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理
〓報
の
体
裁
を

変
え
る
に
あ
た
っ
て
」

会
長
　

神
谷
　
和
孝

し
ば
ら
く
ぶ
り
で
会
報
を
手
に
な
さ

っ

て
、
今
ま
で
の
会
報
と
異
と

っ
て
い
る
の

で
驚
ろ
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

ン，
か
。

一
番
大
き
く
変

っ
た
点
は
、

チ
ャ
ン
と

し
た
活
字
を
使
用
し
て
印
刷
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

会
報
を
発
行
し
だ
し
た
時
点

（今
か
ら

五
年
前

に
さ
か
の
ぼ

っ
た
時
点

で
）
、
出

来
る
だ
け
早
く
、
チ
ャ
ン
と
し
た
活
字
を

使
用
し
て
の
会
報
を
皆
様
に
お
届
け
し
た

い
と
言
う
の
が
、
会

の
中
心
メ
ン
パ
ー
の

願
望
で
し
た
。
然
し
、
そ
の
経
費
も
な
く
、

最
初
は
せ
い
ぜ
い
、
手
書
き
の
ガ
リ
版
刷

り

一
枚
と
言
う
状
況
か
ら
の
出
発
で
し
た
。

こ
の
文
章
を
書
く
に
あ
た

っ
て
、
今
ま
で

の
会
報
を
取
り
だ
し
て
見
て
み
ま
し
た
。

最
初

の
方

で
、

ス
キ
ー
特
集
と
言
う

の
が

あ
り
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
上
手
に
す

べ

れ
る
か
と
言
う
、
た

っ
た
半
ペ
ー
ジ
の
内

容

の
も
の
も
あ
り
、
会

の
会
報
と
は
比
較

に
な
ら
な
い
、
考
え
ら
れ
な
い
、
も
の
で

し
た
。

し
か
し
、
回
数
を
重
ね
る
こ
と
に
ペ
ー

ジ
数
も
増
え
、
内
容
も
整

っ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
会
報

の
発
行
の
任
に
あ
た

っ
た
方

々
が
、
仕
事
が
終

っ
て
か
ら
、
疲

れ
も
忘
れ
て
、　
一
回
の
会
報
を
出
す
の
に

何
回
も
何
回
も
編
集
会
議
を
開
き
、
集
ま

っ
た
原
稿
を
分
担
し
て
手
書
き
を
し
、
そ

れ
を
印
刷
し
て
皆
様
に
送
付
す
る
と
言
う
、

非
常

に
負
担

の
み
大
き
く
て
、
表
面
だ

っ

て
は
評
価
さ
れ
な
い
、
ま
さ
に
手
作
り
の

苦
労
の
た
ま
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
新
ら

し
い
体
裁
で
届
け
ら
れ
た
会
報
を
手

に
さ

れ
て
、
ま
ず
、
最
初

に
、
そ
の
事
を
考
え

て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

会
報

の
編
集
の
任

に
あ
た
ら
れ
た
方
々

の
、
長

い
期
間

に
わ
た

っ
て
の
努
力
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
此
度

の
よ
う
に
立
派
な

体
裁
の
会
報
が
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
い

会
長
と
し
て
感
謝

の
念
で

一
杯

で
す
。

○

会
員

の
皆
様
も
、
会
報

の
内
容
が
更
に

充
実
し
て
い
く
た
め
に
、
自
主
的
な
原
稿

の
投
稿
を
心
か
ら
、
御
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。第

四
回

奮書
奪
薔
■
１
一

親
と
子
の
古
墳
め
ぐ
り

山
口
　
哲
晶

今
年
で
四
回
目
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
こ
の
親
と
子
の
古
墳
め
ぐ
り
で
す
が
、

