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「
会
報
の
発
行
」

に
つ
い
て

会
長

　

神
谷
　
和
孝

会
員

の
皆
様
、
今
回
の
会
報
読
ん
で
下

さ

っ
た
後

の
感
想
如
何
で
し
ょ
う
か
。

前
回

（
三
十
号
）
か
ら
体
裁
を
改
め
、

今
ま
で
手
づ
く
り
で
あ

っ
た
も
の
を
、
印

刷
所

で
印
刷
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ

の
経
過
と
か
、
改
め
た
動
機

に
つ
い
て
は

前
回
詳
わ
し
く
記
し
た
心
算
で
す
。
た
だ
、

前
回
、
紙
面

の
都
合

で
省
略
し
た
内
容
を

今
回
記
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

第

二
十
九
号
ま
で
は
会
報
編
集
部
が
総

て
責
任
を
持

っ
て
、
色
々
の
苦
労
を
重
ね

な
が
ら
編
集
を
し
た
上
で
発
行
し
て
い
ま

し
た
が
、
三
十
号
か
ら
は
、
と
言
う
よ
り
、

今
年
度
か
ら
は
評
議

会
の
委
員

の
皆
ん
な

で
、
協
力
し
て
会
報
を
編
集
し
よ
う
と
言

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

（
最
終
的
な
段

階
で
は
種
本
実
氏

の
手
を
わ
ず
ら
わ
す
こ

と
に
な
り
ま
し
た
が
）
会
長

の
私
も
編
集

の
段
階
か
ら
た
ず
さ
わ
る
こ
と
に
な
り
、

実
際
に
紙
面
を
埋
づ
め
て
い
く
作
業
を
す

る
な
か
で
、
今
ま
で
の
会
報
発
行
の
作
業

に
あ
た

っ
て
お
ら
れ
た
方
々
の
苦
労
が
よ

く
わ
か
り
ま
し
た
。
限
ら
れ
た
紙
面
を
原

稿
で
埋
め
れ
ば
済
む
と
言
う
、
そ
ん
な
単

純
な
仕
事

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
少
し
で
も

面
白
く
皆
様

に
読
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う

集
め
ら
れ
た
原
稿

の
配
置
を
考
え
た
り
、

依
頼
し
て
い
た
原
稿
が
期
日
ま
で
に
出
ず

に
、
そ
れ
を
ど
う
言
う
内
容

で
埋
め
よ
う

と
か
、
編
集

に
は
実
際
に
た
ず
さ
わ

っ
て

み
な
い
と
理
解
出
来
な
い
よ
う
な
大
変
な

労
力
が
い
る
こ
と
を
、
会
員

の
皆
様

に
は

是
非
知

っ
て
い
た
だ
き
た
い
も

の
で
す
。

た
だ
、
決
し
て
苦
労

の
押
し
売
り
を
し
て

い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
皆
様

に
お
願

い
し
た
い
こ
と
は
、
皆
様

の
手

で
こ
の
会

報
を
作

っ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

会
報
は
会
員

の
意
見
の
交
換
の
場
、
研
究

と
言

っ
た
ら
大
ゲ
サ
に
な
る
の
で
調
ら

べ

た
こ
と
、
興
味
を
持

っ
て
い
る
こ
と
の
発

表

の
場
之
理
解
し
て
い
た
だ
き
、
ど
ん
ど

ん
投
稿
し
て
下
さ
い
。
皆
様

の
そ
の
よ
う

な
原
稿
が
ふ
え
た
ら
、
編
集

の
作
業
も
本

当
に
楽
し
い
仕
事
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

今
回
、
五
月
五
日
の
「
親
子
で
古
墳
め
ぐ

り
」
の
参
加
者
の
原
田
君
姉
弟
が
感
想
を

寄
せ
て
呉
れ
ま
し
た
。
本
当
に
嬉
れ
し
か

っ
た
で
す
。

重
ね
て
お
願
い
し
ま
す
が
、

「
歴
史

」
の

分
野
に
こ
だ
わ
ら
な
い
で
、
ど
ん
な
内
容

で
も
結
構
で
す
。
皆
様
の
原
稿
を
首
を
長

く
し
て
待

っ
て
い
ま
す
。

会
報

へ
の
要
望

郷
土
史
愛
好
家

Ａ

「
備
陽
史
探
訪
の
会
に
対
し
何
か
意
見
・

要
望
を
書
い
て
ほ
し
い
」
と
言
わ
れ
私
と

し
て
は
以
前
よ
り
常
々
思
っ
て
い
た
「
会

報

」
へ
の
要
望
を
書
く
こ
と
に
し
た
。

私
の
要
望
を

一
言
で
言
え
ば
、
″
会
報

に
も

っ
と
会
員
の
知
識

（む
ろ
ん
郷
土
史
）

の
向
上
に
役
立
つ
内
容
の
も
の
を
と
り
入

れ
て
欲
し
い
″
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
備

探

」
に
入
会
し
て
い
る
人
は
老
若
男
女
、

郷
土
史
に
詳
し
い
人
、
知
識
の
浅
い
人
等

さ
ま
ざ
ま
な
人
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し

い
ず
れ
も
郷
土
史
の
好
き
な
人
、
よ
り
詳

し
く
知
り
た
い
と
い
う
人
達
で
あ
ろ
う
。

私
自
身
最
近
か
じ
り
始
め
た
ば
か
り
で
あ

ま
り
よ
く
知
ら
な
い
。
自
分
で
調
べ
た
り

勉
強
す
れ
ば
よ
い
が
忙
し
く
て
、
　
３
口葉

を
変
え
る
と
横
着
だ
か
ら
）
な
か
な
か
出

来
な
い
。
講
演
会
や
現
地
探
訪
に
も
あ
ま

り
出
席
で
き
な
い
。

こ
う
い
う
私
の
様
な
会
員
の
方
も
沢
山

お
ら
れ
る
と
思
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
私
の

よ
う
に
レ
ベ
ル
の
低
い
会
員
の
レ
ベ
ル
向

上
に
役
立

つ
「
会
報

」
に
し
て
欲
し
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
会
員
全
体
の
レ
ベ
ル
向

