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大月人物伝　山峡の地 瀬戸の道を開く  大石 太左衛門 

　
大
月
市
七
保
町
の
小
金
沢

山
を
水
源
と
す
る
葛
野
川
と

雁
が
腹
摺
山
を
水
源
と
す
る

奈
良
子
川
の
合
流
す
る
地
点

か
ら
奥
に
入
る
瀬
戸
地
域
は

川
を
挟
ん
で
急
峻
な
山
か
ら

な
る
狭
隘
な
地
形
で
あ
る
。

そ
の
距
離
は
二
十
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
に
も
及
ん
で
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
瀬
戸
地
域
の
歴

史
は
古
く
、
天
皇
の
都
で
あ

る
京
都
に
対
し
て
関
東
の
天

皇
を
名
乗
り
君
臨
し
て
い
た

平
将
門
が
亡
く
な
っ
た
の
は

西
暦
九
百
四
十
年
で
平
安
時

代
の
中
期
前
半
に
な
り
平
将

門
の
子
供
と
さ
れ
る
平
常
門

が
駒
宮
地
域
に
隠
遁
し
て
き

た
の
は
九
百
四
十
一
年
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
し
て

も
千
年
以
上
の
古
い
歴
史
を

も
つ
地
域
で
あ
り
、
ま
た
そ

の
急
峻
な
地
も
往
古
よ
り
秩

父
方
面
へ
往
来
す
る
秩
父
往

還
道
と
し
て
、
か
っ
て
は
佐

野
峠
、
松
姫
峠
、
鶴
峠
を

通
っ
て
秩
父
道
に
ま
た
江
戸

道
に
通
じ
る
街
道
で
あ
っ
た
。

ま
た
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か

ら
富
士
講
が
盛
ん
に
な
り
江

戸
道
、
ま
た
秩
父
道
を
通
っ

て
瀬
戸
の
山
峡
の
道
を
行
き

か
い
上
和
田
部
落
に
は
富
士

講
者
を
泊
め
る
宿
坊
が
あ
っ

た
。
江
戸
の
民
衆
が
競
っ
て

富
士
山
に
向
か
う
瀬
戸
道
は

大
層
な
賑
わ
い
で
あ
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
。
そ
の
賑
わ
い