前
回
は
神
辺
町
の
中
条
か
ら
福
山
市
加
茂

町
ま
で
、
前
期
古
墳
か
ら
終
末
期
古
墳
に

至
る
時
期
の
中
で
古
墳
の
形
態
に
ど
の
様

な
変
化
が
起
き
て
来
た
か
を
見
て
来
ま
し

た
。
今
年
は
ど
の
様
に
す
る
か
、
場
所
は

ど
こ
に
す
る
か
と
色
々
と
悩
ん
だ
末
に
ど

う
に
か
神
辺
の
御
領
地
区
に
決
め
る
事
が

出
来
ま
し
た
。

当
日
の
コ
ー
ス
で
す
が
、
先
ず
最
初
は

備
後
国
分
寺
で
す
。
国
分
寺
と
い
う
の
は

御
存
知
の
様
に
、
奈
良
時
代
に
聖
武
天
皇

が
諸
国
に
命
じ
て
設
置
さ
せ
た
寺
で
す
。

正
式
名
称
は
金
光
明
四
天
王
護
国
之
寺
と

言
い
ま
す
。
殆
ん
ど
は
平
安
時
代
に
そ
の

存
在
価
値
を
失

っ
て
荒
廃
の

一
途
を
た
ど

っ
た
様
で
す
。
こ
の
備
後
の
国
分
寺
も
そ

の
例
に
も
れ
ず
幾
回
か
の
再
建
を
経
て
い

現
在
の
も
の
は
江
戸
時
代
の
も
の
で
す
。

何
故
こ
こ
に
備
後
の
国
分
寺
が
あ
る
の
か

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

次

の
国
分
寺
裏
山
古
輩
群
は
古
墳
時
代
後

期
の
群
集
墳
で
す
。

二
番
目
は
迫
山
古
墳
群
で
す
。
こ
の
古
墳

群
は

一
九
八
三
年
夏

に
神
辺
町
教
育
委
員

会

に
よ
り
迫
山

一
号
墳
の
発
掘
調
査
が
行

わ
れ
、
多
く
の
貴
重
な
遺
物
が
出
土
し
ま

し
た
。
中

で
も
県
内

で
は
三
例
目
の
環
頭

大
刀
は
重
要

で
す
。
環
頭
大
刀
は
、
畿
内

政
権
が
政
治
的

・
経
済
的
に
地
方
勢
力
を

取
り
込
む
過
程

で
授
与
し
た
も

の
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
こ
の

一
号
墳
か

ら
出
土
し
た
も

の
で
す
。

又
、
石
室
の
規
模
も
県
内

に
於

て
有
数
の

も
の
で
本
古
墳
の
も

つ
意
味
は
大
き
な
も

の
で
す
。

尚
、
こ
の
古
墳
は
六
世
紀

の
後
半
も
末
に

近
い
時
期

の
様

で
す
。

こ
の
古
墳
群

は
現
在
の
と
こ
ろ
十

一
基
確

認
さ
れ
て
お
り
、
前
述
の

一
号
墳
は
こ
の

古
墳
群
の
盟
主
的
存
在

で
す
。

次
は
小
山
池
廃
寺

で
す
。

こ
れ
は
迫
山
古

墳
群
の
西
方

に
あ
り
、
現
在
畑
の
中
か
ら

小
山
池
に
か
け
て
在
り
ま
す
。
国
分
寺
と

対
の
関
係
に
あ
る
国
分
寺
尼
寺
と
考
え
ら

れ
て
い
る
様

で
す
。

そ
し
て
最
後
は
藤
森
古
墳
群

で
終
り
ま
す
。

今
回
は
、
割
合
短
か
い
距
離

に
固

っ
た

コ
ー
ス
で
す
が
中
心
は
迫
山
古
墳
群

で
す
。

発
掘
風
景
と
か
出
土
品
と
か
を

ス
ラ
イ
ド
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で
見
て
も
ら
う
時
間
も
予
定
し
て
い
ま
す