上
が
、
や
が
て
会
の
レ
ベ
ル
向
上
、
発
展

に
つ
な
が
る
と
思
う
の
で
す
が
…
。
具
体

的
に
は
会
員
の
レ
ベ
ル
向
上
の
為
の
「
郷

土
史
講
座

」

（仮
題
）
を
設
け
る
。
そ
の

内
容
は
、
人
間
的
な
も
の
か
ら
だ
ん
だ
ん

高
度
な
も
の
へ

（郷
土
史
書
に
は
ど
ん
な

も
の
が
あ
る
か
と
か
、
こ
う
い
う
こ
と
は

こ
の
本
を
読
め
ば
よ
い
と
か
、
古
文
書
の

読
み
方
と
か
）
。

古
代
か
ら
近
世
ま
で
の
郷
土
史
シ
リ
ー
ズ
。

備
後
の
人
物
史
シ
リ
ー
ズ
。
又
断
編
的
な

形
よ
り
、
シ
リ
ー
ズ
で
流
れ
に
沿

っ
た
、

（
つ
ま
り
歴
史
の
）
形
に
し
た
方
が
よ
い
。

以
上
好
き
勝
手
な
事
を
書
き
連
ね
ま
し
た

が
、
会
と
会
報
の
発
展
を
願

っ
て
の
も
の

で
あ
り
御
理
解
願
い
た
い
。
実
行
の
む
ず

か
し
い
要
望
も
か
な
り
あ
る
と
思
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
私
の
「
案

」
で
あ
り
、
編
集

部
の
方
で
や
り
や
す
い
形
で
進
め
て
も
ら

え
れ
ば
幸
い
で
あ
り
ま
す
。
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会

へ
の
要
望

小
林
　
田
鶴
子

紫
陽
光

の
美
し
い
頃
と
な
り
ま
し
た
。

皆
様
お
元
気

で
い
ら

っ
し

ゃ
い
ま
す
か
。

こ
の
度
、
会

の
方
え
、
何
か
希
望
が
あ
れ

ば
、
書

い
て
は
と
、
言

っ
て
下
さ

い
ま
し

た
の
で
、
私
個
人

の
我
儘
な
お
願

い
を
書

い
て
い
る
と
、
御
笑
読
下
さ
い
ま
せ
。

文
才

の
な
い
私
が
ペ
ン
を
執
り
さ
て
と
ノ

何
と
お
願

い
を
し
ま
し
ょ
う
か
と
、
迷

い

ま
し
た
。

あ
ち
ら
こ
ち
ら

の
山
城
跡

や
、
古
墳

の
見

学
、
勉
強
を
、
楽
し
く
足
元
も
軽
く
命

の

綱

の
弁
当
を
し

っ
か
り
と
手

に
、
皆
様
に

遅
れ
て
は
な
ら

ぬ
、
皆
様

の
、
手
足
纏
い

に
な

っ
て
は
な
ら

ぬ
と
、
頑
張

っ
て
ま
い

り
ま
し
た
。

だ
が
年
は
取
り
た
く
な
い
も

の
で
す
。

翌
日
も
翌

々
日
も

い
さ

ゝ
か
グ

ロ
ッ
キ
ー

と
な
り
ま
す
次
第

で
す
。
そ
こ
で
お
願
い

が
ご
ざ

い
ま
す
。

会
員

の
中
に
は
若

い
人
が
沢
山

い
ら

っ
し

ゃ
い
ま
す
が
、
御
年
配

の
同
好

の
方
達
も

多
く
、
頭

や
体

の
　
健
康

の
為
に
参
加
を

し
て
い
ら

っ
し

ゃ
る
方
も
、
居
ら
れ
る
と

思
い
ま
す
。

細
く
楽
し
く
長
が
―
く
続
く
勉
強
会

に
し

て
、
戴
け
れ
ば
幸
せ
と
思

い
ま
す
。

先
方
さ
ん
が
逃
げ
な
い
の
で
す
か
ら
、

ハ
ー
ド
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
の
見
学
に
し
な
い

で
、
同
方
面
で
も
、
何
回
に
も
分
け
て
じ

っ
く
り
と
勉
強
を
さ
し
て
頂
け
ば
、
右
の

耳
か
ら
左
の
耳
に
超
特
急
に
通
過
を
し
な

い
で
、
少
し
は
頭
の
中
に
途
中
下
車
を
し

て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
？
と
、
愚
鈍
な

私
は

一
人
言
を
こ
ぼ
し
て
い
ま
す
。

ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
を
組
ん
で
い
ら

っ
し
ゃ

る
役
員
の
方
々
、
御
迷
惑
と
思
い
ま
す
が

も
し
も
私
と
同
じ
よ
う
な
考
え
の
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
、
御

一
考
の
余
地

を
、
お
願
い
し
ま
す
。
勝
手
な
事
を
申
し

て
済
み
ま
せ
ん
が
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

ま
す
。

会
の
ま
す
ま
す
の
発
展
と
皆
様
の
御
健

康
を
、
お
祈
り
申
し
ま
す
。

古
墳
め
ぐ
り
を
し
て

原
田
　
由
起
乃

私
は
本
物

の
古
墳
を
見
る
の
は
初
め
て

で
す
。
学
校

の
教
科
書
や
資
料
集
に
出
て

い
た
写
真

で
し
か
、
見
た
こ
と
が
な
か

っ

た
の
で
、
と
て
も
楽
し
み
で
し
た
。

最
初
見
に
行

っ
た
古
墳
は
、
盛
土
が
な

く
、
私

の
思

っ
て
い
た

（仁
徳
天
皇
陵
）

の
と
は
全
然
ち
が
い
ま
し
た
。
説
明

の
先

生
は
円
墳
だ
と
言
わ
れ
た
け
ど
も
、
ち

っ

と
も
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
に
音

の
人
は
、
今

の
よ
う
に
便
利

な
道
具
は
な
い
の
に
、
石
室
に
使

っ
て
あ

る
石
は
、
凹
凸
が
あ
ま
り
な
く
、
表
面
が

き
れ
い
で
し
た
。

私

の
身
長

の
三
倍
ぐ
ら
い
あ
る
大
き
な

石
を
ど
う
や

っ
て
山

の
上
ま
で
上
げ
た
ん

だ
ろ
う
。
盛
土
の
土
が
六
世
紀

に
作
ら
れ

た
も

の
だ
と
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

千
四
〇
〇
年
以
上
も
た

っ
た
今

で
も
、
そ

の
形
が
少
し
で
も
は

っ
き
り
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
古
墳
が
強
く
固
め
ら
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
ん

