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新
市
町
相
方
城
跡
に

就
い
て

会
長
　
田
口
　
義
之

最
近
、
新
市

の
相
方
城
跡

に
関
す
る
議

論
が
喧
し
い
。
我
々
備
南

に
住
む
も

の
は

「
同
城
跡
は
天
正
初
年
、
有
地

元
盛

に
よ

っ
て
築
か
れ
た

」
と
信
じ
込
ん
で
い
た
の

で
あ
る
が
、

「
同
城
跡

の
石
垣
は
早
く

て

天
正
末
年
、
石
垣
の
技
術
か
ら
見

て
、
文

禄
か
ら
慶
長
年
間

の
築
造
と
す
る
の
が
最

も
妥
当
で
あ
る
。
た
か
が
田
舎

の

一
国
人

に
過
ぎ
な
い
有
地
氏
に
築
け
る
も

の
で
は

な
い
」
と
す
る
説

〔
中
井
均

『
相
方
城
跡

の
石
垣

に
つ
い
て
の

一
考
察
』
中
世
城
郭

研
究
第
九
号
等

〕
が
飛
び
出
し
、
た
ち
ま

ち
全
国
を
風
靡
す
る
勢

い
で
あ
る
。

果
た
し
て
、
相
方
城
跡

の
石
垣

は
、
そ

ん
な
に
新
し
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ

こ
で
は
相
方
城
跡

に
関
す
る
文
献
資
料
を

検
討
し
、
私
な
り

に
こ
の
問
題

に
迫

っ
て

み
た
い
と
思
う
。

先
学

〔
芸
備
第

七
集
小
都
隆

『
広
島
県

相
方
城
跡

の
研
究
』
箸

〕
が
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
こ
の
城
跡
に
関
す
る
同
時
代

史
料
は
存
在
し
な
い
。
今
日
見

る
こ
と
が

出
来
る
も
の
は
江
戸
期

に
著
さ
れ
た
左

の

文
献
の
み
で
あ
る
。

『
備
陽
六
郡
志
』

〔

一
八
世
紀
後
半

〕

『
福
山
志
料
』

〔

一
八
〇
九
完
成

〕

『
西
備
名
区
』

〔

一
八
〇
四
完
成

〕

『
備
後
古
城
記
』

〔
不
詳
江
戸
後
期
か

〕

『
相
方
村
古
城
主
有
地
殿
先
祖
覚
』

〔
江
戸
前
期

〕

※

『
萩
藩
閥
閲
録
』
八
十
三
有
地
右
衛

門
書
出
は
、
以
前

に
述

べ
た

〔
拙
稿

『
備
後
有
地
氏

に
つ
い
て
』
芸
備
地
方

史
研
究

一
四
六
号

〕
よ
う
に
誤
り
が
多

く
、
こ
こ
で
は
取
ら
な
い
。

最
も
注
目
さ
れ
る
の
は

『備
後
六
郡
志
』

と
、

『
相
方
村
古
城
主
有
地
殿
先
祖
覚
』

で
あ
る
。

『
備
陽
六
郡
志
』
は
、
相
方
村

古
城

の
項
で
城
主
を
有
地
美
作
守
と
し
、

「
神
辺
を
初
、
所
々
の
古
城
、
石
垣
を
崩

し
、
家
普
請
、
川
除
な
ど
に
遣
ひ
侍

れ
と

も
、
営
城
は
石
垣
全
し
て
馬
出

し
堀
な
と

の
形
残
れ
り
。

」
と
述

べ
、
同
城

の
石
垣

が
ほ
ぼ
完
全
に
残

っ
た
の
は
、
戸
手
天
王

社

の
別
当
が
社
殿
造
営

の
際
、
当
城
の
石

垣
を
使
用
で
き
る
よ
う
、
村

の
庄
屋
と
契

約
し
た
た
め
だ
と
伝
え
て
い
る
。

ま
た
、

『
相
方
村
古
城
主
有
地
殿
先
祖

覚
』

〔
福
山
城
博
物
館
鏡
櫓
文
書
館

に
写

本
が
あ
る

〕
は
、
そ
の
奥
書
を
信
ず

る
な

ら
、
江
戸
前
・期

の
寛
永

一
八
年

〔

一
六
四

一
〕
の
成
立
と
な
り
、
相
方
城
跡

に
関
す

る
最
も
古

い
文
献
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

同
書

に
よ
る
と
、
相
方
城

は
、
宮
氏
か

ら
分
か
れ
た
有
地
氏

の
三
代
元
森

〔
マ
マ
、

元
盛
の
こ
と

〕
が
、

「
宮
領
う
ば
わ
れ
候

事
無
念
と
や
被
思
召
、　
一
度
宮
領
御
切
取

可
被
成
た
く
み
に
て
相
方
村
城
を
被
成
無

程
宮
領
不
残
切
取
宮
之
有
地
元
森
之
御
名

乗
被
成
候
」
と
旧
宮
領
を
奪
回
す
る
た
め

相
方
城
を
築
い
た
と
あ
る
。
年
代
は
書
か

れ
て
い
な
い
が
、
続
い
て

「
天
正
時
分
よ

り
森

〔
毛
利

〕
様
拾
弐

ケ
国
の
軍
大
将
被

仰
付
候
由
」
と
あ
る
か
ら
天
正
年
間

の
こ

と
と
考
え
ら
れ
る
。

更

に
同
書
は
次

の
二
点
で
重
要
で
あ
る
。

一
つ
は
、
同
書
が
相
方
城
跡

の
所
在
す

る
相
方
村
在
住
の
人
物

に
よ

っ
て
著
さ
れ

た
事
で
あ
る
。
奥
書

に
見
え
る
後
藤
氏
は

有
地
氏
の
遺
臣
と
伝
え
る
家
で

〔
西
備
名

区

〕
、
後
藤
姓
は
今

で
も
相
方
地
方

に
多

数
存
在
す
る
。

今

一
つ
は
、
同
書
が
相
方
城
跡

に
関
す

る
他
の
二
つ
の
文
献

〔
西
備
名
区
及
び
福

山
志
料
巻
之

八
人
物
有
地
氏
の
条

〕
の
元

に
成

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
は
厳
密
な
文
献
批
判
を
行
う
必

要
が
あ
る
が
、
も
し
こ
の
二
点
が
認
め
ら

れ
る
と
し
た
ら
、
導
き
出
さ
れ
る
結
論
は

簡
単
で
あ
る
。
先

の

『
備
陽
六
郡
志
』
の

記
述
と
相
ま

っ
て
、
同
城
跡

に
関
す
る
伝

承
は
有
地
氏
の
築
城
と
す
る
も
の
以
外
は

地
元
に
伝
わ

っ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
る
の
で
あ
る

〔
地
元
の
農
民
に
過

酷
な
負
担
を
強

い
た
は
ず

の
石
垣
普
請
が

全
く
忘
れ
去
ら
れ
る
と
言
う
こ
と
が
あ
り

得
る
だ
ろ
う
か

〕
。

最
近
の
論
者
は
、
相
方
城

を
織
豊
期
城

郭
と
し

て
捉
え
、
そ
の
石
垣
の
築
造
年
代

を
文
禄

，
慶
長
期

に
ま
で
下
げ

て
考

え
る

傾
向
が
あ
る
。
同
城
を
単
に
石
垣

の
み
を

見
て
考
察
す
れ
ば
確
か
に
そ
う
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
な
ぜ
文
献
資
料

に
そ
の
こ
と

が
現
れ
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
間
に
対
し

て
は
明
確
な
答
え
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い

よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
同
城
跡
出
土
の
瓦

〔
天
正
初
年
と
推
定

〕
に
関
し
て
も
恣
意

的
な
説
明
が
な
さ
れ
が
ら
で
あ
る
。
更

に
、

慶
長
初
年
築
城
論
者

に
最
も
致
命
的
な
欠

陥
、
同
時
期

の
毛
利
氏
系
山
城

に
類
例
が

見
ら
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
根
本

的
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

筆
者

は
、
闇
雲

に
有
地

氏
築
城
説
を
主

張
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

只
、

文
献
資
料
か
ら
判
断

す
る
限
り
、
現
時
点

で
は
、
有
地
氏
以
外

に
築
城
主
体
者
は
あ

り
得
な
い
と
思
う
の
み
で
あ
る
。
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路
傍
の
石
仏
に
思
う

