
縦
断
す
る
横
山
通
は
新
庄
藩
が
こ

の
地
域
の
支
配
を
行
う
上
で
重
要
な
道
で
し
た
｡
そ
の
た
め
'

･･)I(;..i

藩
は
横
山

･
富
並

(駒
井
)
･
白
鳥

･
北
口
の
各
村
に
荷
物

の
継
立
場
を
設
置
し
'

!
七

山
四

(正
徳
四
)
年
に
は
各
継

立
場
の
間
の
運
賃
を
定
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
す
｡

し
か
し
､
幕
府
が
指
定
し
た
本
街
道
は
最
上
川
の
東
側
を
通

る
羽
州
街
道
で
あ
り
､
川
西
坊
山
通
は
脇
道
と
し
て
新
庄
藩

庁
に
関
す
る
物
資
以
外
の
荷
送
り
を
藁
府

に
よ
っ
て
禁
止
さ

れ
て
い
た
の
で
す
｡

脇
道
で
あ
る
横
山
通
が
脚
光
を
浴
び
た
の
は
､
江
戸
後
期

の
紅
花
な
ど
の
商
人
荷
物
の
駄
送

一
件
で
す
｡

1
八
〇
四

あ
らま
ち

く
どう
こう
じ

か
み

(文
化
元
)
年
に
谷
地

荒

町

村

と
工

藤

小

路

村
の
商
人
が

上

がた方
へ
送
る
た
め
に
紅
花
荷
合
計
六
筒
を
横
山
通
を
適
し
て
横

山
村
ま
で
駄
送
し
た
と
こ
ろ
､
羽
州
街
道
の
宿
場
の
者
に
紅

花
荷
を
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
と
い
う
事
件
が
起
き
､
訴
訟
と

ろく
た

i]てお
か

な
り
ま
し
た

(楯
岡
笠
原
家
文
書
)

｡
大

田

･

宮
崎
･
楯

岡

･

も
と
いい
だ

とち
ゅうだ

本
飯
田
･
土
生
田
の
羽
州
街
道
五
ケ

宿

(第
望

早
の
図
-
杏

参
府
)
の
旨
い
分
は
①
羽
州
街
道
は
松
前

･
奥
州

･
羽
州
の

稀
･六
名
の
参
勤
ユ父
代
を
ほ
いし
め

｢諸
n蛸
諸
･二
万
往
来
｣
の
藷

要
路
で
あ
り
､
五
ケ
宿
は
人
馬
纏
立
御
用
の
宿
没
を
勤
め
て

い
る
､
②
宿
役
を
勤
め
る
見
返
り
と
し
て

｢商
人
共
諸
固
売

買
交
易
の
通
り
荷
物
｣
の
運
搬
を
独
占
的
に
扱
い
､
運
賃
収

入
を
得
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
る
､
③
横
山
通
は
脇
道
で

あ
り
､

山
般
商
人
荷
物
の
駄
送
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
秘
か
に
駄
送
を
し
て
い
る
の
で
､
証
拠
と
し
て
紅

花
荷
を
差
し
押
さ
え
た
の
で
あ
る
､
と
い
う
も
の
で
し
た
｡

結
局
､
五
ケ
南
側
の
主
張
が
幕
府
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
ま