な
に
固
く
ど
う
や

っ
て
固
め
た
ん
だ
ろ
う
。

古
墳
時
代

の
人
は
、
大
き
な
古
墳
を
作

っ

た
ん
だ
か
ら
、
今

の
人
と
同
じ
か
そ
れ
以

上
の
ち
え
を
持

っ
て
い
た
ん
だ
ろ
う
と
思

い
ま
し
た
。

原
田
　
君
平

ぼ
く
は
、
こ
ふ
ん
め
ぐ
り
で
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
を
ま
な
び
ま
し
た
。

た
と
え
ば
強
か

っ
た
人
や
、
身
分

の
高

い

人
じ

ゃ
な
い
と
そ
う
こ
ふ
ん
は
作
ら
れ
な

い
、
と
か
で
す
。
ぼ
く
は
、
近
く
に
こ
ん

な
に
古

ふ
ん
が
あ
る
と
は
知
ら
な
か

っ
た

し
、
こ
ん
な
に
い
っ
ぱ
い
あ
る
ん
だ
な
あ

と
び

っ
く
り
し
ま
し
た
。

そ
れ
と
こ
ふ
ん
の
大
き

い
の
は
近
く
に
あ

る
町
が
み
わ
た
せ
る
よ
う
に
作

っ
て
あ
り

ま
し
た
。

こ
ふ
ん
に
入
る
人
は
、
た
い
て
い
そ
こ
を

お
さ
め
て
い
た
え
ら
い
人

や
そ
こ
の
長
者

さ
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
こ
ふ

ん
に
は
、
た
て
あ
な
式
せ
き
し

つ
と
横
あ

な
式
せ
き
し

つ
と
は
こ
式
せ

っ
か
ん
と
ね

ん
ど
か
く

の
四
し
ゅ
類
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。

ぼ
ぐ
は
、

い
く

つ
も

の
山
を
あ
る
き
回

っ

て
と
て
も

つ
か
れ
た
け
ど
、
そ
の
中
で
い

ろ
い
ろ
勉
強

に
な

っ
た
こ
と
や
、
楽
し
か

っ
た
こ
と
が
あ

っ
た
の
で
、
ま
た
今
度
も

い
き
た
い
で
す
。

好
き
好
き
福
山
城
（天
守
篇
）

―
天
守

に
も

一
度
覆
面
を
―

吉
田
　
左
京
助

「
わ
―
、
な
に
こ
れ
？
断
食
し
た
名
古

屋
城
み
た
い
。
無
個
性
ね
―
己
　
そ
う
だ

そ
う
だ
。
実
際
今
の
天
守
は
没
個
性
的
な

建
築
だ
と
思
う
し
、
だ
か
ら
人
気
も
無
い
。

日
本
の
お
城
ベ
ス
ト
ー０
を
や
っ
た
ら
”
位

に
も
入
れ
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
。
元
和
年

間
と
い
う
、
築
城
技
術
が
完
成
し
た
時
代

の
建
築
だ
け
に
、
そ
つ
な
く
ま
と
ま
っ
て

る
け
ど
、
反
面
型
式
的
で
面
白
味
に
欠
け
、

家
柄
の
良
い
、
ひ
弱
な
武
士
　
と
い
っ
た

イ
メ
ー
ジ
な
の
で
す
。
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お
隣

の
岡
山
城
が
、

ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な

外
観
な
が
ら
、
荒
々
し
い
野
武
士
を
街
彿

と
さ
せ
る
姿

で
、
鳥
城

の
別
名

で
全
国
の

人
か
ら
親
し
ま
れ
て
る
の
に
比

べ
る
と
、

残
念
だ
し
寂
し
い
の
で
す
。
ク
ラ
ス
の
人

気
者
に
は

ア
ダ
名
が

つ
く
。
優
等
生
は
人

気
者

に
は
な
れ
な
い
。
こ
の
真
理
か
な
あ
。

で
は
福
山
城
は
人
気
者
に
は
な
れ
な
い

の
だ
ろ
う
か
？
否
、
古
写
真
を
見
た
ま
え
。

焼
け
る
前

の
天
守
に
は
、
ど
こ
に
も
な
い

個
性
が
あ

っ
た
。
五
階

の
高
欄
を
ぐ
る
り

と
囲
む
雨
覆
い
と
、
北
側

の
壁
面
に
打
ち

付
け
で
あ

っ
た
鉄
板
だ
。

雨
覆

い
は
、
あ
た
か
も
覆
面
を
し
た
よ

う
な
外
見
で
、
天
守

の
姿
を
引
き
締
め
、

武
骨

に
見
せ
て
い
た
。
こ
れ
は
吹
き
込
む

雨
風
で
望
楼
が
腐
朽
す
る
の
を
防
ぐ
為
あ

と
で
加
え
ら
れ
た
物
と
さ
れ
る
が
、
案
外

外
見
を
い
か
め
し
く
す
る
為

に
作
ら
れ
た

の
で
は
な
い
か
。

戦
後

の
再
建

で
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
戻
す

と

い
う
事

で
取
り
払
わ
れ
、
あ
た
か
も

「
覆
面
取

っ
た
怪
傑
ゾ

ロ
」
と
い
っ
た
間

の
抜
け
た
顔
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
北

の

鉄
板
を
再
現
し
な
か

っ
た
の
も
、

ノ
ン
オ

リ
ジ
ナ
ル
で
間
違

い
と
思
う
。

「
わ
―
、
こ
れ
が
有
名
な
覆
面
城
、
福

山
城
ね
。
高
貴
な
、
そ
れ
で
い
て
凛
々
し

い
お
姿
。
好
き
′

」
と
言
わ
れ
る
よ
う
、

戦
前

の
姿

に
戻

そ
う
。
多
少
展
望
は
悪
く

な
る
け
ど
、
ど
こ
に
も
な
い
外
見
に
す
る

事
が
市
民

の
お
城

へ
の
愛
着
を
増
し
、
観

光
客

に
も

ア
ピ
ー
ル
す
る
と
思
う
ん
だ
け

ど
。
牧
本
さ
ん
？

我
町
の
史
跡

足
利
房
丸
と
百
谷

田
口
　
義