出
内
　
博
都

弘
法
大
師

の
開

か
れ
た

「
四
国
八
十
八

ケ
所

の
霊
場
巡
り

」
、
所
謂

「
お
遍
路
さ

ん

」
の
信
仰
が
広
ま
り
、
各
地

に
ミ
二
八

十
八
ケ
所
が
で
き
る
の
は
近
世
中
期
以
降

か
ら
明
治
期

に
か
け
て
の
よ
う
で
あ
る
。

千
田
地
区
に
お
い
て
も
南
西
部
の
薮
路

・

坂
田

。
そ
れ
に
奈
良
津

の

一
部
を
加
え
て

明
治
期

に
は
成
立
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
、

そ
の
大
部
分

の
お
地
蔵
さ
ん
は
、
位
置
は
、

動

い
て
い
る
が
現
存
し
て
、
庶
民
信
仰

の

深
さ
を
物
語

っ
て
い
る

〔
地
図

１

〕
。
更

に
、
北
部

の
峠
山

の
北
麓

に
あ
る

「
一
松

院

」
を
中
心
に
山
麓

一
帯

に

一
つ
の
信
仰

圏
が
あ
る
。

こ
の
方
は
地
蔵
さ
ん
の
数

の

確
認
は
む
ず

か
し
い
が
、
現
存

・
伝
承

に

よ
れ
ば
大
部
分
確
認
で
き
る
。
し
か
し
千

田
地
区
で
、
か

つ
て
千
田
沼
と
言
わ
れ
た

中
央
低
地

の
東
南
部

に
は
遺
跡
が
見
当
た

ら
な
い
、
こ
の
地
区
は
以
前
に
三
角
縁
神

獣
鏡

の
出
た

「
蔵
王
原
遺
跡

」
や

「
千
塚

古
墳
群

」
な
ど
あ
り
、
開
発

の
古

い
地
区

で
南

に
こ
の
地
方

の
最
高
峰

「
蔵
王
山

」

を
ひ
か
え
、
更

に
村

の
鎮
守

「
宇
山
八
幡

宮

」
が
最
初

に
勧
進
さ
れ
た
由
緒
あ
る
地

区
で
あ
る
。
し
か
し
時

の
流
行
と
で
も
言

う
こ
の
「
新
四
国
八
十
八
ケ
所

」
が
成
立

し
た
形
跡
が
伺

え
な
い
、

こ
う
し
た
信
仰

圏
が
で
き
る
に
は
色

々
な
条
件
が
あ
る
の

だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
地
区

に
す
ば
ら
し

い
お
地
蔵
さ
ん
が
あ
る
こ
と
は
あ
ま
り
知

ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
蔵

王
山
の
北
麓
に
あ
る
鍋
屋
集
落
か
ら
山
陽

自
動
車
道
の
隧
道
を
く
ぐ

っ
て
、
蔵
王
山

の
北

の
沢
を
約
四
百

ｍ
上

っ
た
所

に
少
し

広

い
段
原
が
あ
る
、
そ
の

一
角

に
こ
の
地

蔵
さ
ん
は
ま

つ
ら
れ
て
い
る

〔
地
図

２

〕
。

先
ず
目
に

つ
く
こ
と
は
そ
の
す
ば
ら
し

い
石
造
の
お
須
屋
で
あ
る
、
軒
幅
七
十

”

角
の
寄
棟
造
り
の
石
殿
で
、
正
面
は
唐
破

風
の
御
殿
造
り
、
屋
根
の
中
心
に
高
さ
八

印
に
二
十

“
角

の
露
盤

に
二
段
の
宝
殊
を

の
す
完
全
な
御
殿
形
式
で
あ
る
。
仏
殿
は

高
さ
六
十
三

“
・
幅
三
十
八

”
・
奥
行
き

四
十
七

”
の
広
さ
で
、
舟
型
光
背
の
石
像

は
幅
三
十

“
，
高
さ
五
十

翻
、
表
に
三
十

“
の
阿
弥
陀
如
来
像
を
き
ざ
み
、
右
方

に

ク
讃

協

″
中
央

に
ク
十
八
は
ん
ク
左
方

に
″
こ
と
ひ
き

″
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ

れ
が
三
十
五

“
の
積
み
石
と
幅
六
十
五

“

・
高
さ
十
七

翻
の
台
座

の
上
に
置
か
れ
て

い
る
様
は
実

に
立
派
で
あ
る

〔
写
真

１

〕
。

な
お
こ
の
お
地
蔵
さ
ん
の
場
合
山
の
岩
肌

を
堀
と

っ
て
高
さ
二
ｍ
の
石
垣
を
築
き
、

五
ｍ
に
三
ｍ
の
敷
地
を
作

っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
敷
地

の
北
西

の
隅
に
桐
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
簡
単
な
お
籠

堂
の
施
設
が
あ

っ
た
も
の
と
思
え
る
。

こ

の
お
地
蔵
さ
ん
に
関
連
し
て
こ
の
沢
の
入

口

（約
二
百
ｍ
下
手
）

に
ク
さ
ぬ
き

・
六

十
九
番

・
観
音
寺

ク
と
刻
ま
れ
た
同
じ
く

舟
形
光
背

の
像
が
あ
る
。

こ
の
方
は
三
方

と
屋
根
を
平
石
で
囲
ん
だ
簡
単
な
お
須
屋

で
あ
る
。
屋
根
石
は
九
十
”
に
五
十
七
“

の
大
き
さ
で
、
石
の
厚
み
は
い
ず
れ
も
十

“
余
り
あ
る
、
仏
殿
は
六
十
翻
に
五
十
五

“
・
高
さ
が
八
十
“
あ
る
が
、
石
像

の
台

座
に
鉄
道

の
側
溝

の
角
型
Ｕ
字
管

（高
さ

三
十
御
）
を
使
用
し
て
い
る
の
で
、
仏
像

の
頭
が

つ
か
え
先
を
少
し
欠

で
い
る
、
そ

の
た
め
六
の
字
の
上
半
分
が
と
ん
で
お
り
、

他
の
二
体
の
石
仏
を
合
杷
し
て
い
る
の
で

い
か
に
も
窮
屈
で
あ
る
〔
写
真
２

〕
。
と

の
他

に
こ
の
地
区
で
は
、
こ
の
沢
の

一
つ

西
の
谷

（
旧
神
辺
街
道
の
道
端
）
に
表

の

仏
像

の
上
に
″
八
番

ク
だ
け
刻
ん
だ
も

の

が
あ
る
、
仏
像
も
小
さ
く
形
式
も
簡
単

で
あ
り
、
刻
字
が
石
全
体

の
風
化
度
か
ら

み
て
少
し
新
し
い
感
じ
で
あ
る
。
番
号
の

連
続
性
か
ら
み
て
も
、
前

二
者
と
は
関
連

な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

大
師
信
仰
は
必
ず
し
ζ
遍
路
形
式
を
と
ら

ず
、
特
定

の
仏
を
単
独

に
杷
る
場
合
も
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
何

の
た
め
に

，

誰
が

・
何
時
と
言
う
こ
と
に
な
る
と
分
か

ら
な
い
場
合
が
多

い
、
こ
の
地
蔵
さ
ん
の

場
合
も
四
′
五
十
年
前
は
地
区

の
お
年
寄

り
が
お
参
り
し
て
い
た
こ
と
を
知

っ
て
い

る
人
は
あ
る
が
、
ど
ん
な
い
き
さ

つ
で
こ

11税

(地 図 1)

，
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ん
な
立
派
な
も
の
が
作
ら
れ
た
か
は
分
か