の
で
皆
様

の
御
協
力
、
御
参
加
を
お
願

い

し
ま
す
。

親
子
古
墳
め
ぐ
り
に

望
む
こ
と

６．
年
度
例
会
実
行
委

古
墳
め
ぐ
り
も
今
年

で
四
回
目

に
な
る
。

こ
の
行
事
は
当
会
が
初
め
て
小
学
生
を
対

象
に
し
て
行
な

っ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
不

慣
れ
な
こ
と
も
あ

っ
て

（何
と
い
っ
て
も

当
時
中
心
会
員

の
多
く
は
独
身
で
あ

っ
た

か
ら
）
多
く

の
不
手
際
や
意
欲
の
空
転
と

共

に
特

に
印
象
強

い
も
の
と
し
て
残

っ
て

い
る
。
だ
か
ら
私
な
ん
ぞ
は
５
月
に
な
る

度

に
「
あ
あ
も
う
あ
れ
か
ら
〇
年
た

っ
た

の
か
、
月
日
の
た

つ
の
は
早
い
こ
と
ょ
。

ず

い
分

い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ

っ
た
よ
な
。

こ
の
間
に
結
婚
も
し
た
し
小
供
も
生
ま
れ

た
し
…
…

フ
ム
フ
ム

」
と
非
常

に
感
憾

に

ふ
け

っ
た
り
し
て
、
古
墳
め
ぐ
り
は
そ
れ

な
り
に
生
活
上
の
重
要
な
節
目
に
な

っ
て

い
る
の
だ
が
、
最
近
会
員

の
中
か
ら

「
古

墳
め
ぐ
り
は

マ
ン
ネ
リ
化
し
て
い
る

」
と

い
う
声
も
チ
ラ
ホ
ラ
聞
こ
え
た
り
す
る
の

で
、

や
っ
ぱ
り
私
の
個
人
的
な
懐
古
趣
味

だ
け
で
は
こ
の
企
画
を
存
続
さ
せ
る
に
は

ち
と
弱

い
と
、
も

っ
と
将
来
的
な
展
望
も

含
め
て
古
墳
め
ぐ
り
の
意
味
と
い
っ
た
も

の
を
こ
の
際
バ
シ
ッ
と
言

っ
て
お
か
ね
ば

な
る
ま
い
い
と

一
人
で
興
奮
し
て
お
る
次

第
で
す
。

今
、
私
の
手
元
に
第

一
回
日
と
二
回
目

の
古
墳
め
ぐ
り
の
資
料
が
あ
る
。
い
ず
れ

も
神
辺
郷
土
資
料
館
の
佐
藤

一
夫
君
の
手

に
拠
る
も
の
で
あ
る
。
パ
ラ
パ
ラ
め
く
っ

て
見
る
と
仲
々
お
も
し
ろ
い
。
ま
ず

「
古

ふ
ん
て
何
だ
ろ
う
？

」
と
ま
る
で
小
供
電

話
相
談
室
の
様
な
語
り
口
で
「
古
ふ
ん
」

と
い
う
も
の
が
古
代
の
何
を
私
等
に
語
っ

て
く
れ
る
の
か
が
書
い
て
あ
り
職
業
柄
仲

々
手
習
れ
た
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、

「
お
昼
の
お
べ
ん
と
う
、
お
い
し
か
っ
た

か
な
？
　
あ
と
少
し
ノ
　
午
後
も
ガ
ン
バ

ッ
テ
歩
こ
う
ノ
」
と
い
う
部
分
に
は
思
わ

ず
笑

っ
て
し
ま
っ
た
。
う
―
む
佐
藤
君
も

こ
の
古
墳
め
ぐ
り
に
は
ず
い
分
期
す
る
と

こ
ろ
あ
っ
た
ん
だ
な
あ
と
又
々
感
憾
に
ふ

け

っ
た
り
す
る
今
日
の
私
で
あ
る
。

第

一
回
目
の
古
墳
め
ぐ
り
は
駅
家

・
服

部
周
辺
の
割
と
大
き
め
の
横
穴
式
石
室
を

持

つ
古
墳
の
み
を
選
ん
で
ま
わ
っ
た
。

こ
の
時
に
は
Ｔ
Ｖ
局
も
来
て
そ
の
晩
の
ニ

ュ
ー
ス
で
何
回
か
放
映
さ
れ
た
。
私
ら
が

そ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
見
た
の
は
丁
度

『
養
老

の
滝

』
で
の
慰
労
会
が
終

っ
て
外
に
出
よ

う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

「
あ

っ
○

○
さ
ん
が
映

っ
て
る
」
「
い
い
な
あ

」

「
あ
そ
こ
の
所
撮

っ
て
た
ん
だ
ね
」
な
ど

と
騒
ぎ
つ
つ
表
に
出
て
万
歳
三
唱
し
た
。

テ
レ
ビ
に
出
た
位
で
万
歳
す
る
な
ん
て
全

く
私
ら
の
ミ
ー
ハ
ー
性
が
知
れ
よ
う
と
い

う
も
の
だ
が
、
百
数
十
人
も
の
子
供
連
れ

の
団
体
を
引
率
し
て
ゆ
く
の
は
想
像
以
上

に
骨
の
折
れ
る
こ
と
で
、
言
葉
の
み
で
な

い
ま
さ
し
く

「
全
員
の
協
力

」
が
必
要
で

あ
っ
た
し
、
そ
れ
を
あ
る
程
度
や
り
切
っ

た
と
い
う
満
足
感
が
皆
に
共
有
の
も
の
と

な
っ
て
い
た
こ
と
の
表
わ
れ
で
あ
っ
た
ろ

う
。
要
す
る
に
熱
気
が
あ
っ
た
の
だ
。

し
か
し
問
題
点
も
多
く
残

っ
た
。
そ
の

最
大
の
も
の
は
「
古
墳
め
ぐ
り

」
と
い
う

企
画
の
面
白
さ
の
割
に
そ
の
主
催
者
側
で

あ
る
私
等
に
そ
れ
を
担
う
だ
け
の
実
力
が

欠
け
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
例
え
ば

「
横
穴
式
石
室
を
持

つ
古
墳
で
な
け
れ
ば

見
ご
た
え
が
な
い
己
と
い
う
感
想
が
あ
る
。

確
か
に
巨
大
な
石
材
を
使
用
し
た
石
室
は

人
を
感
嘆
さ
せ
る
。
だ
が
人
を
ウ
ー
ン
と

う
な
ら
せ
た
か
ら
と
い
っ
て
何
が
ど
う
し

た
と
言
う
の
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
私
等
は
何

で
も
な
い
古
墳
か
ら
こ
そ
面
白
さ
を
引
き

出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
そ
れ
が
ホ
ン
マ

も
ん
の
芸
人
と
い
う
も
ん
や
で
」
と
何
故

か
大
阪
漫
才
の
世
音
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

が
こ
う
い
っ
た
反
省
か
ら
出
発
し
た
古
墳

部
会
は
今
や
バ
リ
バ
リ
と
…
と
言
い
た
い

と
こ
ろ
だ
が
、
古
墳
部
会
長
山
口
氏
の
人

柄
そ
の
ま
ま
に
地
味
に
細
々
と
、
し
か
し

―
‐一――

し
ぶ
と
く
月

一
回
の
講
座
を
続
け
て
い
る
。

最
近
で
は
古
墳
そ
の
も
の
よ
り
も

「
古
墳

時
代

」
「
古
墳
時
代
の
社
会

」
と
い
っ
た

も
の
に
鋭
い
ア
プ

ロ
ー
チ
が
さ
れ
て
い
る

様
で
、
そ
の
成
果
、
研
究
方
針
が
ど
の
様

に
古
墳
め
ぐ
り
に
生
か
さ
れ
る
か
、
私
は

大
変
楽
し
み
に
し
て
い
る
。
重
ね
て
言
う

が
古
墳
め
ぐ
り
が
マ
ン
ネ
リ
化
し
て
い
る

と
す
る
な
ら
、
そ
の
責
は
豊
か
な
材
料
を

使
い
つ
つ
も
調
理
の
段
階
で
そ
の
味
を
殺

し
て
し
ま
う
私
等
に
帰
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
隅
然
と
は
言
え
千