之

各
地
の
歴
史
を
訪
ね
て
い
る
と
、
時
に

不
思
議
な
人
物
に
出
会
う
こ
と
が
あ
る
。

現
福
山
市
加
茂
町
百
谷
周
辺
に
遺
跡
と
伝

説
を
残
す
足
利
右
門
大
夫
房
丸
も
そ
の

一

人
で
あ
る
。

足
利
房
丸
　
さ
て
、
こ
の
人
物
に
就
い
て

近
世
の
記
録
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
八
幡
太
郎
義
家
二
代
後
胤
足
利
陸
奥
判

官
義
康
十

一
世
足
利
朝
経
聟
同
豊
後
守
義

範
実
者
征
夷
大
将
軍
従
三
位
義
澄
嫡
子
也

則
義
範
二
男
足
利
豊
後
守
右
門
大
夫
源
三

位
房
丸

」

要
す
る
に
一房
丸
は
足
利
十

一
代
将
軍
義

澄
の
孫
に
あ
た
る
人
物
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
本
当
な
ら
ば
誠
に
や
ん
ご
と
な
き

人
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
地
に
は

房
丸
の
伝
承
だ
け
で
な
く
関
連
す
る
遺
跡

も
点
々
と
残

っ
て
い
る
。

房
丸
神
社
　
旧
村
社
。
房
丸
の
霊
を
祭
る
。

東
城
行
の
パ
ス
に
乗
り
、

「
真
光
寺
下
」

で
降
り
る
と
　
谷
中
の
小
丘
に
鳥
居
が
望

ま
れ
る
。
社
殿
に
登
る
石
段
は
急
で
あ
る
。

房
丸
の
墓
　
「
真
光
寺
下

」
バ
ス
停
か
ら

千
米
下

っ
て
西
方
の
山
中
に
入
る
と
、
旧

庄
屋
百
谷
家
の
墓
地
が
あ
る
が
、
こ
の
中

に

一
段
高
く
、
三
基
の
自
然
石
の
墓
が
あ

る
。
そ
の

一
つ
が
房
丸
の
墓
で
碑
面
に
、

永
禄
二
年
　
足
利
右
門
大
夫
房
丸

智
泉
院
殿
澤
名
心
大
居
士

未
五
月
六
日

と
あ
る
。

房
丸
屋
敷
　
又
、
房
丸
の
墓
は
元
々
こ
こ

よ
り
数
百
米
北
の
「
房
丸
屋
敷

」
と
呼
ば

れ
る
地
に
あ
っ
た
と
い
う
。
現
在
そ
こ
は

国
道

一
八
二
号
線
の
敷
地
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
が
か
つ
て
は
平
坦
な
屋
敷
跡
で
あ

っ

た
と
い
う
。

龍
田
神
社
　
百
谷
か
ら
北
に

一
山

一
谷
越

え
る
と
北
山
芋
原
で
あ
る
。
こ
の
地
の
産

土
神
竜
田
神
社
も
房
丸
と
関
係
が
深
い
。

社
伝
に
よ
る
と
、
房
丸
の
宝
剣
竜
田
丸
が

御
神
体
で
、
寛
文
二
年
の
創
建
と
い
う
。

開
拓
者
達
　
房
丸
の
伝
承
が
真
実
な
ら
大

変
な
こ
と
で
あ
る
。
足
利
将
軍
家
の
系
図

を

一
部
改
変
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
房
丸
神
社
と
い
い
、
そ
の
墓
と
い

い
ま
ん
ざ
ら
仮
空
の
人
物
で
は
な
さ
そ
う

で
あ
る
。　
一
説
に
房
丸
は
宝
町
幕
府
の
管

領
斯
波
氏
の
子
孫
と
も
い
う
。

多
分
房
丸
は
高
貴
な
血
を
引
く
人
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
宝
町
末
期

の
戦
乱
を
避
け
、
こ
の
地
に
土
着
し
た
。

伝
え
に
よ
る
と
房
丸
は
家
臣
十
人
と
共

に
百
谷
の
地
を
開
き
田
畑
と
し
て
い
っ
た

と
い
う
。

百
谷
は
そ
の
名
の
通
り
山
間
の
ヤ
セ
地

で
あ
る
。
房
丸
達
の
苦
労
は
並
大
低
の
こ

と
で
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

房
丸
の
こ
の
事
業
は
村
民
の
強
く
記
憶

す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
や
が
で
神
と
祭
ら

れ
た
。

百
谷
の
人
々
に
と

っ
て
房
丸
は
開
拓
者

な
の
で
あ
る
。

（筆
者
は
多
治
米
の
住
人
　
本
来
多
治
米

の
史
跡
を
紹
介
す
べ
き
で
あ
る
が
、
千
拓

地
の
た
め
何
も
な
い
。
そ
こ
で
先
祖
の
地

百
谷
を
取
り
上
げ
た
。
読
者
の
宥
怒
を
乞
）
。

私
の
好
き
な
も
の
Ｉ

（
漫
画
）

棗
田
　
東
国

私
と
浸
画
と
の
つ
き
合
い
は
古
い
。
歴

史
の
知
識
は
あ
ま
り
無
い
が
漫
画
に
関
し

て
な
ら
、
も
し
も
語
る
に
足
る
相
手
さ
え

い
る
な
ら
夜
を
徹
し
て
で
も
話
題
は
尽
き

ぬ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
最
近
は
仕
事

が
忙
し
い
の
で
ま
ま
な
ら
ぬ
が
結
婚
以
前

は
十
種
類
位
の
週
間
誌
を
欠
か
さ
ず
読
ん

づ
い
た
。
気
に
な
る
の
で
あ
る
。
何
故
こ

の
様
に
私
が
い
い
年
し
て
浸
画
の
呪
縛
か

/ク
'
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ら
逃
れ
ら
れ
な
い
か
と
言
え
ば
日
本
の
漫