ら
な

い
。
六
十
八
番
札
所
は
、
香
川
県
観

音
寺
市

に
あ
る
「
七
宝
山
神
恵
院

」
で
真

言
宗
大
覚
寺
派
で
あ
る
、
こ
の
寺
と
千
田

の
結
び
付
き
も
特

に
は
考
え
ら
れ
な
い
、

山
号
の
七
宝
山
が

ク
こ
と
ひ
き

ク
に
な

っ

て
い
る
の
は
、
琴
弾
山
に
琴
弾
八
幡
宮

が

あ
り
、
こ
の
神
恵
院

は
八
幡
宮

の
別
当
寺

で
あ

っ
た
も
の
が
慶
応
四
年

の
神
仏
分
離

で
分
け
ら
れ
た
の
で
、
音
な
が
ら
の
ク
琴

弾

ク
を
称
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
麓

に
あ
る
六
十
九
番
は
同
じ
く

「
七
宝
山
観

音
寺

」
で
神
恵
院
と
同
じ
く
大
覚
寺
派
で

あ
る
。

こ
の
二
寺
は
二
つ
の
寺
と
は
い
っ

て
も
境
内
が
隣
接
し
、
ほ

と
ん
ど

一
つ
の

寺

の
よ
う
な
雰
囲
気
で
あ
る
。
八
十
八
ケ

所
の
う
ち
二
寺
が
同
じ
山
号
を
も
ち
、
隣

接
し
て
い
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
、
こ

の
二
寺

の
み
が
単
独
に
こ
の
地

に
杷
ら
れ

た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
、
今
と
な

っ
て
は

知
る
よ
し
も
な
い
が
、
あ
の
す
ば
ら
し
い

石
の
お
須
屋

の
謎
は
ふ
か
ま
る
ば
か
り
こ

，の
一Ｏ
ｃ

謎
と
い
え
ば
、

こ
の
お
大
師
様

へ
の
道

が
単
な
る
山
道
と
は
思
え
な
い
す
ば
ら
し

い
道
で
あ
る
。
幅
員
と
い
い
、
勾
配
と

い

い
参
道
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し

い
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
更

に
平
時
は
水
が
な

い
が
、
降
雨
時

に
は
か
な
り
の
出
水
も
予

想
さ
れ
る
沢

に
は
、
三
百
ｍ
に
わ
た

っ
て

九
ケ
所
の
砂
防
堤
が
築
か
れ
て
い
る
、
高

い
も
の
は
数
ｍ
を

こ
え
る
高
さ
で
あ
る
。

岩
を
砕

い
た
大
石
を
丹
念
に
積
ん
だ
見
事

な
石
垣
で
あ
る
。
単

に

一
篤
志
家
や

一
集

落

の
思

い
つ
き
で
は
で
き
な
い
工
事
で
あ

る
、
藩
営
工
事
か
郡

（村
）
な
ど

の
公
的

工
事
で
あ
ろ
う
。

謎
と
い
え
ば
更

に
両
地
蔵

の
中
間
に
現

在
も
満
々
と
水
を
た
た
え
た
井
戸
が
あ
り
、

そ
の
上
手
に
東
南
と
北
西
に
三
十
数

ｍ
の

土
塁
を
巡
ら
し
た
屋
敷
跡
が
あ
る
、
後
年
、

畠
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
の
で
、
や
や
、
傾

斜
が

つ
い
て
い
る
が
、
畠
の
水
よ
け
と
は

お
も
え
な
い
土
盛
り
で
あ
る
。
天
文
年
間

の
神
辺
合
戦

に
関
連
し
て
、
蔵
王
山
城
が

云
々
さ
れ
る
が
、
そ
ん
な
大
袈
裟
な
も
の

で
は
な
い
に
し
て
も
、　
一
考
を
よ
う
す
る

こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
。

何

の
関
運
も
な
い
事
柄
を
羅
列
し
た
訳

で
す
が
、
こ
の
狭

い
地
域

に
よ
く
も
謎
が

集
中
し
た
も

の
で
あ
る
、
現
在

の
地
形

，

交
通

・
生
業

で
は
考
え
ら
れ
な

い
何
か
が

あ
る
よ
う
に
お
も
え
る
、
上

の
お
地
蔵
さ

ん
か
ら
数
十

ｎ．
で
蔵
王
山
頂
の
西
の
鞍
部

で
あ
る
、
山
の
南
斜
面
に
は
比
較
的
容
易

に
で
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
更
に

枝
に

つ
る
し
た
福
山
山
岳
会
の
案
内
表
示

に
よ
れ
ば

山
頂

へ
の
最
短
距
離
で
あ
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
、
数
々
の
謎
と
伝
説

