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古

ふ

ん

め

ぐ

り

上
原
　
有
貴

わ
た
し
は
、
こ
の
「
古

ふ
ん
め
ぐ
り

」

に
い
こ
う
と
、
思

っ
た
の
は
、
も

っ
と
社

会

の
勉
強
を
し
た
い
と
思

っ
た
か
ら
で
す
。

今
も
い

っ
て
よ
か

っ
た
な
、
と
思

っ
て
い

ま
す
。
歩
く

の
は
、
け

っ
こ
う
た
い

へ
ん

だ

っ
た
け
で
お
弁
当
は
、
池

の
近
く
で
食

べ
た
し
、

「
歴
史
ク
イ
ズ

」
と
い
う
行
事

も
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
歴
史
ク
イ
ズ
で
最

後

に
六
人

の
こ

っ
た
人
は
、
賞
品
も
も
ら

い
ま
し
た
。
私
は
、
三
間
か
四
間
で
ダ

メ

に
な
り
ま
し
た
。
だ
け
ど
、
分

か

っ
た
の

は
、

こ
の
県
に
は
、
見

つ
か

っ
た
古

ふ
ん

が
、
五
〇
〇
〇
以
上
あ
る
こ
と
で
す
。
そ

れ
に
古

ふ
ん
め
ぐ
り
で
は
、
古

ふ
ん
の
中

に
入

っ
た
り
も
し
ま
し
た
。
古

ふ
ん
の
中

は
、
う
す
ぐ
ら
く
、

ノ
ー
ト
も
と
る
こ
と

も
あ
ま
り
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
古

ふ
ん

の
い
ち
ば
ん
お
く
に
は
、
大
き
な
石
が
あ

り
、
そ

の
石

の
こ
と
を
、

「
か
が
み
石

」

と
言
う
そ
う
で
す
。
そ
れ
と
古

ふ
ん
の
中

は
、
な
に
か

へ
ん
な
に
お
い
が
し
ま
し
た
。

中
で
も
い
ち
ば
ん
よ
か

っ
た
古

ふ
ん
は
、

山

の
か
み
古

ふ
ん
で
し
た
。

二
ば
ん
め
に

よ
か

っ
た
古

ふ
ん
は
二
塚
古

ふ
ん
で
す
。

き

つ
ね
塚
古

ふ
ん
は
見

つ
け
た
時
は
、
き

つ
ね
が
い
た
か
ら
、
き

つ
ね
塚

に
な

っ
た

そ
う
で
す
。
宝
塚
古

ふ
ん
は
、
わ
た
し
の

そ
う
像

で
は
、
宝
物
が
あ

っ
た
か
ら
、
宝

塚
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
古

ふ
ん
は
、

石
が
、
だ
い
た
い
左
右
と
も
お
な
じ
数
ず

つ
な
ら
ん
で
い
ま
す
。
死
体
を
お
さ
め
る

ひ

つ
ぎ
と
い
っ
し

ょ
に
、
て

っ
け
ん

。
玉

馬
具

・
か
ぶ
と

・
よ
ろ
い

・
銅
鏡

・
は
に

わ
　
な
ど
が
、
出

て
き
た
そ
う
で
す
。
そ

れ
に
古

ふ
ん
は
、
だ
い
た
い
片
そ
で
と
か

両
そ
で
し
き
、
む
そ
で
し
き
と
か
、
あ
る

そ
う
で
す
。
で
も
、
古

ふ
ん
め
ぐ
り
で
、

見
た
の
は
、
片
そ
で
し
き
と
、
む
そ
で
し

き
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
ひ

つ
ぎ
を
，

お

さ
め
る
所
を
玄
室
と
い
い
、
そ
の
玄
室
ま

で
の
道

の
こ
と
を
せ
ん
道
と
い