数
百
年
も
命
脈
を
保
っ
て
き
た
こ
れ
ら
過

去
の
遺
跡
に
対
し
て
失
礼
で
は
な
い
か
／

と
私
は
思
う
の
で
あ
る
。
　

（棗
田
英
き

紹

『
御
調
の
石
造
物

』

（
１
）

送
料
共

一
二
五
〇
円

御
調
町
郷
土
文
化
研
究
会
機
関
誌

『
水
調

』

七
号

丁

御 七

〇
〇
円
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=√ P



昭和61年 4月 17日備陽史探訪 50号

二
月
例
会

高
山
城
探
訪
記

末
森
　
清
司

一高
山
城
跡
探
訪
は
好
天
に
め
ぐ
ま
れ
予

定
通
り
実
行
出
来
ま
し
た
。
総
勢
三
十

一

名

の
参
加
者

で
中
世

の
雄
大
な
山
城
跡
を

見
学
出
来
ま
し
た
事
は
案
内

に
た
づ
さ
わ

っ
た
私

に
と

っ
て
大
変
喜
ば
し
く
楽
し
い

事

で
し
た
。
参
加
さ
れ
た
皆
様

に
深
く
感

謝

い
た
し
ま
す
。
特

に
今
度
は
山
頂

で
の

現
場
に
立

っ
て
の
説
明
と
議
論
は
会
員
の

皆
様

の
意
見
の
や
り
と
り
、
そ
し
て
田
口
・

吉
田
両
副
会
長
及
び
会
員
各
方
々
の
受
答

え
等
私
に
と

っ
て
大
変
勉
強

に
な
り
大

い

に
参
考
と
な
り
今
後

の
勉
強

に
役
立
ち
ま

す
。
一局
山
城
登
山
道
は
本
郷
駅
側
よ
り
南

す
そ
を
登
り
ま
し
た
が
こ
の
道
は
け
わ
し

く

一
部
す

べ
り
易

い
所
が
有
ま
し
た
が
皆

様
は
し

っ
か
り
し
た
足
ど
り
で
且
、
お
互

い
に
助
け
合

っ
て
参
り
ま
し
た
。
南
山
頂

郭
か
ら
は
、
本
郷
町
中
心
の
昔

の
沼
田
庄

の
風
景
と
西
側

に
そ
び
え
る
新
高
山
城
そ

し
て
眼
下
に
長
々
と
流
れ
る
沼
田
川
を
展

望
し

つ
ゝ
中
世
小
早
川

一
族
を
偲
び
ま
し

た
。
南
峰
か
ら
北
峰
郭

の
移
行
の
道
は
竹

木
草

で
道
が
消
え
て
し
ま

っ
た
所
を
や
ぶ

こ
ぎ
を
し
な
が
ら
山
歩
き
の
ダ

イ
ゴ
味
？

を
充
分
楽
し
ん
で
も
ら
い
ま
し
た
。

北
峰
の
郭

か
ら
は
眼
下

に
真
良
郷
の
田
園

風
景
そ
し
て
戦
国
時
代
尼
子
の
大
軍
が
高

山
城
攻
撃

の
折

の
陣
を
築

い
た
と
い
わ
れ

る
大
陣
山
小
陣
山
の
山
並
み
を
展
望
し

つ

ゝ
こ
の
城

の
大
手
道
と
言
わ
れ
る
中
世
の

石
垣
が
残

っ
て
い
る
山
道
を
真
良
石
丸

へ

と
下
山
し
ま
し
た
。
見
学
さ
れ
た
通
り
国

史
跡
で
あ
り
な
が
ら
各
郭
共
々
荒
野
の
ご

と
く
荒
果
て
登
山
道
は
草
木
に
う
も
れ
案

内
板
ひ
と

つ
設
置
さ
れ
て
い
な
い
有
様
で

す
。
し
か
し
そ
れ
な
り
に
各

郭
の
遺
構
は

し

っ
か
り
と
残

っ
て
お
り
ま
す
。
幸

い
な

事

に
こ
の
城
跡
は
開
発
の
手
が
の
び
て
お

ら
ず
、
廃
城
後
そ
の
ま

ゝ
年
月
を
過
し
て

お
り
ま
す
の
で
発
掘
調
査
整
備
を
す
る
事

に
よ
り
雄
大
に
中
世
山
城

の
遺
構
が
は

っ

き
り
す
る
の
で
は
な
い
か
と
今
後

へ
の
楽

し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。

案
内
役
と
な

っ
た
私

で
す
が
資
料
不
足
、

勉
強
不
足
が
多
く
有
り
参
加
さ
れ
た
方

々

に
充
分
説
明
出
来
な
か

っ
た
事
が
残
念
で

す
。
唯
こ
の
城
跡
は

一
回
き
り
の
探
訪
で

は
雄
大
さ
が
分
り
か
ね
ま
す
。
又
こ
の
山

城

で
の
議
論

の
ひ
と

つ
と
な
り
ま
し
た
新

高
山
城

へ
の
移
行
に
つ
い
て
の
意
見
が
盛

ん
で
し
た
の
で
再
度

こ
の
城
跡
を
探
訪
し

た
い
と
思

っ
て
ま
す
。
計
画
と
し
て
は
、

福
山
よ
リ
バ
ス
ツ
ア
ー
で
高
山
↓
新
高
山

↓

三
原
城
跡
と
小
早
川
氏
三

つ
の
城
跡
を

見
学
し
た
い
と
考
え
て
ま
す
。

今
度
色
々
の
事
情

で
参
加
出
来
な
か

っ
た

方

々
が
多
く
居
ら
れ
ま
す
の
で
ぜ
ひ
実
現

さ
せ
た
い
と
考
え
て
ま
す
。
又
資
料
も
再

度
修
正
し
充
実
さ
せ
て
み
た
い
と
今
か
ら

準
備

に
入

っ
て
ま
す
。
会
員

の
皆
様

の
バ

ッ
ク

ア
ッ
プ
を
宜
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

最
後
に
企
画
に
対
し
色
々
と
助
け
て
下
さ

い
ま
し
た
棗
田
氏
、
両
副
会
長
、
会
員

の

皆
様

の
協
力
心
よ
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

彗

華

＝
　

森

紀
子

私
が
輌
の
浦
と
関
わ
り
を
持

つ
よ
う
に

な

っ
た
の
は
僅
か

一
年
半
程
度
前
か
ら
の

事

で
す
。　
一
昨
年
十
月

の
例
会

で
輛
の
浦

史
跡
巡
り
を
担
当
し
、
そ
れ
が
縁

で
次
々

と
史
跡
巡
り
を
依
頼
さ
れ
案
内
す
る
羽
目

に
な

っ
た
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
唯
単
に

輛
の
浦
が
好
き
と
い
う

一
介
の
訪
間
者
に

す
ぎ
な
か

っ
た
の
で
す
が
、
今
で
は
ま
る

で
自
分

の
生
ま
れ
育

っ
た
町
の
よ
う

に
深

い
愛
着
を
感
じ
て
い
ま
す
。
歴
史
だ
け
で

は
な
く
、
輛
に
関
わ
る
全
般
に
つ
い
て
知

る
に
つ
け
、
現
在

の
輛
町
が
抱
え
て
い
る

問
題
ま
で
も
分
か
る
よ
う
に
な

っ
て
き
ま

し
た
。
輛
の
住
民

の
中

に
は
何
と
か
し
て

町
を
発
展
さ
せ
活
性
化
さ
せ
た
い
と
熱
心

に
活
動
し
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
が

あ
り
ま
す
。

私
も
二
度
ば
か
り
講
演
を
依
頼
さ
れ
、
輛

を
観
光
地
と
し
て
ど
う
発
展
さ
せ
る
か
私