画
は

「
成
長
す
る
漫
画
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

多
く
の
漫
画
誌
は
『
少
年
○
○
』
と
銘
打

ち
、
執
筆
者
も
あ
た
か
も
子
供
を
対
象
に

し
て
い
る
か
の
如
き
発
言
を
す
る
が
実
は

大
違
い
。
∞
年
代
初
頭
に
「
第
何
次

」
か

の
漫
画
ブ
ー
ム
が
あ
り
、
以
来
出
版
社
も

漫
画
家
も

「
そ
の
時
の
少
年

」
層
の
み
を

対
象
と
し
て
そ
の
成
長
に
合
わ
せ
て
自
ら

を
変
容
さ
せ
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

ま
さ
し
く
日
本
の
み
の
特
殊
現
象
で
あ
り
、

外
国
で
は
こ
う
は
い
か
な
い
。
外
国
漫
画

の
対
象
は

一
定
年
齢
内
に
あ
る
少
年
で
あ

り
、
彼
ら
は
成
長
す
る
と
共
に
漫
画
か
ら

離
れ
て
ゆ
く
。
故
に
そ
こ
に
は
「
意
識
的

に
成
長
し
な
い
漫
画
」
と
い
う
も
の
が
キ

チ
ン
と
守
ら
れ
て
い
る
訳
だ
。

（
こ
の
日

本
漫
画
の
伝
統
を
近
年
か
な
ぐ
り
捨
て
た

の
が

『
少
年
ジ
ャ
ン
プ

』
で
あ
り
、
同
誌

は
こ
の
故
に
全
く
面
自
く
な
い
）

さ
て
幸
か
不
幸
か
こ
の
「
浸
画
世
代

」

の
み
を
追
い
続
け
た
結
果
、
日
本
漫
画
は

∞
年
～
Ю
年
に
か
け
て
の
時
代
の
高
揚
を

我
が
も
の
と
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
れ

は
普
通
考
え
ら
れ
る
様
に
現
実
を
模
写
し

た
り
解
説
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で

は
な
く
読
者
の
日
々
の
哀
歓
と
深
い
と
こ

ろ
で
繋
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

最
近
漫
画
は
馬
鹿
に
さ
れ
て
い
る
。
い

や
漫
画
は
昔
か
ら
馬
鹿
に
さ
れ
て
来
た
の

だ
が
最
近
の
は
タ
チ
が
悪
い
。
い
や
し
く

も
漫
画
様
が
「
教
育

」
な
ん
ぞ
に
利
用
さ

れ
る
な
ん
で
衰
退
こ
こ
に
極
ま
れ
り
、
か

つ
て
の
漫
画
の
質
の
高
さ
を
知
る
も
の
に

と
っ
て
は
悔
し
い
限
り
で
あ
る
。
何
の
話

か
と
言
え
ば
、
例
え
ば

『
ま
ん
が
福
山
の

歴
史

』
だ
。
私
の
瞥
見
し
た
と
こ
ろ
で
は

こ
の
本
は
単
に
文
章
を
絵
で
書
い
た
と
い

う
だ
け
の
も
の
で
と
で
も
漫
画
の
名
に
値

し
な
い
。

「
漫
画
は
初
心
者
や
子
供
に
も

解
り
易
く
知
識
を
伝
え
る
有
効
な
手
段
で

す

」
と
で
も
言
う
の
だ
ろ
う
が
、
こ
う
い

っ
た
発
想
程
漫
画
的
な
る
も
の
か
ら
遠
い

も
の
は
な
い
。
漫
画
は
野
卑
で
反
社
会
的

で
ケ
チ
な
市
民
権
な
ぞ
ほ
し
が
っ
て
は
い

な
い
。
だ
け
れ
ど
も
そ
う
い
っ
た
眼
に
よ

っ
て
し
か
見
え
な
い
、
ま
た
書
き
き
れ
な

い
真
実
と
い
う
の
も
こ
の
世
に
は
多
い
は

ず
で
あ
る
。

備
後
の
古
墳
シ
リ
ー
ズ
①

曽
根
田
白
塚
古
墳

福
山
市
芦
田
町
下
有
地
久
田
谷

本
古
墳
は
標
高
約

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

尾
根
頂
上
付
近
の
丘
陵
斜
面

に
営
ま
れ
た

径
約
十

二
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
約
三
メ
ー
ト

ル
の
円
墳
で
あ
る
。
封
土
は
早
く
よ
り
流

失

し
た
上
に
石
室

の
前
方
部
約
三

メ
ー
ト

き 底 が す  長 孤 が れ 切 底 て  の 八 一 高 の 識 せ て 面 び Sは り い 岩 て ル
め 部

｀
る 時 的 立 え て 石 石 主 以 石 一 。 さ が し る い は 天 一 長 狭 る 切 い 余

の に 主 終 期 で し る い を が 体 上 を メ ニ は ひ て 様 る 左 井 。 さ い 横 石 る り
点 床 体 末 的 あ た 点 る 用 な 部 の 配 l二 不 と い に が 右 は 三 二 石 口 で