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の

一ざ

ふ
ん
め
ぐ
り

」
に
い
く

き
か
い
が
あ

っ
た
ら
、

い
き
た
い
で
す
。

藤
原
　
美
樹
子

五
月
五
日
、
水
曜
日
に

「
親
子
古
墳
め

ぐ
り

」
に
行
き
ま
し
た
。

い

っ
し
ょ
に
行

っ
た
人
は
、
山
本
先
生

と
、
先
生

の
子
ど
も

二
人
、
そ
れ
と
ク
ラ

ス
の
友
達
十
人

で
、
合
わ
せ
て
十
四
人
で

す
。初

め
に
、
福
山
駅
ま
で
行
き
、
次
に
、

近
田
駅
に
行
き
ま
し
た
。
福
山
駅
ま
で
は

先
生
ら
十
四
人
で
行
き
、
近
田
駅
ま
で
は

「
古
墳
め
ぐ
り

」
に
参
加
し
た
人
達
と
行

き
ま
し
た
。

楽
し
か

っ
た
し
、

つ
か
れ
た
し
…
。

で

も
、
と

っ
て
も
楽
し
か

っ
た
で
す
。
そ
れ

に
、
六

つ
も

「
占
墳

」
を
ま
わ

っ
て
、
い

ろ
ん
な
こ
と
が
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

六

つ
も

「
古
墳

」
を
ま
わ

っ
た
中
で
も

一
番
心
に
残

っ
た
の
は
、
広
島
県
最
古

の

古
墳
と
い
わ
れ
る

「
山

ノ
神
古
墳

」
で
す
。

最
古
と
い
う

の
に
、
は

っ
き
り
と
古
墳
と

い
う

の
が
分

か

っ
て
す
ご
い
な
あ
と
思
い

ま
し
た
。

で
も
、　
一
番
最
初
に
見
た
「
二
子
塚
古

墳

」
は
、
説
明
が
よ
く
聞
こ
え
な
く
て
、

よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
後
か
ら
説

明
書
を
見
て
、
だ
い
た
い
分
か
り
ま
し
た
。

全
長
六
十
八
メ
ー
ト
ル
の
「
前
方
後
円
墳

」

西
そ
で
式
の
「
横
穴
式
石
室

」
、
び
ん
ご

南
部
で
は
最
大
の
古
墳
、
六
世
紀
後
半
の

古
墳
、
な
ど
書

い
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に

絵
も
書

い
て
あ

っ
て
、
少
し
は
、
分

か
り

ま
し
た
。
ほ
か
の
古
墳
も
同
じ
よ
う
に
、

説
明
が
書

い
て
あ

っ
て
分
か
り
や
す
か

っ

た
で
す
。

こ
ん
な
と
こ
ろ
に
は
、
ま
た
行
き
た
い

と
思

っ
て
ま
す
。
今
度
は
、
親
と
い

っ
し

ょ
に
。
だ

っ
て
、
す
ご
く
お
も
し
ろ
く

っ

て
、
勉
強

に
な

っ
て
た
め
に
な
る
と

こ
ろ

だ
か
ら
で
す
。

わ
た
し
は
、
こ
れ
か
ら
も
歴
史

や
古
墳

な
ど

の
こ
と
を
勉
強
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。旧

会
員
に
告
ぐ
／

テ
レ
ビ
を
見
て
い
な
い
人
に
、
こ
の
番

組
を
見
ろ
と
い
う
様
な
も
の
で
す
が
、
多

分
、

６．
年
度
の
旧
会
員
の
方
で
、
会
費
の

払
込
み
を
ま
だ
済
ま
せ
て
い
な
い
人