を
秘
め
る
蔵
王
霊
山

へ
の
最
短
距
離

で
あ

る
こ
の
沢
は
、
今

の
我

々
に
は
計
り
し
れ

な
い
何
か
を
秘
め
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
、
そ
れ
を
じ

っ
と
見

つ
め
て
き
た
の

が
こ
の
お
地
蔵
さ
ん
で
あ
る
よ
う
な
気
が

す
る
。い

わ
や

と

石
屋
戸
ご
も
り
の

解
釈
に
つ
い
て
報
告

門
田
　
幸
男

六
月
八
日
の

『
古
事
記
を
読
む
』
講
座

け
ア
マ
テ
ラ
ス
の
石
屋
戸

ご
も
り

の
段

の
直
前

に
な

っ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
は
古

ヽ

を

財
グ
中津原

浄水場

●
六

(地図 2)
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事
記
神
話
の

ハ
イ
ラ
イ
ト
の
簡
所
な
の
で
、

考
え
て
い
た

〔
コ
モ
リ

〕
に
関
す
る
意
見

を
聞

い
て
も
ら
い
た
く

て
、
話
を
す
る
事

を
申
込
み
、
了
承
さ
れ
ま
し
た
。
以
下
そ

の
顛
末
を
記
し
て
、
出
席
者
以
外

の
諸
兄

の
御
批
判
を
給
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

石
屋
戸

ご
も
り
と
は

一
体
何
な
の
か
？

と
い
う
問

い
を
諸
先
生
の
本

に
尋
ね
て
み

る
と
、

〔
恐
れ
て
隠
れ
た

〕
と
い
う
説
が

あ
り
ま
す
。
古
事
記
原
文
で
は

「
見
畏
み

て
、
天

の
石
屋
戸
を
開
き
て
さ
し
畏
り
ま

し
き
」
と
あ
る
か
ら
、

〔
恐
れ
て

〕
と
い

う
の
は
わ
か
り
ま
す
が

〔
隠
れ
た

〕
と
は

書

い
て
い
ま
せ
ん
。

〔
こ
も
る

〕
の
と

〔
隠
れ
る

〕
の
と
は
似

て
い
る
け
れ
ど
、

同
じ
な
の
で
し

ょ
う
か
。

〔
隠
れ
る

〕
と
い
う
の
は

一
般
的
表
現

で
、

〔
こ
も

る

〕
と
い
う
の
は
神
事

に
か

か
わ
る
場
合

に
主
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま

す
。
普
通
、
祭
り
の
当
事
者
が
祭
り
の
前

に

〔
こ
も
り

〕
ま
す
。
民
俗
学

の
権
威
柳

田
国
男
先
生

の
調
査
に
よ
る

〔
こ
も
り

〕

の
実
態
を
見
て
み
ま
し

ょ
う
。

呼
び
名
は

「
居
ご
も
り

」

（
こ
も
り

の

状
態
）
、
又
は

「
身
替
り

」

（
こ
も
り
の

結
果
）
で
す
。

こ
の
呼
び
名
か
ら
考

え
ら

れ
る
事
は
、

〔
こ
も
り

〕
を
経
れ
ば
生
き

た
人
間

の
ま
ま
で
神
、
又
は
そ
の
代
理
と

化
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
事
で
す
―
補

充
文
参
照
―
。

〔
こ
も
り

〕
に
は
、

一
、
仮
小
屋
を
作

っ
て
入
る
。
―
注
１
１

二
、
家
族
と
は
別
火

の
食
事
。
―
注
２
１

三
、
無
音
無
言

の
生
活
。

四
、
洗
濯
せ
ず
、
髪
も
結
わ
ず
。

五
、
刃
物
や
針
を
持

た
ず
。
―
注
３
１

六
、
外
出
せ
ず
、
外
部

の
者
も
入
れ
ず
。

な
ど
の
作
法

・
禁
忌
が
あ
り
ま
す
。
柳
田

先
生
は
、
清
い
祭
り
の
人

に
な
る
準
備
期

間
だ
と
言

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
精
神
潔
斉

す
る
意
味
で
あ
る
ら
し

い
で
す
。

縮
も
見
じ
屋
中
も
掃
か
じ
草
枕

旅
行
く
君
を
斉

ふ
と
思
ひ
て

と
い
う
歌
が
万
葉
集
四
二
六
三
番

に
あ
り

ま
す
が
、
ど
ち
ら
も
清

い
人
に
は
な
れ
そ

う
も
あ
り
ま
せ
ん
。

民
俗
学
者

の
吉
野
裕
子
先
生
は
、

〔
こ

も
り

〕
は
妊
娠
期
間
の
ま
ね
ご
と
だ
と
言

っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
説
を
当

て
は

め
る
と
前
記
の
作
法

・
禁
忌
は
全
部
ク
リ

ア
ー
出
来
ま
す
。

又
万
葉
集
三
四
六
〇
番

に
、

誰
ぞ
こ
の
屋
の
戸
押
そ
ぶ
る
舞
亀
に

吾
背
を
遣
り

て
斉

ふ
こ
の
戸
を

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

ア
マ
テ
ラ

ス
も

ぇ
艶

―
注
４
１
を
き
こ
し
め
す
殿
に
入
る

か
ら
、
こ
の
歌

の
女
性
同
様

に
神
と
共
食

し
、
そ
し
て
共
寝
を
す
る
の
で
し

ょ
う
―

注
５
１
。
巫
女
は
神
と
共
寝
し
て
、
神

の

種
を
受
け
て
、
神

の
子
を
産
む
役
目
な
の

で
す
。
し
か
し
実
際
問
題
と
し
て
、
霊
体

で
あ
る
神

の
子
を
宿
す
事
は
出
来
な
い
か

ら
、
巫
女
自
身
が
神

の
子
と
降

っ
て
童
ま

れ
出

る
と
い
う
事

に
な
る
の
で
す
。
そ
れ

で
ヽ
「
巫み
女
」
と
書
い
て
も
「
御み
子こ
」
と

呼
ば
れ
る
の
で
あ
り
、
神
の
子
に
変
身
す

る
時
間
が

〔
こ
も
り

〕
な
の
で
す
。

一
部
の
先
生
方
は
、
冬
至
の
頃
の
弱

々

し
い
太
陽
を
力
強
く
復
活
さ
せ
る
祭
り
だ

と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ひ
ど

い
ス
サ

ノ
オ
の
暴
行
を
良

い
方

に
思

い
か
え
て
宣

り
直
す
行
為

は
、
優
し
い
姉
と
し
て
の
情

愛
で
あ

っ
て
、
太
陽
又
は
そ
の
精
霊
が
、

そ
の
よ
う
な
優
し

い
情
愛
を
示
す
等
考
え

ら
れ
な
い
事
だ
と
私
は
思
う
の
で
す
。　
一

番
多

い
考
え
方
は
、

ア
マ
テ
ラ
ス
自
身
が

場
で
ホ
ト
を
突

い
た
と
書
紀
の
本
文
を
理

解
し
て
―
注
６
１
、

ア
マ
テ
ラ
ス
は
死

に
、

そ
れ
で
そ
の
復
活
を
促
す
祭
り
が
、
石
屋

戸
ご
も
り
の
段

の
主
題
だ
と

い
う
説
で
す
。

で
す
が
こ
の
説

に
は
不
合
理
な
点
が
あ

り
ま
す
。
第

一
に
神
は
霊
体
で
あ
る
と
す

る
な
ら
、
死

■
は
ず
が
あ
ト
ニ
い
せ
ん
。
肉

体
を

持

つ
生
物
だ
け
が
死
ぬ
の
で
す
。
又

ス
サ
ノ
オ
は
、
大
嘗
を
き
こ
し
め
す
殿

に

飛
グ
し
た
と
書

い
て
あ
り
ま
す
が
、
屎
を

す
る
に
は
肉
体
が
あ

っ
て
食
物
を
食

べ
る

こ
と
が
前
提
と
な
り
ま
す
。

こ
の
事
か
ら
、

ア
マ
テ
ラ
ス
と

ス
サ
ノ

オ
の
姉
妹
は
人
間
の
姉
妹
で
あ
る
と
結
論

す
る
事
が
可
能
で
す
。
又
も
し
死
ん
だ
と

す
る
な
ら
、
生
き
返
る
事
な
ど
有
り
得
な

い
事
で
す
。

イ
ザ
ナ
ミ
の
場
合
も
肉
体
は

腐
り
、
生
き
返
ら

な
か

っ
た
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。

こ
の
よ
う
に
、
死
ん
だ

の
で
復

活
さ
せ
る
と
の
説
明
は
道
理
か
ら
外

れ
て

い
ま
す
。

一
番
合
理
的
で
納
得
出
来
る
の
は
、
吉

野
裕
子
先
生

の
葬
式
説
で
す
。

ア
マ
テ
ラ

ス
ー
注
７
１
は
死
に
ま
し
た
。
死
ん
で
ど

こ
へ
行
く
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は

ア
ノ
世

（別
名
常
世

の
国
）

で
す
。
石
屋
と
い
う

墓

に
葬
ら
れ
て

一
時
そ
こ
へ
〔
こ
も
り

〕
、

そ