°
は

で 石 部 期 に る 存
｀
点 い い が 様 し ト メ 明 つ る 亀

｀
と 一 二 ・ 椰 式 石 主 既

｀
が の 古 は

゜
在 又

｀ ｀
点 大 に て ル !だ の

°
裂 右 も 枚 メ ー を 石 面 体 に

新 な 形 墳
｀ で

｀
左 表

｀
き 本 い

｀
卜 が 特 又 を 側 に 石 |九 つ 椰 加 部 破

市 く 態 と 横  あ 周 右 面 硬 い 古 る 左 ル ｀
長

｀
入 は 二 を ト メ く で 工 は 壊

豚 磐 禦 ¥異  魚 麗 霧 型 5良 :° 高 椙 墨
貫

署
■

戻 ち 婿 修 |ぞ 裏 質 麗 え

大 欅 出 と 石  な 古 の が 高 横
｀ 壁 一 部 そ が 左 石 つ し 計 ル い 道 好 開 て

佐 幅 か ら 椰  ど 墳 意 良 い 口 墳  と ・ で の 存 右 を を て り
｀

る 部 に 口 小
山 が ら え を  に が 匠 好 花 式 径  も 八 は 為 在 対 二 組 い

｀
幅

°
の な す 径

自 や
｀

ら 主  於 な が に 高 石 に  に S現 に し 称 枚 み る 奥 一 石 奥 ら る に
塚 や 石 れ 体  て く う な 岩 椰 比  二 一 高 元 な を に 合