が
い

る
と
思
い
ま
す
。
身
の
回
り
の
会
員
の
方

で
、
会
報
等
が
届
い
て
い
な
い
方
は
、
も

う

一
度
、
会
員
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

会
費
を
払

っ
て
、
会
報
を
も
ら
お
う
ノ

（
ハ
ワ
イ
旅
行
は
当
り
ま
せ
ん
。

念
の
た
め
）
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六
月
例
会

の
案
内

会
員

武
島
　
種

一

六
月
例
会

の
ね
ら

い
は
田
総
氏

の
遺
跡

を
訪
ね
る
の
を
主
眼
と
す
る
考
え
で
し
た

が
、
ど
う
も
こ
れ
だ
と
い
う
具
合

に
行
か

な
い
の
で
途
中
、
上
下
町
で
登
山
を
計
画

し
ま
し
た
。

そ

こ
で

一
応
予
定
地

の
見
処
を
簡
単
に

述

べ
て
見
ま
す
。

一
、
有
福
城
跡

こ
れ
は
県

の
史
跡

に
指
定
さ
れ
て
お

り
、
竹
内
氏

の
居
城
で
あ

っ
た
。

（
鎌
倉
武
士
）

登
山
は
少
し
難
儀
で
す
が
元
気
を
出

し
て
く
だ
さ
い
。

二
、
領
家
八
幡
社

建
治
元
年

（
一
二
七
五
）
創
建
、
文

亀
三
年

（
一
五
〇
三
）
長
井
信
濃
守
再

建
。

社
叢
は
現
在
町
指
定

の
天
然
記
念
物
、

今
秋
県
指
定

の
予
定
。

夜
燈
　
天
和
元
年

（
一
六
八
三
）

の
銘

あ
り
　
町
文
化
財
指
定
。

三
、
竜
興
寺

（曹
洞
宗
）

宝
永

二
年

（
一
三
四
三
）
田
総
荘
地

頭
川
平
山
城
主
　
長
井
勝
重
開
山
、
長

井
氏
代
々
の
菩
提
所
で
墓
あ
り
。

四
、
川
平
山
城
跡

大
江
広
元
の
子
孫
長
井
重
広
が
文
永

六
年

（
一
二
六
九
）
築
城
。
天
正
十
九

年

（
一
五
九

一
）
長
井
氏
が
毛
利
氏
に

従

っ
て
広
島

に
出
る
ま
で
、
三
二
〇
年

に
渉
る
居
城
で
あ

っ
た
。

残
念
な
が
ら
登
山
困
難
。

五
、
意
賀
美
神
社

（
旧
郷
社
）

式
内
社
備
後
十
七
社

の
内
。
田
総
庄

十

二
ケ
村

の
民

こ
れ
を
祭
る
。

六
、
臨
川
山
法
福
寺

（無
住
庵
）

芭
蕉
句
碑
、
文
塚
、
麦
宇
翁
之
碑
、

庚
申
塚
あ
り
。

天
然
記
念
物

モ
ミ
ジ
群
生
と
サ
ル
ス
ベ

リ
も
あ
る
。

七
、
金
峯
山
光
明
寺

（曹
洞
宗
賢
忠
寺
末
）

田
総
荘
地
頭
長
井
重
継
創
立
、
夢
窓

国
師
開
山
。

水
野
勝
成
公
ゆ
か
り
の
馬
具
及
び
駕

籠
あ
り
。

夫
々
の
資
料
は
当
日
お
渡
し
し
ま
す

の

で
お
楽
し
み
に
。

案
内
記
は
こ
れ
ま
で
。

備
後
戦
国
秘
史

丹
下
与
兵
衛
の
は
な
し

田
口
　
義
之

有
名
な
イ
ソ
ッ
プ
の
偶
話

「
狼
少
年

」

と
似
た
話
が
備
後
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

招
介
し
て
み
よ
う
。

今
か