な
り
に
思
考
し
て
い
く
う
ち
、
増
々
こ
の

町
と
縁
が
切
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

輛
の
浦
は
歴
史
的
に
見
て
も
幕
末
の
頃

ま
で
は
、　
一
大
歓
楽
街
と
し
て

つ
と
に
有

名

で
し
た
。
瀬
戸
内
海

の
東
西
の
潮
流
の

丁
度
分
岐
点

に
面
し
て
い
る
為
昔
か
ら
潮

待
ち
港
と
し
て
繁
栄
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
明
治
に
な

っ
て
汽
船
が
登
場
し
、

潮
待
ち
の
必
要
が
な
く
な
り
、
さ
ら
に
追

討
ち
を
か
け
る
よ
う
に
明
治

二
十
四
年
笠

岡

・
尾
道
間
に
鉄
道
が
開
通
し
た
事

で
港

の
機
能
を
尾
道
に
取

っ
て
代
ら
れ
次
第
に

衰
退
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

以
前
の
よ
う
な
活
気
が
な
い
と
は
い
え

今

で
も
こ
の
町
は
昔
と
変
ら
ず
風
光
明
媚

な
す
ば
ら
し
い
景
色
を
擁
し
て
お
り
、
そ

の
上

二
千
年

の
歴
史

に
ま

つ
わ
る
史
跡
も

多
数
あ
り
ま
す
。
文
化
財
も
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
今
こ
の
輛
の
浦
が
歴
史
的
に
見
て

又
観
光
の
町
と
し
て
見
直
さ
れ

つ
つ
あ
り

ま
す
。
福
山
市
の
観
光
行
政
の
中

に
も
当

然
こ
の
町
が
組
み
込
ま
れ
て
い
て
全
国
的

に
有
名

に
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

鯛
網
で

一
部

の
人

々
に
は
知
ら
れ
て
い
ま

し
た
が
、　
一
般
的

に
は
ま
だ
輛
の
浦
の
知

名
度
は
低

い
と
い
え
ま
す
。
や

っ
と
最
近

『
輌
に

/`/・
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の
歴
史
ブ
ー
ム
と
旅
行
ブ
ー
ム
の
お
陰

で

随
分
遠
く
か
ら
も
観
光
バ
ス
が
来
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
年
金
で
優
雅

に
暮
ら
せ

る
豊

か
な
時
代
を
反
映
し
て
か
、
史
跡
巡

り
を
支
え
て
い
る
の
は
、
今
は
ど
ち
ら
か

と

い
え
ば
年
配
の
人
達
が
多

い
よ
う
で
す
。

ヤ
ン
グ
層
も
旅
行
が
好
き
で
す
が
、
史
跡

巡
り
よ
り
は

ア
ク
テ
ィ
ブ
な
遊
び
を
好
み

ま
す
の
で
、
受
入
れ
体
制
さ
え
確
立
出
来

れ
ば
も

っ
と
若

い
人

を
集
め
ら
れ
る
で
し

ょ
う
。
今
後
の
や
り
方
次
第

で
ま
だ
ま
だ

発
展

の
余
地
が
あ
り
ま
す
し
、
活
性
化
さ

せ
る
事
も
可
能

で
す
。
基
幹
産
業

の
鉄
鋼

業
も
生
産
機
能
が
低
下
し
て
い
る
現
在
、

輛
町
も
観
光
地
と
し
て
い
づ
れ
は
様
変
わ

り
し
て
い
く
こ
と
は
必
至
で
し

ょ
う
。
近

く
歴
史
民
俗
資
料
館
が
城
山
に
お
い
て
着

工
さ
れ
ま
す
。
行
政
と
住
民
と
の
間
で
コ

ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
な
い
な
ど
の
問
題

は
多

々
あ
る
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
が
輌
に

何
ら
か
の
プ
ラ
ス
に
な
れ
ば
幸

い
で
す
。

こ
れ
か
ら
行
政
側
が
ど
の
よ
う
な
運
営
を

す
る
か
見
守

っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

私

の
史
跡
巡
り

の
案
内
も
日
増
し
に
数

が
増
え
、
各
地
か
ら
礼
状
が
届
く
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
私
が
必
要
と

さ
れ
る
限
り
、
輛
の
浦
を
紹
介
す
る
役
目

を
続
け
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

私
の
す
き
な
も
の
Ｉ

（
お
金
）

事
務
局

　

井
上
　
良
三

お
金
と
聞
く
と
、
人
は
す
ぐ
、
え
げ

つ

な
い
も
の
と
い
う
感
覚
を
も

つ
ら
し
い
が

（事
実
、
今
回
妻

に
も
そ
う
指
摘
さ
れ
、

少
々
た
め
ら
う
の
だ
が
）
、

「
先
立

つ
も

の
は
金

」
と
い
う
精
神

の
持
主
で
あ
る
私

に
は
、
今
回
、
そ
の
事
を
ど
う
し
て
も
書

く
こ
と
に
す
る
。

わ
が
国
に
お
け
る
、
お
金
の
歴
史
を
た

ど

っ
て
み
る
と
、
常

に
ニ
セ
金
づ
く
り
と

遭
遇
す
る
。
わ
が
国
最
古

の
鋳
造
貨
幣

で

あ
る
和
銅
開
珍
が
、
元

明
天
皇
和
銅

二
年

二
月

（
西
暦
七
〇
八
年
）
に

発
行
さ
れ
る

と
、
す
ぐ
に
始
ま

っ
た
様

で
あ
る
。
事
実

私
鋳
禁
止
令

や
、
七
六
〇
年

に
は
、
万
年

通
宝
が
作
ら
れ
、
旧
貨
と
の
切
換
え
が
行

な
わ
れ
た
。
逮
捕
さ
れ
た
ニ
セ
金
づ
く
り

達
が
銭
鋳
司

（今

で
い
う
造
幣
局
）

の
下

で
今
度
は
本
物

の
貨
幣
を
作
ら
さ
れ
た
と

い
う
事
実
も
あ
る
か
ら
お
も
し
ろ
い
。

そ
の
後
、
時
代
は
下

っ
て
、
江
戸
時
代

に

な
る
と
、
徳
川
幕
府
が
悪
貨

（良
貨

に
ま

ぜ
物
を
し
て
金
の
含
有
率
を
落
し
た
も
の
）

を
作
る
様

に
な
る
と
誰
が

ニ
セ
金
づ
く
り

か
わ
か
ら
な
く
な

っ
た
。

近
代
、
明
治
に
な

っ
て
最
初

の
紙
幣

、

「
太
政
官
札

」
に
い
た
っ
て
は
、
今
の
地

方
公
共
団
体
と
も
い
え
る
福
岡
藩
で
、
城

中
に
製
造
所
を
作

っ
て
い
た
そ
う
だ
か
ら

恐
れ
い
る
。
現
代
の
ニ
セ
金
づ
く
り
達
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
前
の
紙
幣
切
換