の
後

ア
ノ
世

に
転
生
し
て
コ
ノ
世
で
杷

っ
て
い
た
太
陽
神

ア
マ
テ
ラ
ス
に
産
ま
れ

変
わ

っ
た

・
・
も
し
く
は
昇
格
し
た
の
だ

と
説
明
さ
れ
ま
す
。
産
ま
れ
る
に
は
、
性

の
交

わ
り
と
妊
娠
期
間
が
必
要

で
す
。
齢

伏
せ
て
船
む
ウ
ズ

メ
の
裸
踊
り
は
、
性
交

を
暗
示
し
て
い
ま
す
か
ら
、
本
来
石
屋
に

〔
こ
も
る

〕
前

に
行
わ
れ
た
の
で
し

ょ
う

が
、
後

に
色
々
扮
飾
さ
れ
、

ホ
ト
に
入
る

も
の

（子
供

や
男
性
器
）
は
、
そ
れ
ら
を

押
し
出
す
ホ
ト
の
呪
力
を
、
石
屋
に
こ
も

っ
た
ア
マ
テ
ラ
ス
を
押
し
出
す
方
策

に
使

う
よ
う
に
変
更
し
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
わ

け
で
す
。

ァ
ノ
世
か
ら

コ
ノ
世

へ
の
転
生
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（出
生
）
に
は
、
母
の
胎

に

〔
こ
も
り

〕

ま
し
た
。
そ
こ
で
コ
ノ
世
か
ら

ア
ノ
世

に

転
生
す
る
の
に
も
、
疑
似
母
胎

に
こ
も
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
す
る
考
え
方

が
、

〔
こ
も
り

〕
と
い
う
行
動
を
誘

っ
た

と
考

え
る
の
が
、
吉
野
説

の
根
幹

で
す
。

神
は
霊
体
で
あ

っ
て
肉
体
を
持

っ
て
い

な
い
と
す
る
考

え
方
は
現
代

の
考

え
方
で
、

古
代
で
は
神
も
人
間
同
様

に
肉
体
を
持

つ

と
考

え
た
か
ら
イ
ザ
ナ
ギ

の
死
体
が
腐

っ

て
い
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
、
と
言

う
人
も
あ
る
で
し

ょ
う
。
だ
が
イ
ザ
ナ
ミ

の
話
で
も
、
復
活
す
る
事
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

ア
マ
テ
ラ
ス
が

〔
隠
れ
た

〕
と

い
う
説
を
取
れ
ば
、
死
ん
だ
わ
け
で
は
な

い
の
で
復
活
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も

〔
こ
も
り

〕
は
、

ア
ノ
世
と

コ

ノ
世

の
境
を
越
え
る
重
大
な
場
面
で
の
行

為
で
す
か
ら
、

「
こ
も
り
ま
す

」
と

い
う

言
葉
は
、
お
ろ
そ
か
に
は
出
来
な
い
重

い

言
葉

で
あ
る
と
私
は
考
え
る
の
で
す
。

そ
の
故

に
、

「
こ
も
り
ま
す

」
の
字
を

無
視

す
る

「
隠

れ
説

」
は
賛
成
出
来

な
い

の
で
す
が
、
当
日
出
席
さ
れ
な
か

っ
た
先

輩
諸
兄

に
報
告
を
兼
ね
て
、
ご
意
見
を
伺

い
ま
す
。
私

の
話
が
わ
か
り
づ
ら
か

っ
た

出
席
者

に
も
、
読
ん
で
み
て
い
た
だ
き
た

い
の
で
す
。

注
１
…
疑
似
母
胎
。
祭
り
が
終
わ
り
次

第
焼
却
さ
れ
る
。

注
２
…
母
胎
か
ら
の
栄
養
。

注
３
…
母
胎
が
傷

つ
く
た
め
。

注
４
…
新
嘗
と
同
じ

注
５
…
大
嘗
殿

に
は
寝
床
も
設
け
ら
れ

て
い
る
。

は
た
お
つ
　
ち

注
６
…
古
事
記

で
は
、
服
織
女

が
ホ
ト

を
突

い
て
死
ぬ
が
、
書
記

で
は
ア
マ
テ

ラ
ス
が
「
秘
を
も
て
身
を
傷
ま
し
む
」
。

注
７
…
元
の
名
前

は
、
オ
オ
ヒ
ル
メ
と

い
う
巫
女
。

（
日
本
書
紀
）

―
―

〔
こ
も
り

〕
に

つ
い
て
補
充
文
―
―

年

の
暮
れ
の
事
を
オ
オ

ツ
ゴ
モ
リ
と
い

い
ま
す
。
辞
典

に
よ
れ
ば
、
旧
暦
の
月
末

は
月
が
か
く
れ
て
見

え
な
く
な
る
か
ら
、

月
が
こ
も

っ
た
の
だ
と
見

て
い
る
ら
し

い

の
で
す
。
沖
縄
で
は
、
太
陽
も
夜
西

の
空

に
沈
み
、
太
陽

の
洞
竃

（
テ
ダ
ガ
ガ

マ
）

に
こ
も
り
、
朝
東

の
空

に
再
生
す
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
で
は
、
な
ぜ

〔
隠

れ

〕
で
な
く

〔
こ
も
り

〕
な
の
で
し

ょ
う
。

私
は
、
日
本
人

の
生
活

に

〔
こ
も
り

〕
が

浸
透
し
て
い
る
か
ら
、

〔
こ
も
り

〕
と
言

え
ば
す
ぐ
ピ

ン
と
く
る
か
ら
だ
ろ
う
と
思

う
の
で
す
。

産
ま
れ
た
直
後
は
産
屋
に

〔
こ
も
り

〕
、

子
供

の
こ
ろ
は
小
正
月

に
ト
ン
ド
小
屋
に

〔
こ
も
り

〕
ま
す
。
秋
田
地
方
で
は
、
カ

マ
ク
ラ
に

〔
こ
も
り

〕
ま
す
。

こ
の
名
ユ削
に
こ
だ
わ

っ
て
み
ま
す
と
、

釜
は
水
と
米
が
こ
も

っ
て
飯

に
化
り
、
罐

に
は
水
が
こ
も

っ
て
蒸
気
に
変
身
す
る
し
、

窯

に
は
本
材
や
土
器
が
こ
も

っ
て
炭
や
陶

器

に
変
身
し
ま
す
。
鞍
は
、
凹
形
の
人
が

座
る
道
具
で
す
が
、
神
座

・
岩
座
な
ど
も

神
が
座

る
と
さ
れ
た
凹
形

の
物
で
す
。
又

マ
ク
ラ
は
、
頭
が
安
座
す
る
凹
形

の
寝
具

で
す
。

つ
ま
リ
カ

マ
ク
ラ
と
は
、
若
返
り

を
期
す
る

〔
こ
も
り

〕
の
た
め
の
穴
グ
ラ

だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
人
は
折
々
に
仮
屋

に
こ
も

っ
て
産
ま
れ
変
わ
り
、
若
返
る
事

を
願

っ
た
の
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。

こ
の
理

屈
を
オ
オ
ツ
ゴ

モ
リ
に
当

て
は
め
れ
ば
、

新
し
い
年
を
迎
え
る
大
き
な
節
目

に
当
た

っ
て
、
生
ま
れ
変
わ
り
若
返
ろ
う
と
考
え

た
の
だ
と
推
定
出
来

る
と
思
う
の
で
す
。

新
年
初
頭
に
汲
む
水
を
、
若
水
と
か
変
若

水
と
か
呼

ぶ
事
か
ら
も
、

〔
こ
も
り

〕
と

若
返
り
又
は
変
身
願
望
が
結
び

つ
い
て
い

る
事
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、

〔
隠
れ

〕
は
何

の
意
味

も
持

っ
て
い
な
い
が
、

〔
こ
も
り

〕
に
は

変
身
す
る
―
注
―
と
い
う
意
味
が
含

ま
れ

て
い
ま
す
の
で
、
石
屋
戸
こ
も
り
を
簡
単

に
〔
隠
れ
た

〕
と
読
む
の
は
、
古
事
記
神

話
を
真

に
理
解
し
た
事
に
は
な
ら
な
い
と

私
は
か
ん
が
え
ま
す
。

最
大
の
若
返
り
は
、
赤
子
に
な
る
事
で

す
。
そ
れ
で
カ

マ
ク
ラ
に
し
ろ
ト
ン
ド
小

屋
に
し
ろ
子
供
が

〔
こ
も
る

〕
も

の
で
あ

る
の
は
、
大
人
が
仮
小
屋
か
ら
出

て
き
て

も
意
味
を
成
さ
な
い
か
ら
な
の
で
す
。

カ

マ
ク
ラ
の
中

で
杷

っ
て
い
る
の
は
、

水
神
様
で
す
。
雪
洞
だ
か
ら
と

い
う
考
え

方
も
あ
り
ま
す
が
、
冬
は
五
行
説
で

「
水

気

」
の
季
節
で
す
か
ら
、
冬

の
神
を
ア
ノ

世

へ
送
り
帰
す
祭
り
と
と
ら
え
る
こ
と
も

可
能
で
す
。

ト

ン
ド
祭
り
が
歳
神
送
り
と

言
わ
れ

て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
来
訪

し
た
神

に
は
御
用
済
に
な
り
次
第
即
刻

お

帰
り
願

い
ま
せ
ん
と
、
次
に
訪
れ
る
春

の