ら
四
百
五
十
年
余
り
前
の
戦
国
時

代
の
こ
と
、
舞
台
は
備
後
国
宮
城
、
宮
城

と
は
芦
品
郡
新
市
町
に
残
る
中
世
山
城
跡

「
亀
寿
山
城

」
。
主
人
公
は
丹
下
与
兵
衛

と
い
う
宮
城
の
侍
だ
。

こ
の
頃
の
芸
備
地
方
は
出
雲
富
田
月
山

城
に
拠

っ
て
山
陰
地
方
に
勢
力
を
持

つ
大

名
尼
子
氏
と
、
周
防
山
口
を
本
拠
に
西
中

国
を
支
配
す
る
大
名
大
内
氏
と
の
勢
力
争

い
の
場
で
、
両
国
内
の
小
大
名
達
は
「
朝

に
大
内
、
夕
辺
に
尼
子
」
に
従
う
と
い
っ

た
あ
り
さ
ま
で
両
者
の
小
競
り
合
い
は
断

え
間
な
か
っ
た
。

こ
の
状
勢
の
中
、
宮
城
は
尼
子
に
従

っ

て
い
た
。
城
主
宮
下
野
入
道
は
、

「
備
後

国
主
」
を
呼
号
す
る
程
の
有
力
者
だ
か
ら

大
名
大
内
氏
に
と

っ
て
は
面
白
く
な
い
。

大
内
は
味
方
の
毛
利
元
就
に
命
じ
て
宮
城

を
攻
撃
さ
せ
た
。

毛
利
元
就
は
後
大
内
、
尼
子
を
滅
ぼ
し

西
国
最
大
の
戦
国
大
名
に
な
る
男
だ
が
、

こ
の
こ
ろ
は
、
ま
だ
安
芸
の
山
奥
の
郡
山

城
と
い
う
小
城
の
城
主
に
過
ぎ
ず
、
大
内

の
命
令
を
受
け
る
と
さ

っ
そ
く
二
千
余
の

兵
を
率
い
て
備
後
に
攻
め
入
っ
た
。

宮
城
を
め
ぐ
っ
て
合
戦
が
始
ま
っ
た
。

元
就
は
府
中
の
八
尾
城
に
本
陣
を
置
い
た

と
い
う
か
ら
、
合
戦
場
は
府
中
新
市
の
間

で
あ
る
。
城
方
は
よ
く
戦

っ
た
が
不
運
な

こ
と
に
城
主
下
野
入
道
は
風
病
で
急
死
、

あ
と
に
は
幼
な
い
嫡
子
若
狭
守

一
人
が
残

さ
れ
た
。

元
就
は
ど
こ
ま
で
も
強
運
の
男
と
言
え

よ
う
。
城
主
が
い
な
い
城
な
ど
も
ろ
い
も

の
は
な
い
の
だ
。
と
こ
ろ
が
城
は

一
向
に

落
ち
る
気
は
い
が
な
い
。

わ
け
は
直
ぐ
わ
か
っ
た
。
家
老
丹
下
与

兵
衛
が
城
兵
を
叱
陀
し
、
幼
主
を
擁
し
、

断
固
と
し
て
元
就
と
対
決
す
る
覚
悟
を
決

め
て
い
た
の
だ
。

こ
こ
か
ら
話
し
が
始
ま
る
。

丹
下
与
兵
衛
は
の
ち
の
軍
記
物
語
に
よ

る
と
「
近
国
に
鳴
り
ひ
び
き
た
る
大
功
の

つ
わ
も
の
」
と
い
わ
れ
常
に
富
勢
の
先
頭

に
立

っ
て
毛
利
勢
を
撃
退
し
た
。

毛
利
勢
も
丹
下
与
兵
衛
の
武
功
を
よ
く
知

っ
て
い
て
彼
を
見
る
と
く
も
の
子
を
散
ら

す
よ
う
に
逃
げ
た
。
こ
れ
に
は
与
兵
衛
も

困

っ
た
。
侍
は
敵
の
首
を
取
る
の
が
商
売

だ
。
相
手
に
し
て
く
れ
な
け
れ
ば
仕
事
に

な
ら
な
い
。

そ
こ
で
与
兵
衛
は
考
え
た
。
自
分
が
負
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傷
し
て
い
る
ふ
り
を
す
れ
ば
敵
が
寄