の
時
も
確
か
そ
の
前
に
ニ
セ
札
事
件
が
あ

り
ま
し
た
。
確
か
に
現
代
、
印
刷
機
の
性

能
も
向
上
し
、
本
物
そ
っ
く
り
の
も
の
が

で
き
る
の
だ
が
枚
数
に
対
す
る
コ
ス
ト
を

考
え
る
と
、
ま
あ
割
の
合
わ
な
い
こ
と
だ

か
ら
、
皆
さ
ん
や
め
た
方
が
い
い
で
し
ょ

ｎヽノ。と
ま
あ
、

「
本
物
、
ニ
セ
物
紙

一
重
」

「
バ
カ
と
ハ
サ
ミ
は
使
い
様

」
と
思
い
つ

つ
も
、
こ
の
金
と
い
う
も
の
を
人
間
、
後

生
大
切
に
し
て
る
ん
だ
か
ら
不
思
議
な
動

物
で
す
よ
ね
え
。

以
上
、
分
け
の
わ
か
ら
ぬ
事
を
書
い
て

き
ま
し
た
が
、

「
天
下
の
ま
わ
り
も
の
」

で
あ
る
お
金
を
、
会
計
担
当
の
私
が
、
防

波
堤
に
な
っ
て
止
め
て
、
金
を
蓄
え
て
、

会
の
運
営
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
く
様
に
努
力

す
る
と
決
意
し
な
が
ら
、
筆
を
置
く
こ
と

に
し
よ
う
。投

稿
歓

迎
／

四
百
字
詰
二
枚
前
後

テ
ー

マ
は
自
二
Ш
。

〒
七
二
〇

福
山
市
川
口
町
三
九
八
―
一

種
本
　
実
　
ま
で

第
四
回

親
と
子
の
古
墳
め
ぐ
り

募
集
要
項

四
、
そ
の
他

日
時
　
五
月
五
日

（日
曜

・
祭
日
）

午
前
八
時
半
　
駅
前
釣
人

像
前
集
合

午
後
四
時
半
　
現
地
解
散

美
当
日
雨
天
の
場
合
は
五
月
十

一

日
に
変
更

見
学
場
所
　
深
安
郡
神
辺
町
御
領

周
辺

（
備
後
国
分
寺

。
国
分
寺
裏
山
古

墳
群

・
迫
山
古
墳
群

・
小
山
池

廃
寺

・
法
憧
寺
古
墳
群
）

参
加
費
　
親
子
二
人
で
五
百
円

（資
料
代
）

但
し
、
増
え
る
場
合

は
患
〓
“
脚

｝
追
加

各
自
昼
食
持
参

山
歩
き
に
似
合
う
服
装

で
お
願

い
し
ま
す
。

五
、
申
し
込
み
方
法

葉
書
に
て
四
月

二
十
六

日
（土
）
ま
で
必
着

の
事

申
し
込
み
問

い
合

せ
先

福
山
市
引
野
町
ニ
ー
三
二
八

（
四

一
）
―
二
〇
四
九

山
口
　
哲
晶

r`争
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古
墳
研
究
部
会
活
動

に
つ
い
て

山

口
　
哲
晶

当
研
究
部
会

で
は
、
″
中
途
よ
り
古
墳

研
究
部
会

に
参
加
さ
れ
た
方

に
で
も
古
墳

に
つ
い
て
、
こ
の

一
冊
を
見

て
も
ら
え
ば

あ
る
程
度
ま
で
の
事
は
理
解
し
て
も
ら
え

る
様

に
″
と
本
年
度
よ
り
、
古
墳
に

つ
い

て
の
ガ
イ
下
ブ

ッ
ク
作
り
を
基
本
と
し
た

講
座
を
開
こ
う
と
い
う
事
を
決
め
、
二
月

十
二
日
に
本
年
度
第

一
回
目

の
古
墳
講
座

を
開
き
ま
し
た
。
参
加
者
は
八
名
、
こ
の

日
は
篠
原
芳
秀
氏
の
担
当

で
、
第

一
項
目

″
古
墳
と
は
″
と
い
う
非
常

に
過
酷
な
テ

ー

マ
で
開
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

む

つ
か
し
い
言
葉
は
極
力
避
け
、
表
現
は

平
易

に
し
、
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
る
事

に
相
当
苦
心
ざ
れ
た
様
子
が
う
か
が
え
、

検
討

の
結
果

″
こ
れ
で
い
い
″
と
い
う
事

に
な
り
、
こ
こ
に
め
で
た
く
第

一
ペ
ー
ジ

を
飾
る
事
が
出
来
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

当
初
予
定
し
て
い
た
時
間
よ
り
も
短
縮
さ

れ
て
し
ま

っ
た
為

に
、
次
項
目
の

″
墳
丘

に
つ
い
て
″
も
そ
の
後
開

い
て
し
ま
い
ま

し
た
。

″
こ
の
分

で
行
く
と

一
回
の
講
座

で
二
つ
の
項
目
は
で
き
る
な
″
と
い
う
事

に
な
り
、
次
回
よ
り

二
項
目
づ

つ
に
変
更

さ
れ
、
従

っ
て
次
回
の
講
座
は
山
口
哲
晶

担
当
で
第
二

・
第
四
項
目
の

″
外
部
施
設
″

と

″
内
部
主
体
″

に
つ
い
て
四
月
九
日

（水
）

に
開
く
予
定
で
す
。

と
て
も
わ
か
り
易

い
の
で
多
数
御
参
加

下
さ
い
。

『
城
研

ニ
ュ
ー
ス
』
阻

城
郭
研
究
部
会

楢
崎
城
は
関
所
か

中
世
山
城
が
し
ば
し
ば
関
所
の
役
目
を

果
し
て
い
た
こ
と
は
最
近
の
調
査
結
果
か

ら
次
第