す
｡同

様
の
事
件
は
既
に

山
八

〇
二

(享
和
二
)
年
に
も
起
き

て
い
ま
し
た
｡
ま
た
､

叫
八
〇
六

(文
化
三
)
年
に
も
､
山

形
城
下
町
商
人
の
伊
兵
衛

･
彦
兵
衛
が
大
神
湯
野
沢
村
の
百

姓
政
右
衛
門

｡
武
石
衛
門
か
ら
紅
花
を
買
い
集
め
､
横
山
通

を
駄
送
し
て
横

山
村
太
郎
兵
衛
へ
送
り
､
横
山
河
岸
よ
り
船

積
み
し
川
下
げ
を
し
よ
う
と
し
て
差
し
止
め
ら
れ
た
事
件
が

起
き
て
い
ま
す
｡

横
山
通
に
よ
る

i
般
商
人
荷
物
の
駄
選
が
跡
を
絶
た
な
か

っ
た
の
は
､
こ
の
道
の
方
が
羽
州
街
道
よ
り
も
駄
送
に
有
利

で
あ
っ
た
か
ら
で
す
｡
例
え
ば
ー
谷
地
産
の
紅
花
荷
を
谷
地

↓
野
蛸
1
六
団
な
い
し
宮
崎
､
と
附
け
出
し
､
羽
州
街
道
を

適
し
て
大
石
田
ま
で
駄
送
す
る
蒔
府
公
認
の
ル
ー
ト
は
<
埋

あ
り
ま
す

(第
四
章
図
-
)｡
山
方
'
前
述
し
た
よ
う
に
谷

地
～
横
山
間
は
五
里
半
で
す
か
ら
､
横
山
通
を
使

っ
た
方
が

距

離
が
短
縮
さ
れ
低
運
賃
で
す
む
の
で
す
｡
さ
ら
に
､
羽
州

街
選
は

｢御
用
御
伝
馬
等
込
み
合
い
｣
商
人
荷
物
は
後
回
し

に
さ
れ
る
の
で
横
山
適
を
使

っ
た
方
が
迅
速
に
駄
送
で
き
る

と
い
う
利
点
も
あ
り
ま
し
た
｡
そ
の
た
め
､

一
七
九
〇
年
頃

か
ら
横
山
通
を
通
る
商
人
荷
物
が
下
り
荷
物

(紅
花

･漆
･

あお
そ

荏
･

青

学

な
ど
)
･
上
り
荷
物

(上
方
仕
入
物

･
漆
な
ど
)

共
に
増
加
し
､
道
橋
が
整
備
さ
れ
た
り
､
丈
夫
な
駄
牛
馬
が

沿
道
村
々
で
飼
わ
れ
て
い
き
ま
し
た
｡
横
山
適
の

｢繁
昌
｣

の
背
景
に
は
､
谷
地
郷
商
人
た
ち
ば
か
り
で
な
く

f
部
の

山
形
城
下
町
商
人
や
大
石
田
河
岸
荷
宿
た
ち
が
話
合
い
'
便

利
な
流
通
ル
ー
ト
を
開
拓
し
て
い
こ
う
と
す
る
動
き
が
あ

っ

た
こ
と
も
確
認
さ
れ
ま
す
｡

l
九
九
二
年

7
0
月
上
旬
､
横
山
適
の
現
況
を
確
認
し
な

が
ら
歩
い
て
み
ま

し
た

(図
を
参
照
)｡
谷
地
北
口

(現
在
'
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谷
=確
Trj
な
勉
黙り
が
ltIわ
れ
る
柑甥
所
)
の
･yi利
札
域
の
あ