じ

ゃ
ま
に
な
る
か
ら
だ
と
思

い
ま
す
。

ヤ

マ
ト
タ
ケ
ル
の
国
偲
び
歌

に
、

倭
は
国
の
ま
ほ
ら
ま
　
畳
づ
く
青
垣

山
籠
も
れ
る
　
倭
し
麗
し

と
あ
り
ま
す
。
国
文
学
者
は

「
マ
秀

ラ

」

と
解
釈
し
て
い
ま
す
が
、

〔
こ
も
る

〕
の

だ
か
ら

「
マ
洞

」
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
夜
毎
に
こ
も

っ
て
日
毎
に
若
返
る
か

ら
、

ヤ
マ
ト
は
み
ず
み
ず
し
く
美
し
い
の

で
あ
り
、
故
郷
だ
か
ら
と
い
う

の
は
、
そ

の

一
部
で
あ
る
と
思
う

の
で
す
。

注
…
オ
コ
モ
リ
の
事
を
ミ
カ
フ
リ
と
も

い
う
。
柳
田
邦
男
氏
調
査
、
千
葉
県
。

引
用
文
献
…

『
古
事
記
』

「
日
本
書
紀
』

『
万
葉
集
』
と
も
に
岩
波
文
庫
。

７
月
７
輛
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木
目
あ
れ

こ
れ

熊
谷
　
操
子

先
達

っ
て
、
京
都

の
三
十
三
間
堂
に
詣

で
る
機
を
得

た
。
後
白
河
天
皇

の
院
ず

に

よ

っ
て
、
平
清
盛
が
造
営
し
た
こ
の
蓮
華

王
院

の
本
堂
に
は
、　
一
〇
〇

一
体

の
等
身

大
の
千
手
観
音
と

二
十
八
部
衆
が
整
然
と

並
ん
で
い
て
、
何
度
観

て
も
そ
の
壮
観

に

は
圧
倒
さ
れ
る
思

い
が
す
る
。

薄
暗

い
堂

の
中
、
仏
像
ま
で
は
三
メ
ー

ト
ル
以
上
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
矯
め

つ
秒

め

つ
し
て
よ
く
見
る
と
、
七
条
仏
所

の
慶

派

の
作
品
群

の
中

に
は
、
裾

の
方

の
金
色

が
少
し
剥
落
し
た
も
の
も
あ
る
。
太
股
あ

た
り
の
衣
紋

に
添

っ
て
微
か
に
生
地

の
木

目
が
流
れ
る
よ
う
に
見
え
、
そ
の
衣
紋
を

よ
り
美
し
く
強
調
し
て
い
る
よ
う
で
あ

っ

た
。
当
時
、
湛
慶

の
弟
子
が
、
金
色
の
剥

落
し
た
後

の
、
衣
紋

に
寄
り
添
う
よ
う
な

こ
の
木
目
を
計
算
し
て
彫

っ
た
だ
ろ
う
か
。

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
次
々
と
仏
像

を
追

っ
て
い
た
。

平
成
六
年
十

一
月
。

″
円
空
―
慈
悲
と

魂
の
芸
術
展

ク
が
大
阪
な
ん
ば
高
島
屋

で

催
さ
れ
た
。

い
つ
か
鈍
彫
り

の
円
空
仏
を

観
た
い
観
た
い
と
思

っ
て
い
た
の
で
、
跳

ん
で
行

っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

江
戸
時
代
初
期

の
遊
行
僧

で
あ
る
円
空

の
事
を
、
東
京
芸
大
教
授
で
、
美
術
院
国

宝
修
理
所
の
所
長
で
あ
る
西
村
公
朝
氏
は
、

救
世
観
音
の
化
身
だ
と
言

い
、
他
に
類
を

見
な
い
そ
の
独
創
性
を
高
く
評
価
し
て
い

スリ
。会

場
に
並
ん
で
い
た
殆
ん
ど
の
仏
像
、

神
像

に
は
、
な
に
か
し
ら
豊
か
な
ほ
ほ
え

み
が
あ
る
よ
う
に
見
え
た
。
そ
れ
は
、
こ

ぼ
れ
溢
れ
る
慈
愛

の
笑
み
な
の
か
も
知
れ

な
い
。
そ
れ
と
同
時

に
、
そ
れ
ら
に
は
み

な
移
し
い
木
目
が
あ

っ
た
。

穏

や
か
な
水
の
流
れ
に
も
似
た
も
の
。

ま
た
自
然
の
怒
り
に
し

っ
か
り
耐
え
た
で

あ
ろ
う
変
化

に
富
ん
だ
年
輪
。
素
地
仕
上

げ
の
伸
び
伸
び
し
た
作
品
群

に
は
、
そ
れ

ら
を
そ
の
ま
ま
巧
み
に
生
か
し
て
あ

っ
た
。

作
仏
聖
と
し
て
の
荒
荒

し
い
ま
で
の
造
形

や

ユ
ニ
ー
ク
な
表
現
か
ら
は
、
そ
こ
は
か

と
な
い
親
し
み
や
共
感

さ
え
覚

え
る
の
で

あ
る
。

円
空
が
自
分
の
顔
を
水
鏡

で
写
し
て
彫

っ
た
像
だ
と
も
言
わ
れ
、　
一
説

に
は
庚
申

像
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ

っ
た

が
、
心
の
内
か
ら
溢
れ
る
よ
う
な
喜
び
が
、

そ
の
像

に
も
見
え
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

そ
れ
は
、
そ
の
美
し
い
年
輪

の
間
隔
が
持

っ
て
い
る
霊
性

み
た
い
な
も
の
や
、
量
感

に
似
た
も
の
か
ら
感
じ
る
の
で
は
な
い
か

し
ら
と
思

っ
た
。
そ
の
像

の
前
で
は
、
何

人
も

の
人
達
が
ほ
ほ
え
ん
で
い
た
の
を
思

い
出
す
。

円
空
も
き

っ
と
そ
れ
ら
の
年
輪
を
愛

し
、

何

べ
ん
も
撫
で
さ
す
り
な
が
ら
彫

っ
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
と
、
私
は
勝
手

に
想
像

し
、
こ
れ
ほ
ど
木
目
を
愛

し
た
僧
は
他

に

は
居
な
い
だ
ろ
う
と
も
思

っ
た
。

い
つ
何
が
発
掘
さ
れ
る
か
分

か
ら
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
何
が
考
え
だ
さ
れ
る
か
分

か
ら
な
い
と

い
う

の
が
考
古
学
。

ク

一
寸

先
は
闇

″
と
は
よ
く
言

っ
た
も
の
だ
＾

そ
れ
に
し
て
も
え
ら
い
世

の
中

に
な

っ

た
。
和
泉
市

の
、
池
上
曽
根
遺
跡

の
神
殿

と
み
ら
れ
る
場
所

に
残

っ
て
い
た
桧

の
柱

材
か
ら
、
そ
の
築
造
期
が
紀
元
前
五
〇
年

代
だ

っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
い
う
。

そ
れ
は

ク
年
輪
年
代
法

ク
と

い
う
科
学

的
な
新
方
式
で
実
年
代
を
確
定
し
た
も
の

で
、
考
古
学
史
上
こ
ん
な
輝
か
し
い
ニ
ュ

ー
ス
は
な
い
。
土
器
編
年
と
、
勾
玉
の
穴

で
推
定
し
て
い
た
年
代

に
、
嬉
し
い
見
直

し
を
迫
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

木
目

っ
て
実

に
た
の
し
い
な
あ
。

中
央
ア
ジ
ア
の
旅
紀
行
Ｖ

神
原
　
正
昭

フ
ェ
ル
ガ
ナ
ー
サ

マ
ル
カ
ン
ド

五
〇
〇

』
の
砂
漠

の
旅

旅
も
六
日
目

で
あ
る
。
十
三
時
四
〇
分
、

フ
ェ
ル
ガ
ナ
か
ら
サ

マ
ル
カ
ン
ド
ま
で
五

〇
〇
』
走
破
で
あ
る
。
バ

ス
は
西
に
向
か

っ
て
走

っ
て
い
る
右
側
は
畑

で
左
側
は
砂

漠
で
あ
る
。
午
後
の
陽
射
し
は
強
く
、

ク

ー
ラ
ー
の
き
か
な
い
バ
ス
は
熱

い
。
そ
れ

で
も
天
丼

の
開

け
窓
か
ら
少
し
は
風
が
入

っ
て
く
る
。
昔

の
シ
ル
ク

ロ
ー
ド

の
旅

の

こ
と
を
思
え
ば

こ
れ
で
も
極
楽

の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
、

そ
れ
に
し
て
も

熱
い
ｃ
バ
ス
の
中
が
何
度
あ
る
か
分
か
ら

な
い
が
窓

は
開
け
ら
れ
な
い
。

こ
の
道
を

通

っ
て
い
た
キ
ャ
ラ
バ

ン
の
こ
と
を
考
え

る
と
、
バ
ス
の
旅
は
な
ん
と
贅

沢
な
の
だ
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ろ
う
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
パ
ス
は
、