°
壁 ・ 椰 に ん 花 な

と 大 椰 る と  特
｀
か さ の で し  個 ・ の い 意 み せ 側 及 二 部 よ で 聞 つ

猪
の
子

一
号
古
墳
と
の
間
を
埋
め
る
存
在

と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
名
称
に
つ
い
て
も
、
切
石
の
間

隙
に
漆
喰
が
埋
め
ら
れ
て
い
た
為

「
自
塚
」

と
の
名
称
が
与
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

∧
交
通
∨

中
国
バ
ス
福
山
杵
磨
線
　
有
磨
小
学
校

前
下
車
。
久
田
谷
方
面

へ
の
道
を
北
行

し
て
久
田
谷
に
出
る
。
右
手
の
丘
陵
下
の

内
田
保
氏
宅
左
の
山
道
を
左
丘
陵
に
沿

っ
て
尾
根
上
ま
で
登
り
、
東

へ
の
び
る

尾
根
を
登
る
。
看
板
あ
り
。

∧
参
考
文
献
∨

①
芸
備
文
化
第
七
号

「
備
後
に
於
け
る
三

個
の
特
殊
石
室
墳

」

府
中
高
校
地
歴

部

・
豊
元
国

②
芸
備
第
九
集
　
「
広
島
県
の
主
要
古
墳
」

脇
坂
光
彦

備
陽
史
探
訪

備
中
高
梁

へ
の
旅

後
藤
　
匡
史

六
月
二
十
二
日
梅
雨
空
の
も
と
、
臨
時

例
会
と
し
て
、
岡
山
県
高
梁
市
に
あ
る
備

中
松
山
城

へ
行

っ
た
。

福
山
駅
か
ら
倉
敷

へ
、
そ
こ
か
ら
伯
備
線

に
乗
り
か
え
て
、
備
中
の
母
な
る
河
、
高

梁
川
に
そ
っ
て
車
中
で
は
、
思
い
思
い
に

ング /
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話
に
夢
中
と
な

っ
て
、
時

々
田
植
え
の
終

っ
た
水
田
を
見
な
が
ら
の
旅

で
あ
る
。

高
梁

の
駅

に
着

い
て
、
ふ
と
見
る
と
、
前

面

に
牛

の
臥
し
た
様
な
形
か
ら
臥
牛
山
と

呼
ば
れ
る

（標
高
四
二
〇
Ｍ
）
な
ん
で
も

日
本
で

一
番
高

い
所
に
あ
る
城
と
云
う
。

そ
の
山

の
い
た
だ
き
に
、
か
す
か
に
見
え

る
天
守
閣
。

い
よ
い
よ
あ
そ
こ
ま
で
登
る

の
だ
と
思
う
と
自
然

に
足
が
前

へ
前

へ
と

進
み
、
し
か
し
総
勢
四
十
余
人
、
老

い
も

若
き
も

一
諸

に
な

っ
て
行
動
を
す
る
こ
と

を
思
え
ば
無
理
は
禁
物

で
あ
る
。

昔

の
町
並
み
を
通

っ
て
行
く
と
、
あ
と
は

山
道
を

一
歩

一
歩
進
み
突
然

キ
ー
キ
ー
と

鳴
き
声
、
何
ん
と
お
猿

の
お
出
迎
え
で
あ

る
。
し
か
し
帰
り

に
は
会
わ
な
か

っ
た
こ

と
を
思
え
ば
猿
は
美
人

に
弱

い
と
か

（
ホ

ン
ト
か
し
ら
）
。
又
大
石
蔵
之
助
が
元
禄

年
間
水
谷
氏
に
変
わ
り
城
受
取
り
に
行

っ

た
そ
の
時

の
大
石
腰
掛
け
石
が
あ
り
、
そ

の
う
ち
林

の
間
に
間
に
石
垣
が
見
え
て
き

た
。
そ
し
て
二
重
二
重
と
天
守
閣
を
守
る

様
に
我
々
の
前

に
立
ち
ふ
さ
が

っ
た
。

そ
れ
か
ら
山
頂
で
は
管
理
人
さ
ん
の
カ
ミ

シ
モ
に
着
が
え
て
の
笑

い
を
誘
う
城

の
自

慢
話
に
聞
き
入
り
な
が
ら
想

い
は
遠
く
中

世
鎌
倉
時
代
仁
治
元
年

（
一
二
四
〇
年
）

最
初
に
城
を
築

い
た
秋
庭
氏
以
来
幕
末
ま

で
城
主
十

一
代
、
城
番
代
官
を
加
え
る
と

十
八
氏
四
十
八
代
、
中
で
も
築
庭
家
と
し

て
あ
ま
り

に
も
有
名
な
小
堀
遠
州
、
城
代

と
し
て
入
城
し
た
こ
と
も
あ
る
大
石
良
雄
、

幕
末
期
、
京
洛

の
地

に
血

の
雨
を
降
ら
せ

た
新
選
組
が
、
も

っ
と
も
頼
り
に
し
た
老

中
板
倉
勝
静
等
。
そ
し
て
昼
食
後
、
天
守

閣

へ
と
そ
の
豪
装
な
造
り
に
皆
ん
な
感
心

す
る
こ
と
し
き
り
。

其

の
後
下
山
し
た
後
は
大
名
屋
敷

や
頼
久

寺

で
は
小
堀
遠
州

の
庭

の
説
明
な
ど
を
聞

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
楽
し
い
思

い
出
を
残

し
て
電
車
に
乗
り
高
梁
を
後

に
し
た
。

古
墳
研
究
部
会
情
報

前
回
も
そ
う
で
し
た
が
、
今
回
も
古
墳

講
座

の
会
場
と
し
て
い
る
県
立
青
年

の
家

よ
り
、
予
約

の
キ

ャ
ン
セ
ル
と
の
連
絡
が

あ
り
、
ま
た
か
…
と
途
方

に
暮
れ
、
あ
れ

こ
れ
悩
ん
だ
揚
句
、
何
と
″
画
廊
茶
店

・

ア
ポ

ロ
″

に
於

て
古
墳
講
座
を
開

い
て
し

ま
い
ま
し
た
。
珈
琲
な
ぞ
す
す
り
、
優
雅

に
、

つ
つ
が
な
く
無
事

に
終
え
る
事
が
出

来
ま
し
た
。

今
回
の
内
容
は
、
丁
度
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク

の
数
項
目

の
中
で
、
中
間
点

に
来
ま
し
た

の
で
、
今
迄

の
原
稿

の
手
直
し
版
を
持
ち

寄
り
、
再
度

の
検
討
を
致
し
ま
し
た
。

次
回
、
七
月
は
前
回
の
続
き
と
、
前
期

古
墳

に

つ
い
て
開
く
予
定

で
お
り
ま
す
。

自
慢
で
す
が
、
今
作
成
中

の
ガ

イ
ド

ブ

ッ
ク
は
、　
一
つ
の
言
葉
、　
一
つ
の
表
現

に
対
し
て
ま
で
頭
を
ひ
ね
り
、
髪
を
掻
き

む
し
り
、
考
え
て
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、

か
な
り
の
御
期
待
版
で
す
ぞ
。

そ
れ
に
し
て
も
、
ど
な
い
に
な
っ
と
ん
や

ろ
か
…
青
年
の
家
は
…
　
と
思
う
今
日
こ

の
頃
。

追
　
古
墳
研
究
部
会
に
対
し
て
の
質
問

御
意
見
が
御
座
居
ま
し
た
ら
山
口

ま
で
御
連
絡
下
さ
い
。

備
後
の
武
将

（
一じ

古
志
左
衛
門
大
夫
豊
綱

田
口
　
美
之

永
禄
四
年
八

一
五
六

一
）
の
「
毛
利
元

就
父
子
雄
高
山
行
向
滞
留
日
記

」
、
関
三

月
朔
日
条
に
『
御
相
伴
衆

』
と
し
て
見
え

る
古
志
左
衛
門
大
夫
と
同

一
人
物
で
あ
ろ

ンｎノ。備
後
古
志
氏
の
系
譜
に
就
て
は
出
雲
古

志
系
図
に
よ
っ
て
、
「
為
信
、
宗
信
、
吉

信
、
重
信
、
豊
長

」
と
す
る
説
が
多
い
が

疑
間
の
点
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
よ
り
も

『
水
野
記

』
十
二
、
沼
隈
郡
寺
社
に
載
す
、

「
文
安
年
中
古
志
正
光
神
村
之
削
世
領
輛

斉
一
拾
Ｊ
、
則
古
志
氏
代
々
天
正
之
末
到

・

市
志
元
綱
」
簿

村
庄
八
幡
社
）
、
「
■