っ
て

く
る
だ
ろ
う
と
。
実
際
に
こ
の
手
は
う
ま

く

い

っ
た
。
敵
も
軍
功

に
飢
え
た
侍
だ
。

ケ
ガ
を
し
た
与
兵
衛
を
見
逃
が
す
は
ず
は

な
い
。
与
兵
衛
は
敵
兵
が
油
断
し
て
近
づ

い
て
く
れ
ば
ガ
バ
と
は
ね
起
き
次

々
に
討

ち
倒
し
て
行

っ
た
。

し
か
し
、
好
事
間
多
し
で
与
兵
衛

の
運

も
尽
き
る
時
が
来

た
。
幾
度
目
か
の
合
戦

の
最
中
、
与
兵
衛
は
本
当

に
深
手
を
負

っ

て
し
ま

っ
た
の
だ
。
彼
は
真
剣
に
助
け
を

呼
ん
だ
。
が
味
方
は

「
あ
あ
、
又
与
兵
衛

の
た
ば
か
り
か

」
と
言

っ
て
相
手
に
し
て

く
れ
な
い
。
こ
の
様
子
を
見
た
毛
利
勢
も

い
つ
も

の
手
に
乗
る
も

の
か
と
、
多
勢

で

一
度

に
与
兵
衛
に
切

り
掛

っ
た
。

本
当

に
傷
を
負

っ
た
彼
は
た
ま
ら
な
い
。

簡
単
に
討
ら
取
ら
れ
て
し
ま

っ
た
。

い
つ
の
世

で
も
人
は
何
度
も
同
じ
手
に

は
乗
ら

ぬ
も

の
だ
。

与
兵
衛
を
失
な

っ
た
宮
城
は
た
ち
ま
ち

戦
意
を
失
な
い
毛
利
元
就

に
降
伏
し
た
。

時

に
天
文
三
年

（
一
五
三
四
）
十
月
下
旬

の
こ
と
で
あ

っ
た
。

（参
考
）

「
陰
徳
太
平
記

」

入

門
―

古

墳

時

代

の

考

古

学

―
―

目
　
的

会
員
の
皆
様
及
び

一
般
の
人
を
含
め
て
古
墳
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
戴
き
、
合

わ
せ
て
郷
土
の
古
墳
を
日
本
の
歴
史
の
中
に
正
し
く
位
置
付
け
、
今
後
の
学
習
の

指
針
に
し
て
戴
く
、
さ
ら
に
、
古
墳
に
対
す
る
保
存
と
活
用
に
つ
い
て
も
指
導
的

な
役
割
を
担
な
っ
て
戴
き
、
当
会
に
も
積
極
的
に
参
加
し
て
戴
く
。

内
　
容

六

月
例

会

″
甲
奴
郡
史
跡
め
ぐ
り

″

・
期
日
　
一ハ
月

二
十

一
日

（
日
）

午
前
八
時

二
十
分

福
山
駅
裏
キ
ャ
ッ
ス
ル
ホ
テ
ル

前
集
合

・
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル

（
別
紙
参
照
）

ｏ
講
師
　
武
島
種

一
氏

（
当
会
会
員
）

・〈バ費
［犠類員　十一』̈

囲̈

・
申
し
込
み
先

事
務
局

（
〇
八
四
九
）

二

一
―
三
九
四
〇

神
谷
方

六
月
十
八
日
ま
で
に

※
定
員
　
四
五
名

で
締
め
切
り
ま
す

ｏ
備
考
　
多
少
、
高

い
所

へ
登
り
ま
す

の

で
軽
装

で
。

三
、
時
　
間

十
四

・
〇
〇
～

十
六

・
〇
〇

四
、
会
　
場

未
定

（交
渉
中
）

千
円

（
四
回
分
）

一
回
参
百
円

会
員
　
千
五
百
円

（
四
回
分
）

一
回
四
百
円

五

l   : 
｀

非  会 受
員 講

料

四

八
月

一
日
∋

八
月
二
日
０

八
月
八
日
ω

八
月
九
日
Ｄ

月

日

古
墳
時
代
と
は

古
墳
発
生
前

の
墓

広
島
県

の
古
墳

古
墳
時
代

の
人
々
の
生
活

課

目

神
谷
和
孝

備
陽
史
探
訪

の
会
会
長

近
畿
大
学
附
属
福
山
高
校

社
会
科
教
諭

加
藤
光
臣

財
団
法
人
広
島
県
埋
蔵
文

化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
主
任

調
査
研
究
員

古
瀬
清
秀

広
島
大
学
助
手

網
本
善
光

笠
岡
市
教
育
委
員
会

文
化
課
文
化
係

講

師

〆‐与
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県史跡有福城跡見学
※ 山道 比高 100m余

社叢 (天然記念物 )、 社殿 (町重文 )