少
し
大
き
め
の
町
に
入

っ
た
ら
し
い
、
涼

し
げ
な
柳
の
並
木
道
が
あ
る
。

コ
ー
カ
ン

ド
の
町

に
着
く
、
こ
こ
は
ま
だ

フ
ェ
ル
ガ

ナ
盆
地

の
中
で
あ
る
、
バ
ス
を
降
り
て
ム

ハ
マ
ド
、
サ
イ
ド

フ
ダ

ヤ
汗
宮
殿

の
見
学

で
あ
る
。

こ
の
宮
殿
は
、　
一
八
六
三
年
か
ら

一
〇

年
の
歳
月
を
か
け
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
、
今
は
博
物
館

に
な

っ
て
い
て
、

こ

の
辺
り
の
自
然
の
動
物

の
剥
製

や
芸
術
品

な
ど
が
展
示
し
て
あ
る
。
中

で
も
王
の
玉

座
接
見

の
間
に
あ
る
王
室

の
賀

の
高

い
首

か
ざ
り

，
衣
類
、
控

え
の
間

に
は
細
か
い

細
工
の
本
彫
の
什
器
な
ど
が
飾
ら
れ
て
い

て
、
近
世

の
中
央

ア
ジ

ア
の
王
国
の
繁
栄

し
た
歴
史
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
感
動

す
る
。
宮
殿

の
外

に
は
戦
前
の
日
本
の
ど

こ
の
家

に
も
あ

っ
た
、
大
八
車

・
挽
臼
な

ど
が
あ
り
、
日
本
と
の
関
係
が
な
ん
と
な

く
理
解

で
き
た
。
こ
こ
で

コ
ー
カ

ン
ド
の

娘
さ
ん
と
写
真
を
撮
る
。

こ
の
辺
り
の
人

は
良

い
人
が
多

い
よ
う
で
あ
る
。
ど
う
も

日
本
人
を
見
た
こ
と
が
な
い
ら
し
い
。

十
六
時

二
〇
分
、
バ
ス
は
コ
ー
カ
ン
ド

を
出
発
す
る
。
サ

マ
ル
カ

ン
ド
は
ま
だ
遠

い
。
相
変
わ
ら
ず

バ
ス
の
中
は
暑

い
。
道

の
両
側

に
は
桑

の
本
が
並
木

の
よ
う
に
植

え
て
あ
る
。
新
し
い
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
と
い

う
べ
き
か
。

十
七
時

二
〇
分
　
タ
ジ
ク
ス
タ
ン
の
国

境
で
あ
る
。

こ
こ
で
軍
人
の
検
間
で
あ
る
。

一
日
の
内
に
ま
た
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
ヘ
入

る
の
で
ビ
ザ
無
し
で
通
れ
る
そ
う
だ
。

つ

い
こ
の
間
ま
で
同
じ
国
で
あ

っ
た
の
に
い

つ
の
間

に
か
国
境
が
で
き
た
り
こ
れ
が
こ

の
地
域

の
宿
命

で
あ
ろ
う
か
。
中
東

で
は

日
本
人

に
は
理
解
で
ミ
なヽ
い
こ
と
が
多

い
。

国
境
と

い
っ
て
も
幅
七
′
八
ｍ
ぐ
ら

い

の
水
路
が
道
路

に
対
し
て
直
色
．に
流
れ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。
十
九
時

チ
ャ
イ

ハ
ナ

休
憩
所
に
止
ま
る
。

チ
ャ
イ
は
茶
、　
ハ
ナ

は
家

の
こ
と
。
こ
こ
の
奥

に
さ
れ
い
な
水

の
出
る
所
が
あ
り
見
た
目

に
は
き
れ

い
な

水
な
の
で
飲
も
う
と
し
た
ら
団
長
に
止
め

ら
れ
る
。
こ
の
水
を
飲
ん
だ
ら
腹
が
い
か

れ
て
し
ま
う
と
の
こ
と
。
頭
に
水
を
か
け

タ
オ
ル
で
身
体
を
拭
く
。
今
も
昔
も
何
ら

変
わ
ら
な
い
砂
漠

の
オ
ア
シ
ス
で
あ
る
。

水
は
命

の
素
だ
と

い
う
が
あ
り
が
た
い

も
の
で
あ
る
。
昔
も
今
も
人
間
の
体
買
は

か
わ
ら
な
い
Э
十
九
時
三
十
分
オ
ア
シ
ス

に
さ
よ
な
ら
を
し
て
出
発
す
る
。
こ
こ
か

ら
ま
だ
先

は
二
七
Ｃ
ｈ
あ
る
と
い
う
道
路

に
便
乗
を
た
の
む
人
々
の
姿
が
多
く
い
る
。

ま
る
で
日
本
の
終
戦
後

の
情
景
を
思

い
起

こ
す
。

こ
こ
か
ら
が
正
念
場
で
あ
る
。
突

然
道
路
が
狭
く
な
り
舗
装
も
な
く
な
り
起

伏
も
あ
る
道

に
な
る
。
そ
こ
か
し
こ
に
便

乗
を
願

っ
て
バ
ス
を
待

っ
て
い
る
果

た
し

て
こ
の
人
達
は
希
望
ど
お
り
便
乗

で
き
る

の
で
あ
ろ
う
か
、

つ
ま
ら
な
い
心
配
を
す

る
。

二
〇
時
、
辺
り
が
薄
暗
く
な
り
女
性

の
方
の
ト
イ
レ
休
憩
は
砂
漠

の
中
。
バ
ス

は

一
路
サ

マ
ル
カ
ン
ド
を
目
指
し
て
進
ん

で
い
る
。

こ
の
辺
わ
ま
で
来
る
と
何

に
も

見
え
な
い
夜
の
砂
漠
で
あ
る
。

二
十

一
時

三
〇
分
、
サ

マ
ル
カ

ン
ド
の
ホ
テ
ル
に
着

い
て
も
食
事
は
望
め
な
い
の
で
運
転
手
の

馴
染

み
の
チ
ャ
イ
ハ
ナ
に
行
く
が
こ
こ
が

閉
め
て
い
る
の
で
ト
イ
レ
休
憩
を
す
る
。

真

っ
暗
な
外

に
出

て
み
る
、
ウ
ル
ム
チ
の

夜
空

の
星
も
良
か

っ
た
が
こ
こ
の
星
も
良

い
。
空
気
が
清
澄
な
の
で
あ
ろ
う
。

二
十

一
時
四
〇
分
、
別
の
チ
ャ
イ
ハ
ナ

に
着
く
。
人
数
が
多

い
の
で
戸
外

に
席
を

し

つ
ら
え
る
。
長
く
バ
ス
に
乗

っ
て
い
た

の
で
腹
が
空

い
て
い
る
。
日
本
か
ら
持

っ

て
い
っ
た
、
カ

ッ
プ
ラ
ー
メ
ン
が
美
味
し

い
、
夜
の
砂
漠
の
ど
真
ん
中
で
食

べ
る
味

も
良

い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
温
か
い
ビ

ー
ル
も
苦

に
な
ら
な
い
、
羊
の
肉

の
焼
物

な
ど
運
転
手

の
お
ご
り
で
あ
る
。
中
東
で

は
予
定
が
ず
れ
た
場
合
は
、
理
由
は
ど
う

で
あ
れ
運
転
手
の
責
任
と
の
こ
と
で
あ
る

ら
し
い
、
こ
の
運
転
手

に
は
こ
の
後
、
サ

マ
ル
カ
ン
ド

■
フ
ハ
ラ
と
お
世
話
に
な
る
。

二
十
三
時

チ
ャ
イ

ハ
ナ
現
地

の
人

に
さ

よ
う
な
ら
し
て
、
ま
た
、
砂
漠

の
中

に
出

発
し
て
行
く
、
バ
ス
は
大
型
で

一
人
で
二

席
分
使
用
し
て
い
る
が
、
暑
さ
と
悪
路

の

た
め
寝

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

二
時
三
０
分
。
よ
う
や
く
サ

マ
ル
カ

ン

ド
の
ホ
テ
ル
に
着
く
。
長

い
長
い
バ
ス
の

旅
で
あ
る
。

ロ
ビ
ー
で
暫
く
の
間
休
憩
を

す
る
が
こ
の
ホ
テ
ル
も
節
電
の
た
め
薄
暗

い
。
何
は
と
も
あ
れ
、

フ
ェ
ル
ガ
ナ
を
出

発
し
て
十
三
時
間

の
バ
ス
の
旅
で
あ

っ
た
。

こ
の
間

に
検
問
十
六
回
あ
り
、
軍
人

・
警

察
と
交
互
の
検
間
で
あ
る
。
夜
の
行
動
を

取
り
締
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
。　
一
回

の
検

間
に
幾
ば
く
か
の
関
銭
が
い
る
ら
し
い
、

一
回
の
検
間
は
早
く

て
ニ
ー
三
分
、
長
い

の
で
十
分
ぐ
ら
い
、
時

に
は
軍
人
が
バ
ス

の
中
ま
で
入

っ
て
き
て
懐
中
電
灯
で
人
員

を
調

べ
る
こ
と
が
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な

場
合

の
運
転
手

の
対
応
は
敏
速
で
素
晴
ら

し
い
も
の
が
あ

っ
た
。

こ
の
運
転
手
は
ア

珈椰鰺曹tiゞ■|■寅
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の
血
を
引

い
て
い
る
人
の
よ
う

で
あ

る
。
通
訳
の
オ
リ
ガ
さ
ん
の
対
応
も
目
を

見
張
る
も
の
が
あ

っ
た
。

移
動
中

の
バ
ス
は
、
前
照
灯

の
み
で
中

は
真

っ
暗

で
あ
る
。
バ
ス
の
中
を
明
る
く

す
る
と
厳
し
い
取
り
調

べ
を
受
け
る
と
の

こ
と
。
十
三
時
間
の
移
動
中

い
か
に
仕
事

と
は
い
え
、
オ
リ
ガ
さ
ん
の
態
度
は
実
に

立
派
な
も
の
で
あ

っ
た
。
ホ
テ
ル
に
着

い

た
時
、

「
皆
様
、
お
疲
れ
に
な

っ
た
で
し

Ｊ
つ
」
こ
の
オ
リ
ガ
さ
ん
の

一
言
で
な
ぜ

か
心
が
落
ち
着

い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
ホ
テ
ル
の

ロ
ビ
ー
で

一
人
の
老
人

が
私
達
の
到
着
を
待

っ
て
い
た
、
缶
ビ
ー

ハ ナに で

ル

・
缶
ジ

ュ
ー
ス
を
販
売
す
る
た
め
で
あ

る
。
値
段
は
各

一
ド
ル
。

こ
こ
も
経
済
的

に
は
大
変
な
所
だ
と
思
う
。
ホ
テ
ル
の
部

屋
割

に
時
間
が
か
か
る
、
こ
の
時
砂
漠
で

便
乗
を
願

っ
た
人
達
は
ど
う
な

っ
た
だ
ろ

う
な
ど
色
々
と
話
し
合

っ
て
い
た
。
部
屋

割
も
終
り
、
各
自

の
部
屋
に
行
く
、
こ
の

ホ
テ
ル
も
バ
ス
タ
ブ
は
な
い
。
と
に
か
く

寝
る
こ
と
に
す
る
。
午
前
三
時
で
あ
る
。

（続
く
）

Ｘ

次
回
は
、

『
青

の
都

サ

マ
ル
カ
ン
ド
』

で
す
。
お
楽
し
み
に
…
…

逓
信
記
念
日
に
よ
せ
て

石
井
　
工（
郎

イ
　
七

一
号
拝
読
致
し
ま
し
た
〕
こ
の
記
事

チャ
の
中

に
気
に
な
る
部
分
が
あ
り
ま
す
の
で
、

一
言
申
し
上
げ
た
く
存
じ
ま
す
。

日
本
の
郵
便
業
務
開
始
の
正
確
な
年
月

日
に
つ
い
て
、
同
記
事
で
は
次

の
よ
う
に

書

い
て
あ
り
ま
す
。

「
四
月

二
十
日
と
言
え
ば
逓
信
記
念
日
。

明
治
四
年
あ
の
前
島
密

に
よ
り
郵
便
業
務

が
国
営

に
よ
り
開
始
さ
れ
た
日
で
あ
る

」

こ
の
文
を
読
ん
だ
人
は
、
明
治
四
年
四

月

二
十
日
と
思
う
で
し

ょ
う
。
し
か
し
そ

れ
は
、
誤
り
で
す
。

正
し
く
は
、
旧
暦

（太
陰
暦
）
明
治
四

年
二
月

一
日
で
す
ｃ
四
月

二
十
日
と
い
う

の
は
、
新
暦

（太
陽
暦
）

に
換
算

し
た
年

月
日
な
の
で
す
。

新
暦
の
年
月
日
で
記
念
日
を
制
定
し
た

の
は
、
逓
信
宮
僚

で
す
。
昭
和

九
年

の
通

信
記
念
日
設
定

に
あ
た
り
、
開
業

の
二
月

一
日
が
新
暦

に
換
算
す
る
と
四
月

二
十
日

で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
日
を
記
念
日
に
し

ま
し
た
。
最
近
の
郵
政
省
は
、
開
業

の
日

を

『
明
治
四
年
四
月

二
十
日

（旧
二
月

一

日
）
』
と
表
記
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め

か
、
郵
便
局
員

に
聞
く
と
四
月

二
十
日
と

答
え
る
人
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
正
し
い
と
す
る
な
ら
、
大
政
奉