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
本

部
会
が
調
査
し
て
い
る
府
中
市
久
佐
町
の

「
楢
崎
城
跡

」
も
、
そ
の
例
に
含
ま
れ
る

可
能
性
が
出
て
き
た
。
去

一
月
十
九
日
、

本
部
会
は
第
五
回
目
の
府
中
市
久
佐
町
中

世
遺
跡
実
地
調
査
を
実
施
し
た
が
、
町
内

の
旧
道
を
府
中
方
面
に
向
っ
て
歩
い
て
行

く
と
、
何
と
楢
崎
城
跡
の
北
方
堀
切
り
に

達
し
た
の
で
あ
る
。
附
近
を
詳
細
に
観
察

す
る
と
郭
跡
ら
し
き
平
地
も
あ
り
、
こ
こ

が
か
つ
て
街
道
の
関
所
で
あ
っ
た
こ
と
は

ほ
ゞ
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
旧
道
は

こ
こ
よ
り
府
中
方
面
に
抜
け
て
い
る
が
歩

い
て
い
く
と
、
各
所
に
石
垣
で
補
強
し
た

跡
が
残
り
、

「
歴
史
は
足
で
確
か
め
る
も

の
」
と
い
う
言
葉
が
痛
感
さ
れ
た
調
査
行

で
あ

っ
た
。

利
鎌
山
城
跡

の
測
量
調
査

本
年
度
は
新
た
に
福
山
市
芦
田
町

の
中

世
山
城
跡

「
利
鎌
山
城

」
の
実
地
調
査
を

行
な
う
こ
と
に
な

っ
た
が
、
去

二
月
十
六

日
、
そ
の

一
回
目

の
調
査
を
実
施
し
た
。

こ
の
城
跡
は
比
高
百
八
十
米
余
の
山
頂

に
あ
り
、
多
数

の
郭

や
空
堀
が
残

っ
て
い

る
。
こ
の
日
は
ま
ず
城
跡

の
正
確
な
規
模

を

つ
か
む
た
め
、
平
板
に
よ
る
測

量
を
行

な

っ
た
。
午
前
中
は
、
雪
が
降

っ
た
り
、

止
ん
だ
り
の
空
も
よ
う

で
、
風
も
強
く
、

山
上
で
の
四
時
間
に
わ
た
る
作
業
は
部
会

員
に
と

っ
て
も
相
当
き

つ
い
も
の
で
あ

っ

た
。
し
か
し
、
幸

い
な
こ
と
に
午
後
は
天

候
も
回
復
し
、
又
、
全
員

の
協
力

に
よ

っ

て
、
城
郭
主
要
部
の
測
量
は
こ
の

一
日
で

ほ
ぼ
お
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

猶
、
そ
の
後
、
二
月
二
十
日
、
第

二
回

目
の
調
査
を
行
な
い
、
空
堀
部

の
測
量
を

了
え
る
こ
と
が
出
来
た
。
成
果
は
山
城
志

に
発
表
す
る
予
定

で
あ
る
。

（
今
後
の
予
定

）

四
月

二
〇
日

（
日
）
利
鎌
山
城

の
調
査

五
月

二
十
五
日

（
日
）
久
佐
町
の
調
査

六
月

一
日

（
日
）
城
郭
講
座

（
公
開
）

（
問
い
合
せ
先

）

田
口
　
美
之
　
方

電
話

（〇
八
四
九
）
五
三
―
六

一
五
七

備
後
の
武
将
公
）

新
見
能
登
守

元
致

田
口
　
美
之

毛
利
家
文
書
に
、
弘
治
三
年
当
時
、
毛

利
氏
に
忠
誠
を
誓

っ
た
、
備
後
の
武
将
十

六
名

の
連
判
状
写
が
あ
る

（
二
一
一五
号
）
。

こ
の
時
代

の
備
後
を
知
る
上
で
非
常

に
興

味
深
い
も
の
で
、
以
下

一
人
づ

つ
紹
介
し

て
み
よ
う
。

新
見
能
登
守
元
致
　
備
後
古
城
記
に
よ
れ

ば
、
甲
奴
郡
小
堀
村

の
古
城
主
は
新
見
能

登
守

で
あ

っ
た
と
い
う
。

こ
の
人
物

の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
新
見
氏
は
備
中
北
部

の
有

力
豪
族

で
あ
る
が
。
そ
の

一
族
が
い
つ
頃

備
後
に
移
住
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

早
く
、
宝
徳
元
年
新
見
備
中
守
父
子
が
潮

音
寺

に
小
国
郷
内

の
地
を
寄
進
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前

で
あ
ろ
う
。
そ
の

後
、
明
応
年
間
新
見
氏
は
山
名
俊
豊
方
と

し
て
見
え
る
。
戦
国
期

の
活
躍
は
知

れ
な

い
が
水
野
記
に
よ
る
と
新
免
元
高
と
い
う

者
が
甲
奴
郡
小
堀
、
福
田
村
の
寺
社

へ
土

地
を
寄
進
し
て
い
る
。
新
免
氏
に
就

て
は

他

に
所
見
が
な
く
、
こ
れ
は
新
見
氏
の
書

き
誤
り
で
あ
ろ
う
。
又
、
帝
釈
殿
修
造
奉

加
帳
に
見
え
る
新
見
少
輔
六
郎
元
高
と
同

一
人
物
と
思
わ
れ
、
元
致

の
子
か
孫

に
当

る
人
物

で
あ
ろ
う
。
猶
同
氏
は
小
堀
を
本

拠
と
す
る
国
人
領
主
と
考
え
ら
れ
る
。
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シ
リ
ー
ズ
備
後
の
古
墳