昼食、田総氏墓参

町史跡、田総氏居城

式内社

芭蕉句碑、文塚

水野勝成ゆか りの馬具駕籠等

昭和 62年 6月 20日

AM 8:30
↓

10:00
↓

11:00
↓

11:30
↓

11:30
↓

14:00
↓

14:10
↓

14:40
↓

15:00
↓

15:40
↓

16:00
↓

18:00

福山駅裏発

上

詈[量

福城跡

)

領家八幡神社

詈E勇 )

川平山城跡

意賀美神社

臨川山法福寺

曽[I)
福山着

新
入
会
員
紹
介

５
月
３．
日
の
住
貞
さ
ん
の
例
会
で
次
の

方
が
入
会
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
の
５
名

の
方
で
す
。

今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

編

集

後

記

今
回
は
、
原
稿

の
関
係
で
少
し
枠
が
あ

い
た
の
で
こ
の
半
年
間
を
ふ
り
か
え

っ
て

自
ら

の
反
省
と
し
た
い
。

ま
ず
、
こ
の
半
年
間
は
、
会
報
が
よ
く

出
さ
れ
た
と
い
う
思
い
で

一
杯

で
あ
る
。

こ
の
原
因
は
、
田
口
副
会
長

の
ス
ケ
ジ

ュ

ー
ル
管
理

の
賜
物
で
あ
る
。
僕
は
、
こ
れ

に
従

っ
て
い

っ
た
だ
け
で
、
最
初
に
も

っ

と
も
ら
し
い
テ
ー

マ
を
か
か
げ
た
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
少
し
も
実
現
で
き
な
か

っ

た
。実

を
い
う
と
、
あ
と
半
年
間
は
、
大
ま

か
な
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
し
か
で
き
て
い
な
い

の
で
、
皆
様
に
は
、
少
し
迷
惑
を
掛
け
る

か
も
し
れ
な
い
と
、
最
初
に
、
断

っ
て
お

き
た
い
気
分
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
ち
ょ
っ
と
僕

の
知
識
を
披

す
る
な
ら
ば
、
今

の
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
化

の

中
、
パ

ソ
コ
ン
通
信
が
ち
ょ
っ
と
し
た
ブ

ー
ム
な

の
で
あ
る
。

日
本
人

の

一
年
間
に
受
取
る
手
紙

の
総

数
は
、
百
通
余

り
だ
そ
う
な
の
で
す
が
、

ァ
メ
リ
カ
ょ
り
少
な
い
そ
う
で
す
。

電
話
で
話
す
と
手
軽
で
す
が
、
ど
う
し
て

も
、
頭
で
考
え
る
と
い
う
作
業
が
い
る
場

合
は
、
文
字
を
使

っ
て
日
も
使
う
と
い
う

こ
と
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
パ
ソ

コ
ン
を
使
い
、

テ
レ
ビ
画
面
を
通
じ
て
両

方
向
で
確
認
し
合
う
と
い
う
通
信
手
段
が
、

生
ま
れ
て
き
た
わ
け
な
の
で
す
。

ち

ょ
っ
と
話
が
そ
れ
ま
し
た
が
、
パ
ソ

コ
ン
通
信
と
ま
で
は
い
か
な
く
て
も
、
手

紙
通
信
位
は
、
し
た
い
な
と
思
う
次
第
で

あ
る
。

手
紙

の
あ
て
先

∩
Ｏ
Ｚ
コ
∪
ｍ
Ｚ
「
一＞
ｒ

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
。

と
、
書
き
ま
し
た
が
、
皆
さ
ん
気
楽

に

手
紙
を
出
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
に
対

す
る
反
応
が
あ

っ
た
り
し
て
お
も
し
ろ
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。

∩
Ｏ
Ｚ
コ
∪
ｍ
Ｚ
「
一＞
ｒ

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
。

〆ドP