還
や
東
京
改
名
等
々
全
部
新
暦

に
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

記
念
日
を
新
暦
で
制
定
し
た
理
由
は
不

明
で
す
が
、
二
月

一
日
は
年
度
末
で
予
算

獲
得

の
最
中
で
あ
る
の
で
、
新
年
度

の
四

月
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
ま

す
。明

治
六
年

の
太
陽
暦
施
行
後
は
、
新
暦

だ
旧
暦
だ
と
言

い
ま
す
が
、
明
治
四
年
当

時
の
暦
は

一
つ
。
二
月

一
日
は
三
月

一
日

な
の
で
、
後
世
こ
れ
を
自
分

の
暦

に
換
算

し
て
変
更
す
る
の
は
、
犯
罪

で
す
ら
あ
る

と
思

っ
て
い
ま
す
。
せ
め
て

『
明
治
四
年

三
月

一
日

（新
暦
四
月

二
十
日
）
」
と
書

い
て
ほ
し
い
と
思

い
き
手

■

尚
、
現
在
発
見
さ
れ
て
い
る
Ｅ
去
最
古

の
封
警
．は
、
明
治
西
年
三
月
三
日
で
す
３

匹
口
一生
〓

〓
を
舅
業

（〓

ア
一し
た
ら
、

ニ

セ
モ
ノ
に
な
り
そ
う
で
す
。

福
山
の
郷
土
史

の
先
生
方
も
新
暦
で
書

い
て
い
て
、
心
配
で
す
。
こ
の
ま
ま
で
は

備
陽
史
探
訪

の
会
ま
で

マ
チ
ガ
イ
促
進

に

加
担
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、　
一
筆
啓
上

し
ま
す
。

今
号
は
、
民
俗
を
取
り
扱

っ
た
原
稿
を

中
心
に
紙
面
を
組
み
ま
し
た
が
、

い
か
が

だ

っ
た
で
し

ょ
う
か
。
寄
せ
ら
れ
た
原
稿

の
う
ち
、
載
せ
る
こ
と
の
で
き
な
か

っ
た

も
の
の
あ

っ
た
こ
と
が
残
念
で
す
が
、
執

筆
者

の
方

々
に
は
こ
の
場
を
か
り
て
、
お

礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

次
号
は
会
報
七
三
号
、　
一
〇
月

二
〇
日

ご
ろ
発
行
の
予
定
で
す
。

つ
き
ま
し
て
は

原

稿

を

募

集

し

ま

す

。

特
別
、
原
稿

の
内
容

に
限
定
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
小
説
な
り
随
筆
な
リ

エ
ッ
セ

イ
な
り
何
な
り
、
お
気
軽

に
寄
稿
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

（編
者
）

■
|'||
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残
暑
お
見
舞
い

ノ
0

新

入

会

員

紹

介

備
陽
史
探
訪

の
会

へ
よ
う
こ
そ
／

山
城
志
第
十
二
集
発
行

堂
々

一
〇
四
ペ
ー
ジ
の
大
作
が
で
き
あ

が
り
ま
し
た
。
発
刊
こ
そ
予
定
よ
り
随
分

遅
れ
ま
し
た
が
、
内
容
は
か
な
り
充
実
し

た
も
の
に
仕
上
が

っ
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
つ́
か
Ｌ

「
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
歴
史
愛
好
サ

ー
ク
ル
会
誌

の
水
準
を
押
し
上
げ
る
も

の

に
な

っ
た
と
確
信
し
て
お
り
ま
す

」

と
、
編
集
者

・
磐
座
亭
主
人
氏
も
自
信
た

っ
ぶ
り
で
す
。

会
員

の
方
の
お
手
元
に
は
す
で
に
届

い

て
い
る
こ
と
で
し

ょ
う
が
、
非
会
員
の
方

に
も

一
冊

一
五
〇
〇
円

〔
送
料

二
七
〇
円
〕

に
て
お
分
け
し
て
お
り
ま
す
。
事
務
局

の

方
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
下
さ

い
。

同
時

に
、
山
城
志
第
十
四
集

の
原
稿
を

募
集
し
ま
す
。
原
則
と
し
て
日
本
史
、
郷

土
史

に
取
材
し
た
論
文
、
随
筆
、
紀
行
文
、

小
説
、
短
歌

な
ど
を
、
四
百
字
結
め
原
稿

用
紙
三
〇
枚

の
範
囲
内
で
お
寄
せ
下
さ
い
。

締
切
は
九
月
末
。
原
稿

の
集
ま
り
の
悪

い
場
合
は
、
順
次
繰
り
下
げ
ま
す
。

発
刊
が
遅
れ
な
い
た
め
に
も
、
多
く
の

原
稿
が
早
く
集
ま
る
よ
う
に
ご
協
力
お
願

い
し
ま
す
。

事
務
局
日
誌

六
月
八
日

（土
）

『
古
事
記
を
読
む
』

参
加

二
三
名
。
終
了
後
、
六
月
例
会

資
料
作
成
。

六
月
九
日

（
日
）

『
六
月
例
会
』

「
浄

土
寺
と
因
島
史
跡
巡
り

」
講
師
木
下

和
司
、
日
野
雅
友
。
参
加
五
十
名
。

六
月
十
五
日

（土
）

『
備
後
古
城
記
を

読
む
』
参
加
十
五
名
。

六
月

二
二
日

（
土
）
会
報
七

一
号
発
送

作
業
参
加
六
名
。

六
月

二
九
日

（土
）

『
第
六
回
郷
土
史

講
座
』

「
備
後

に
お
け
る
福
島
正
則

の
足
跡

」
会
場
福
山
城
月
見
櫓
。
講

師
杉
原
道
彦
。
参
加
三
五
名
。

六
月
二
〇
日

（
日
）

「
掛
迫
古
墳
測
量

調
査

」
参
加
六
名
。

七
月
六
日

（土
）

『
古
墳
講
座
」

「
備

後

の
主
要
古
墳
」
参
加
十
五
名
。
夜

役
員
会
。
参
加
十
名
。

七
月
十
三
日

（
土
）

『古
事
記
を
読
む
』

参
加

二
三
名
。
終
了
後
、
山
城
志
十

三
集
発
送
作
業
。

七
月
十
四
日

（
日
）

『
七
月
例
会
』

「
岡
山
の
旧
住
宅
を
訪
ね

て
」
講
師

神
谷
和
孝
、
平
田
恵
彦
。
参
加
七
三

一々
．

「
掛
迫
古
墳
測
量
調
査

」
参
加
七
名
。

当
日
を
以
て
測
量
完
了
。
会
員
の
皆
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様

の
ご
協
力
を
感
謝

い
た
し
ま
す
。

・
七
月

二
〇
日

（土
）

『
備
後
古
城
記
を

読
む
』
芦
田
郡
の
部
を
読
む
。
参
加

十
四
名
。

・
七
月

二
七
日

（土
）

「
第
七
回
郷
土
史

講
座
』

「
中
世

の
寺
院
建
築

」
講
師

木
下
和
司
。
参
加
二
〇
名
。

美
特
に
断
り

の
な
い
場
合
、
講
座
等

の
会

場
は
福
山
市
中
央
公
民
館

（花
園
町
）

今
後
の
行
事
予
定

・
九
月

七
日

（
土
）

「
古
墳
講
座
」

会
場
取
得

の
都
合

に
よ
り
、
時
間
と

場
所
が
変
わ
り
ま
す
。

ご
注
意
を
／

〔
会
場

〕
市
民
会
館

二
館
会
議
室

〔
時
間

〕
午
後

七
時
か
ら

〔
会
費

〕
資
料
代
百
円

。
九
月
十
四
日

（土
）

「
古
事
記
を
読
む
」

〔
会
場

〕
中
央
公
民
館

〔
時
間

〕
午
後

二
時
か
ら

〔
会
費

〕
資
料
代
百
円

。
九
月

二

一
日

（土
）

「
備
後
古
城
記
を
読
む
』

〔
会
場

〕
中
央
公
民
館

〔
時
間

〕
午
後

七
時
か
ら

〔
会
費

〕
資
料
代
百
円

「
広
島
県
郷
土
史
研
究
協
議
会
大
会
」

輌
公
民
館

に
て
。

事
務
局
ま
で
お
申
込
み
下
さ
い
。
輛

の
史
跡
巡
り
も
し
ま
す
。

九
月

二
八
日

「
第
八
回
郷
土
史
講
座
』

「
毛
利

の
備
作
進
出
と
秀
吉

」

〔
日
時

〕
　

一
〇
月

一
九

・
二
〇
日

〔
集
合

〕

福
山
駅
北

口

Ｈ
キ
ャ
ッ
ス
ル
平則

七
時
四
五
分

〔
会
費

〕

会
員

二
八
〇
〇
〇
円

非
会
員

三
〇
〇
〇
〇
円

美
振
込
用
紙
を
送
り
ま
す
の
で
、　
一
万
円

（前
金
）
を
振
り
込
ん
で
下
さ
い
。
キ

ャ

ン
セ
ル
の
場
合
、　
一
週
間
前
迄
は
会
費
を

全
額
返
却
し
ま
す
。
そ
れ
以
降
は
キ
ャ
ン

セ
ル
料
を
い
た
だ
き
ま
す
。

〔
そ
の
他

〕
雨
天
決
行
、
お
弁
当
不
要

〔
会
場

〕
中
央
公
民
館
、
午
後

二
時

よ
り

講
師

・
出
内
博
都
。
会
費
百
円

編

集

後

記

遊
び
を
せ
ん
と
や
生
ま
れ
け
む
、

戯
れ
せ
ん
と
生
ま
れ
け
ん
、

遊
ぶ
子
供

の
前
聞
け
ば
、

我
が
身
さ

へ
こ
そ
ゆ
る
が
る
れ

子
供

た
ち
の
声
ひ
び
く
夏
休

み
も
、

終
わ
り
に
近
づ

い
て
い
ま
す
。
中
世
の

今
様
が
歌

っ
た
よ
う
に
、
子
供
た
ら
か

ら
元
気
を
も
ら

っ
て
、
き
た
る
べ
き
残

暑
に
そ
な
え
た
い
も

の
で
す
。

暑

い
夏
は
暑

い
な
り
に
過
ご
す
知
恵

を
、
日
本
人
は
持

っ
て
い
る
は
ず
。

ど
う
で
し
た
か
、
皆
さ
ん
。
今
年
の

夏
を
楽
し
ま
れ
ま
し
た
か
？
冬

の
日
さ

な
が
ら
の
ク
ー
ラ
ー
づ
け
の
日
々
で
、

健
康
を
害
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
を
祈
り

つ
つ
、
会
報

七
二
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

（
編
者
）

備
陽
史
探
訪
の
会
事
務
局

０
七
二
〇

福
山
市
多
治
米
町
五
―
二
九
―
八

雷
〇
八
四
九

（
五
三
）
六

一
五
七

〔
日
時

〕

九
月
八
日

（
日
）
　

　

　

　

　

九
月
例
会

の
ご
案
内
で
す
。
今
回
は
笠

〔
集
合

〕

福
山
駅
北
口
　
　
　
　
　
　
岡
市

の
主
要
な
古
墳

の

一
つ
、
長
福
寺
裏

Ｈ
キ

ャ
ッ
ス
ル
前
、
八
時

　

山
古
墳
を
中
心

に
ま
わ
り
ま
す
。

〔
見
学
地

〕
笠
岡
、
井
原
方
面
　
　
　
　
　
バ
ス
例
会
と
は
い
っ
て
も
歩
く
こ
と
が

〔
講
師

〕

後
藤
匡
史

，
七
森
義
人

　

　

多
い
の
で
、
履
き
な
れ
た
歩
き
や
す
い
靴

〔
定
員

〕

七
二
人
　
　
　
　
　
　
　
　
と
、
ま
だ
暑

い
時
期
な
の
で
汗
を
拭
く
タ

〔
会
費

〕

〈
バ
員
三

一
〇
〇
円
　
　

　

　

オ
ル
な
ど
も
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

非
会
員
三
二
〇
〇
円
　
　
　
　

ま
だ
募
集
中

で
す
。
お
早
め
に
事
務
局

〔
そ
の
他

〕
雨
天
決
行
、
お
弁
当
持
参

　

の
方
ま
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

一
年
で
も

っ
と
も
過
ご
し
や
す

い
季
節
、

秋
。　
一
泊
旅
行
に
出
か
け
ま
せ
ん
か
？

今
回
の
旅
行
で
は
、
来
年

一
月
か
ら
Ｎ

Ⅱ
Ｋ
で
放
映
予
定

の

『
毛
利
元
就
』
ゆ
か

り
の
寺
院
な
ど
を
中
心

に
ま
わ
り
ま
す
。

時
代
劇
を
楽
し
む

に
は
、
背
景
を
知
る
の

が

一
番
。
元
就

に
つ
い
て
よ
く
ご
存
知

の

方
々
も
同
行
さ
れ
ま
す
の
で
、
予
習
が
で

き
る
絶
好

の
チ
ャ
ン
ス
で
す
／

な
る
べ
く
早
め
に
事
務
局

の
方
ま
で
お

申
込
み
く
だ
さ
い
。
振
込
用
紙
と
旅
行

の

詳
細
を
お
送
り
し
ま
す
。

元
就
の
足
跡
を
訪
ね
て