①

石
鎚
山
古
墳
群

山

口
　
哲
晶

本
古
墳
群
は
、
福
山
市
加
茂
町
、
通
称

石
鎚
山
に
位
置
す
る
径
二
〇

″
、
現
存
高

約
二

″
の
円
墳

（第

一
号
墳
）
と

二
〇

″

後
方

の
尾
根
上
に
あ
る
径
約

一
六

″
、
現

存
高

二

″
の
円
墳

（第

二
号
墳
）
と
か
ら

な
る
。

こ
の
古
墳
群
は
昭
和
五
四
年
十
月
か
ら

昭
和
五
五
年
二
月
に
か
け
て
発
掘
調
査
が

実
施
さ
れ
た
。

第

一
号
墳
は
古
墳
裾
部
と
墳
丘
中
腹
に

列
石
を
め
ぐ
ら
せ
る
特
異
な
景
観
を
も
ち

内
部
主
体

に
二
基
の
竪
穴
式
石
室
を
持

つ
。

特

に
中
心
主
体

で
あ
る
第

一
号
主
体
部

に

は
排
水
溝
が
附
設
さ
れ
て
い
る
。

副
葬
品
と
し
て
は
、
第

一
主
体
部
か
ら
は

舶
載

の
斜
縁

二
神

三
獣
鏡
、
勾
玉
、
管
玉
、

刀
子
、
鈍

が
出
土
し
、
又
第

一
主
体
部

に

と
も
な
う
と
考
え
ら
れ
る
定
角
式
鉄
鏃
十

四
本
が
石
室
掘
り
方
外
北
側

に
ま
と
ま

っ

て
出
土
し
て
い
る
。
第

二
主
体
部

で
は
、

銅
鏃
、
鉄
剣
、
鉄
鏃
等

の
武
器
類
が
主
体

で
、
他

に
琥
珀
製
の
勾
玉
が

一
点
出
土
し

て
い
る
。

列
石

に
つ
い
て
は
、
多
く
は
古
式
古
墳

に

類
例
が
見
ら
れ
、
又
葺
石
と
の
関
連
も
考

え
ら
れ
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。
副
葬

品
に
つ
い
て
は
、
第

一
主
体
が
装
身
具
、

農
工
具
の
み
で
戦
闘
用
武
具
は

一
切
含
ま

な
い
の
に
対
し
、
二
号
主
体
は
勾
玉

一
個

が
出
土
し
た
他
、
鉄
剣
、
鉄
鏃
等
戦
闘
用

武
具
が
主
体
と
な
り
、
両
者
の
間
に
特
徴

的
な
在
り
方
を
示
し
て
い
る
。

第
二
号
墳
は
、
組
み
合
せ
式
木
棺

（第

一
主
体
部
）
と
粘
土
椰

（第
二
主
体
部
）

か
ら
な
る
二
基
の
埋
葬
主
体
を
持

つ
。
副

Ｆ
Ｚ
‥

葬
品
は
第

一
主
体
部
か
ら
舶
載
の
内
行
花

文
鏡
片
、
刀
子
、
鈍

が
出
土
し
、
第
二
主

体
部
に
は
遺
物
は
な
か
っ
た
。
特
に
内
行

花
文
鏡
片
の
出
土
は
、
鏡
片
副
葬
の
実
例

と
し
て
県
内
で
も
類
例
が
な
い
だ
け
に
注

目
さ
れ
る
。

時
期
的
に
は
、
第

一
号
古
墳
が
四
世
紀

後
半
を
中
心
と
す
る
年
代
に
属
し
、
第
二

号
古
墳
は
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
前
半
と

考
え
ら
れ
る
。

（石
鎚
山
古
墳
群
発
掘
調

査
報
告
書
よ
り
）

編

集

後

記

▼
「
○
○
改
革

」
だ
の
「
○
○
見
直
し
論
」

が
当
世
は
や
り
の
中
、
本
会
報
も
リ
フ
レ

ッ
シ
ュ
さ
れ
ま
し
た
。

読
み
終
え
た
ご
感
想
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。
会
報
が
発
行
さ
れ
て
か
ら
今
回
迄
の

「
歴
史

」
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
左
記
の

よ
う
に
な
り
よ
く
発
行
さ
れ
て
き
た
も
の

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
会
員
の
皆
様
の

暖
い
ご
支
援
に
よ
る
も
の
と
厚
く
感
謝
す

る
と
同
時
に
内
容
の
充
実

へ
一
層
の
ご
協

力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

ｏ
会
報
の
発
行
　
８．
年
■
月
１
号

・
毎
月
発
行
さ
れ
た
時
期

田
年
４
月
１０
号

・
隔
月
発
行
さ
れ
た
時
期

斜
年
３
月
１８
号
～

・
年
四
回
、
タ
イ
プ
印
刷
に
な
る

部
年
４
月
～

▼
毎
年
こ
の
時
期
に
な
る
と
ア
レ
ル
ギ
ー

性
鼻
炎
に
悩
ま
さ
れ
る

一
人
で
す
。
二
月

例
会
の
高
山
城
で
は
「
な
ぜ
新
高
山
城

へ

移
っ
た
の
か
？
」
の
論
議
が
盛
ん
で
し
た

が
ク
シ
ャ
ミ
の
連
発
で
充
分
探
訪
で
き
ず

残
念
で
し
た
。
花
粉
な
ん
か
に
悩
ま
さ
れ

る
の
も
自
然
か
ら
退
化
し
た
現
代
人
の
末

期
現
象
か
も
´
　
　
　
　
（種
本
　
実
）

新 入 会 員 紹 介
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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。
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