っ
た
四

辻
各
艇
古
叫に
､
旧
道
を
拡
幅
し
た
現
在
の
県
道
樽
石
河
北
道

沿
い
に
大
久
保
ま
で
歩
き
ま
す
｡
途
中
､
茅
牽
き
の
家
が
点

は
｢ぐん

在
す
る
大
原

(
旧
宝
的
村
)
に
は
p
こ
の
地
を
開
発
し
た
高

が
り
ゆ
つ
ま
っ

谷
家
が
残

っ
て
お
り
､
庭
に
そ
び
え
る
臥

竃

松

は

か

つ
て

｢
大
原
の
罵

つ
な
ぎ
松
｣
と
も
い
わ
れ
､
馬
方
の
往
来
が
偲

ば
れ
ま
す
O

いな
く
だ
し

稲

下
の
稲
荷
神
社
辺
は
県
道
の
少
し
西
側
を
併
行
し
て

走
る
古
道
が
断
続
的
に
残

っ
て
い
ま
す
｡
現
在
は
幅

一
問
半

で
す
が
､
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
か

つ
て
は
幅

山
間

ニ

ー
八

現在の川西横山通 字古道から田

沢の集落へ入る地点 (手前が田沢)0

著者撮影｡

トY･Or.JU

二
メ
-
-
ル
)
ほ
ど
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
｡
樽
石
川
を

みか
の
せ

渡
り
､
白
鳥
を
過
ぎ
､
三
ケ
瀬
の
難
所
が
あ
る
最
上
川
の
大

き
な
曲
折
都
に
至
る
と
､
県
道
か
ら
啓
へ
そ
れ
て
い
-
地
道

の
古
道
を
確
認
で
き
ま
す
｡
最
上
川
の
浸
食
作
用
で
､
現
在
､

曲
折
部
の
外
側
は
急
な
鹿
と
な

っ
て
い
ま
す
が
'
古
道
も
浸

食
で
失
わ
れ
､
崖
で
断
絶
さ
れ
て
い
ま
し
た
｡
こ
の
辺
が
か

で
ろ
ざ

っ
て
｢
花

沢

海

道

(瀞
沢
街
道
)
｣
と
呼
ば
れ
た
地
点

で
､

江
戸
時
代
に
も
浸
食
に
よ
る
山
崩

･
崖
崩
が
頻
繁
に
起
き
､

横
山
適
随

一
の
難
所
で
し
た
o

1.
八
〇
五

(文
化
二
)
年
に

白
馬
村

三
品
並
村
の
庄
屋
は
新
庄
藩

の
許
可
を
得
て
､
泥
沢

海
道
六
八
九
間
の
道
橋
の
修
復
を
行

っ
て
い
ま
す
｡
動
員
し

た
人
足
は
合
計
四
八
〇
人
に
の
ぼ

っ
て
い
ま
す
｡
修
復
が
困

難
な
時
は
､
西
側
の
山
手
を
迂
回
す
る
新
道
を
切
り
開
い
た

こ
と
も
史
料
か
ら
確
認
さ
れ
ま
す

(富
並
村
寺
崎
家
文
書
)
0

最
上
川
に
落
ち
る
崖
の
高
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
て
､
当
時

の
泥
沢
海
道
の
保
全
に
は
ら
う
人
々
の
努
力
の
大
き
さ
が
伝

わ

っ
て
き
ま
し
た
｡

ふ
か
さ
わ

酉
に
迂
回
す
る
道
を
辿

っ
て
古
道
に
戻
り
､
深

沢

ま

で
の

起
伏
の
激
し
い
道
を
歩
-
と
や
が
て
継
立
場
だ

っ
た
雷
並

137 あるいてみると2



(駒
井
)
に
出
ま
す
｡
富
並
か
ら
田
沢
ま
で
は
古
道
が
最
も

残
り
､
現
在
も
農
道
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
.
途
中
､

あざ
ふる
みち

字

古

道

と

い
う
地
点
で
は
古
道
の

叫
部
が
生
い
茂
る
草
の
中

に
埋
も
れ
て
い
ま
し
た
が
､
遺
跡
を
確
認
で
き
ま
し
た
｡
田

沢
か
ら
横
山
ま
で
は
基
盤
整
備
が
行
わ
れ
た
た
め
に
古
道
は

ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
い
ま
す
｡
こ
の
辺

山
面
は
水
田
地
帯
で
､

稲
刈
り
の
真

っ
最
中
で
し
た
｡
横
山
適
が
そ
の
脇
を
通

っ
て

つる
こ

い
た
と
い
う

鶴

子

神
社
で
､
横
山
か
ら
散
歩
に
来
た
と
い
う

老
人
と
鶴
の
親
子
伝
説
に
つ
い
て
語
ら
い
ま
し
た
｡

木
立
に
包
ま
れ
て
静
寂
こ
の
上
な
い
鶴
子
神
社
で
あ
た
り

の
稲
穂
の
波
を
眺
め
な
が
ら
休
息
し
て
い
る
と
､
か
つ
て
こ

の
神
社
の
脇
を
活
発
に
人
馬
や
荷
物
が
行
き
来
し
て
い
た
と

は
想
像
し
難
い
も
の
が
あ
り
ま
す
｡
近
代
化
の
中
で
交
通
体

系
が
大
き
-
変
化
し
､
最
上
川
水
運
の
衰
亡
と
共
に
地
域
の

交
通
も
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
｡
川
西
横
山
適
を
歩
い
て
み

て
､
江
戸
時
代
の
脇
道
を
使

っ
た
地
方
交
通
の

1i
端
を
感
じ

て
み
る
の
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡

(参
考
)
『村
山
市
史
編
集
資
料
』
第
四
号
･
第

1
0
号

(村
山
市
史
編
さ
ん
委
員
会
､
7
九
七
六

･八
二
)

『山
形
県
歴
史
の
道
謝
査
報
告
書
･
村
山
西
部
街
道
』

(山
形
県
教
育
委
員
会
､

】
九
八

こ

138