一

志
正
光
至
■
志
清
左
衛
脚
六
代
之
中

」

（本
郷
、
今
津
村
）
と
あ
る
正
光
か
ら
天

正
末
の
元
綱

（清
左
衛
門
）
に
至
る
古
志

六
代
を
そ
れ
に
当
て
る
方
が
正
し
い
と
思

わ
れ
る
。
古
志
系
図
に
い
う
人
物
が
備
後

に
住
し
た
確
証
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。

又
『
水
野
記

』
に
は
天
文
年
中
神
辺
城
主

山
名
理
興
と
戦
い
、
天
文
十
四
年
今
津
剣

大
明
神
を
再
建
し
た
人
物
と
し
て
古
志
豊

清
の
名
が
見
え
る
。
こ
の
人
物
の
名
乗
は

備
後
守
護
山
名
氏

（政
豊
、
俊
豊
等
）
の

加
冠
を
受
け
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、

こ
れ
は
豊
綱
に
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。

更
に
先
の
元
綱
の
「
綱

」
は
豊
綱
の
認
型

に
通
ず
る
。

士 新 ⌒で庄福カロ記
あ⌒山F元

Lこ
い 綱 に れ

る 同 市

′   
°

上 本 を

°
の い ら

盾 間 う の
一 郷

1 
妙

マ 古点
脂 位 志 か

をを響
置六ら

支本喜
す代こ

配処賣
るのの

■しに懸人内人
、 た

、
:ま

物 豊 物

国 沼 変
と 清 は

人隈盆
見と司

武郡農
て六水

威 誤 代 野
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城
郭

ニ
ュ
ー
ス

城
郭
研
究
部
会

来
れ
／

城
郭
講
座

夏
が
や
っ
て
来
ま
し
た
。
こ
の
夏
と
い

う
や
つ
は
山
城

マ
ニ
ア
に
と
っ
て
実
に
う

っ
と
う
し
い
時
期
で
す
。

「
山
」
に
入
ろ

う
と
し
て
も
雑
草
が
繁
り
、
ど
こ
か
ら

マ

ム
シ
様
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
か
わ
か
ら
な

い
、
そ
れ
は
大
変
な
季
節
な
の
で
す
。

そ
こ
で
我
々
が
考
え
た
の
が
涼
し
い
冷

一房
の
き
い
た
部
屋
で
話
し
を
聞
こ
う
と
い

う

『
城
郭
講
座

』
な
の
で
す
。
又
こ
の
講

座
は
新
し
い
仲
間
を
迎
え
た
い
と
い
う
下

心
も
あ
り
ま
す
。
現
在
部
会
員
は
八
名
、

初
心
者
が
初
め
か
ら
山
に
入
る
の
は
大
変

で
す
。
ま
ず

「
山
城
と
は
ど
う
い
う
も
の

か
」
を
理
解
し
て
か
ら
の
方
が
易
し
い
の

で
す
。
ど
う
か
ふ
る
っ
て
参
加
下
さ
い
。

一
回
目
は
堤
さ
ん
の
話
し
で
し
た
。
武

士
と
氏
寺
の
関
係
等
非
常
に
興
味
深
い
も

の
で
し
た
。
以
降
の
予
定
は
次
の
通
り
で

す
。

第
二
回
城
郭
講
座
　
七
月
十
三
日

（
日
）

於
市
民
会
館
。
午
前
十
時
―
十
二
時
。

講
師
　
七
森
義
人
。
テ
ー
マ
『
古
代
山
城

に
つ
い
て
』

M2

第
二
回
城
郭
講
座

八
月
二
日

一
四
時
よ

り
　
於
市
民
会
館
第

一
会
議
室

講
師
　
田
口
義
之
　
　
テ
ー
マ
『
中
世
の

山
城
―
備
後
を
中
心
に
―
』

（
ｙ
連
〓
積
牛
川
　
　
０
∞
ヽ
９
１
（い
∞
）
Φ
い
い
一

（
田
コ
ヽ
）

秋
季

一
泊
旅
行
に

つ
い
て

（
初
秋
の
宇
佐

・
国
東
半
島
の
旅

）

本
会
で
は
、
特
別
例
会
と
言
う
形
で
、

年
に

一
回
、　
一
泊
旅
行
を
実
施
し
て
い
ま

す
。今

ま
で
の
旅
行
を
ふ
り
か
え
っ
て
も
、

奈
良
、
山
陰
、
山
口
、
と
　
ど
の
旅
行
を

ふ
り
か
え
っ
て
み
て
も
、
楽
し
い
想
い
出

が

一
杯
に
湧
い
て
く
る
旅
行
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。

旅
行
の
目
的
地
を
設
定
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
会
員
の
皆
様
の
希
望
を
重
視
し
、

評
議
会
で
会
議
を
重
ね
て
決
定
す
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
が
、
今
年
は
思
い
切

っ
て

九
州
ま
で
足
を
の
ば
し
て
、
宇
佐
や
、
石

造
美
術
の
宝
庫
と
言
わ
れ
る
国
東
半
島
を

訪
ね
る
計
画
を
た
て
て
い
ま
す
。

往
路
は
宇
佐
ま
で
、
新
幹
線
、
特
急
で
、

復
路
は
国
東
半
島
を
横
断
し
て
竹
田
津
か

ら
徳
山
ま
で
舟
便
で
、
徳
山
か
ら
新
幹
線

で
福
山
ま
で
と
言
う
コ
ー
ス
を
考
え
て
い

ま
す
。

国
東
半
島
は
、
大
陸

・
畿
内

の
双
方
の
文
化
の
接
触
点
で
あ

る
た
め
、
早
く
ょ
り
、
仏
教
文

化
の
洗
礼
を
受
け
、
国
東
半
島

独
得
の
仏
教
文
化

（
六
郷
満
山
）

を
形
成
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の

独
特
の
仏
教
文
化
の
遺
し
て
呉

れ
た
も
の
が
、
国
東
塔
と
言
わ

れ
る
供
養
塔
、
磨
、
仏
、
石
造

の
仁
王
寺
の
石
造
美
術
で
、
無

数
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
ま
た

富
貴
寺
の
如
く
、
全
国
有
数
の

阿
弥
陀
堂
も
見
る
事
が
出
来
ま
す
。

こ
の
国
東
半
島
の
咽
喉
部
、

宇
佐
が
早
く
か
ら
九
州
の
政
教

の
中
心
地
で
あ
り
、
ま
た
、
瀬

戸
内
海
に
臨
む
海
上
の
要
路
に

あ
っ
た
た
め
、
大
和
文
化
の
上

陸
地
点
と
な
り
、
古
く
か
ら
大

和
政
権
と
っ
な
が
り
を
持
ち
、

宇
佐
神
社
は
国
家
の
援
助
を
受

け
て
大
き
く
発
達
し
ま
し
た
。

八
幡
信
仰
の
発
生
の
地
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

宿
は
宇
佐
に
と
り
ま
し
た
。

魚
の
美
味
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

要
項
は
早
い
う
ち
に
送
り
ま

す
の
で
、
こ
ぞ

っ
て
参
加
し
て

下
さ
い
。

§

§

§

§

§

§

§

§

投
稿
の
御
案
内

§

§

§

§

§

§

§

§

ｏ
原
稿
は

一
行
１６
字

で
書

い
て
左
記

へ
送

っ

て
下
さ
い
。

〒
物
　
福
山
市
川
口
町
三
九
八
―
十
三

種
本
実
　
ま
で

次
号
は
十
月
発
行

の
予
定

で
す
。

(担当 井上 )

新 入 会 員 紹 介

CONFIDENTIAL

備陽史探訪の会

個人情報が含まれるため掲載できません。

以上で 6月 末現在で会員総数は 117名 とな りました。
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