は
明
治
三
十
六
年
の
中
央
線

の
東
京
、
甲
府
間
の
開
通
を

も
っ
て
様
相
が
変
わ
っ
た
が
、

小
金
沢
の
原
生
林
か
ら
伐

採
・
搬
出
さ
れ
た
ケ
ヤ
キ
、

シ
オ
ジ
、
ツ
ゲ
ブ
ナ
、
ミ
ズ

ナ
ラ
等
の
木
材
は
そ
の
優
れ

た
高
質
な
木
材
と
し
て
高
く

評
価
さ
れ
長
い
間
地
域
経
済

を
潤
し
て
来
た
。

　
さ
て
、
そ
の
狭
隘
な
し
か

も
急
峻
な
土
地
の
下
瀬
戸
か

ら
上
和
田
ま
で
の
総
延
長
八

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
今
ま
で
の

狭
い
道
を
拡
幅
し
又
新
道
を

開
削
す
る
工
事
に
果
敢
に
取

り
組
ん
だ
人
物
が
い
た
。
そ

れ
は
大
石
太
左
衛
門
と
い
う

人
で
あ
る
。
太
左
衛
門
は
瀬

戸
の
中
程
の
井
戸
地
部
落
よ

り
上
に
三
百
メ
ー
ト
ル
も

登
っ
た
麓
山
と
い
う
部
落
で

「
上
の
こ
っ
ち
」
と
い
う
屋

号
で
呼
ば
れ
て
い
る
大
石
家

で
あ
る
。
大
石
家
は
代
々
名

主
を
務
め
現
在
の
戸
主
大
石

芳
治
氏
で
十
六
代
の
系
図
の

あ
る
地
域
の
立
派
な
家
柄
で

あ
る
。
太
左
衛
門
は
天
保
四

年
（
一
八
三
四
年
）
生
れ
で

死
亡
は
明
治
二
十
三
年
（
一

八
九
一
年
）
享
年
五
十
七
歳

で
あ
っ
た
。

　
大
石
太
左
衛
門
を
大
世
話

人
と
す
る
道
路
の
大
工
事
は

平
坦
地
は
少
な
く
、
そ
の
難

工
事
た
る
や
上
平
、
吉
平
間

の
カ
ワ
ラ
ザ
ス
、
吉
平
、
草

木
間
の
シ
ン
ド
ウ
、
オ
オ
ワ

沢
、
草
木
井
戸
地
間
の
ナ
ガ

レ
、
オ
モ
レ
、
中
風
呂
の
イ

シ
ガ
ミ
ド
等
切
り
立
っ
た
険

し
い
崖
だ
ら
け
の
そ
れ
は
そ

れ
は
筆
舌
に
尽
く
し
難
い
難

工
事
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
難
工
事
は
明
治
十
年
頃

よ
り
山
梨
県
の
指
導
の
も
と

に
突
貫
工
事
が
地
域
住
民
の

努
力
に
よ
り
進
め
ら
れ
、
一

応
の
完
成
を
見
た
の
は
明
治

二
十
四
年
で
十
余
年
の
歳
月

を
経
た
難
工
事
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
も
幾
度
と
な
く
さ
ら

な
る
拡
幅
工
事
及
び
整
備
が

さ
れ
て
今
日
の
道
路
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　
道
路
開
削
に
係
る
収
入
支

出
の
明
細
簿
を
見
る
と
瀬
戸

組
有
志
、
駒
宮
組
有
志
、
西

原
村
有
志
、
小
菅
村
有
志
、

浅
川
組
有
志
、
賑
岡
村
有
志

等
の
多
額
な
寄
付
金
が
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
あ
っ

て
西
原
村
有
志
、
小
菅
村
有

志
の
寄
付
金
が
大
変
多
額
の

金
額
で
記
録
さ
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
瀬
戸
道
は
明
治
・

大
正
・
昭
和
、
西
原
村
、
小

菅
村
の
人
々
に
と
っ
て
佐
野

峠
、
松
姫
峠
を
越
え
て
往
来

す
る
街
道
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
佐
野
峠
は
昭
和
三
十

年
代
ま
で
車
の
通
行
が
で
き

な
い
県
道
と
言
わ
れ
て
い
た
。

な
に
し
ろ
明
治
も
遠
き
に
な

り
で
現
在
の
当
主
大
石
芳
治

氏
に
と
っ
て
も
太
左
衛
門
は

吉
太
郎
、
福
文
、
芳
貞
、
芳

治
と
五
代
前
に
な
り
百
二
十

年
前
に
遡
る
わ
け
で
あ
り
家

族
に
と
っ
て
も
先
祖
の
言
い

伝
え
も
乏
し
く
、
し
か
し
な

が
ら
太
左
衛
門
を
大
世
話
人

と
す
る
道
路
開
削
工
事
は
寄

付
金
の
調
達
、
土
地
交
渉
等

そ
の
労
苦
は
尋
常
で
は
無
　

か
っ
た
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
。

　
親
族
の
話
を
伺
う
中
で
太

左
衛
門
が
土
地
を
提
供
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
人
達
か
ら

罵
声
を
あ
び
せ
ら
れ
た
り
、

石
を
投
げ
ら
れ
た
り
の
抵
抗

に
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
苦

労
を
し
て
ま
で
と
い
う
家
族

の
話
し
の
中
に
あ
っ
て
も
太

左
衛
門
は
人
は
一
代
で
終
わ

る
が
名
は
末
代
ま
で
残
る
と

い
っ
て
家
族
の
意
見
を
聞
き

入
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
意
志

た
る
や
部
落
の
人
々
の
経
済

的
、
生
活
環
境
の
向
上
の
た

め
に
そ
の
信
念
に
燃
え
た

ぎ
っ
た
太
左
衛
門
の
生
き
様

を
想
像
す
る
だ
け
で
感
謝
の

気
持
ち
が
わ
い
て
く
る
。

　
道
路
開
削
の
難
工
事
を
進

め
る
に
あ
た
っ
て
太
左
衛
門

は
名
主
を
し
て
い
た
家
柄
で

瀬
戸
地
域
に
多
く
の
土
地
を

所
有
し
て
お
り
親
戚
も
多
く

上
平
、
吉
平
に
も
大
石
家
の

分
家
が
あ
る
こ
と
か
ら
し
て

も
推
測
で
き
る
。
そ
し
て
土

地
の
提
供
及
び
交
渉
に
全
身

全
霊
で
傾
注
し
た
。
と
も
あ

れ
私
達
が
日
常
な
に
も
思
わ

ず
当
た
り
前
に
車
で
通
行
し

て
い
る
道
路
も
長
い
歴
史
の

中
で
こ
う
し
た
太
左
衛
門
や

世
話
人
を
は
じ
め
と
す
る
大

勢
の
地
域
に
根
ざ
し
た
先
達

の
人
々
の
労
苦
が
あ
っ
た
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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瀬
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面

明
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廿
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者
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力
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大石太左衛門の顕彰碑（金龍寺入口）


