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十

月

十

九

日
福

山
城

月

見
櫓
で
、
水

野
勝
成

に
つ
い
て
座
談
会
を
催
し
ま
し
た
。

約
二
十
人
の
参
加
が
有
り
、
盛
会
で
し
た
。

そ
こ
で
当
日
参
加
さ
れ
た
方

の
中
か
ら
、

後
藤
、
吉
田
、
森

の
三
氏
に
改
め
て
水
野

勝
成

に

つ
い
て
想
う
と
こ
ろ
を
述

べ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に

ユ
ニ
ー
ク

な
視
点

か
ら
考
察
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

の
で
読
者

の
皆
様
に
も
き

っ
と
興
味
深
い

文
章
と
思
い
ま
す
。

水
野
勝
成
に
つ
い
て

彗

轟
一一＝
群̈
一̈　　士口田
　
和
隆

先
日
広
大
教
授
、
青
野
春
水
氏
の
話
を

聞

い
た
。

こ
の
中
で
、
福
山

で
新
田
開
発

が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
頃
は
、
他
地
域
で

も
同
様

で
、
史
上
例
を
見
な
い
程
耕
地
が

増
加
し
た
時
代

で
あ
る
、
と
の
指
摘
が
あ

っ
た
。

又
神
辺
か
ら
福
山

へ
本
拠
を
移
し
た
の

は
、
山
城

か
ら
平
城

へ
、
軍
事
よ
り
交
通

重
視
と
い
う
時
代

の
流
れ
に
よ
る
物
と
思

う
。
デ
ル
タ
に
城
下
町
を
築
く
の
は
、
福

山
よ
り
前

に
毛
利
輝
元
が
大
名
達

の
失
笑

の
中
で
苦
労
し
て
広
島
城
下
を
建
設
し
て

お
り
、
福
山
が
最
初

で
も
な
い
。

つ
ま
り
勝
成

の
功
績
と
し
て
よ
く
言
わ

れ
る
、
福
山

の
地

の
選
定
、
芦
田
川
デ
ル

タ

ヘ
の
城
下

の
建
設
、
大
規
模
な
新
田
開

発
と
い

っ
た
事
業
は
、
時
代
が
さ
せ
た
事

で
あ
り
、
勝
成

に
卓
越
し
た
内
政
手
腕
が

あ
る
か
ら
で
き
た
、
な
ん
て
事
は
な
い
と

思
う

の
で
あ
る
。

又
そ
れ
等
を
発
案
、
実
行
し
た
の
は
多

分
家
臣
達
で
、
彼
は
た
だ

「
ゴ
ー

」
の
サ

イ
ン
を
出
し
た
だ
け
で
は
な
い
か
。
戦
争

の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
と
し
て
半
生
を
送

っ
て

来
た
人
間
に
、
内
政

や
土
木

の
事
が
ど
れ

程
わ
か
る
か
疑
間
に
思
う
の
で
あ
る
。
部

下
の
功
績
が
そ
の
人

の
物

に
さ
れ
ず
、
長

の
物

に
な

っ
て
し
ま
う

の
は
、
よ
く
あ
る

話
だ
。

と
こ
ろ
で
他
県

の
人
に
、
勝
成
は
知
ら

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
水
野
勝
成
、

誰
そ
れ
？
福
山
、
そ
れ
ど
こ
？

」
が
い
い

所
だ
ろ
う
。
図
書
館

で
郷
土
史
以
外

の
歴

史

の
本
を
パ
ラ
パ
ラ
調

べ
て
み
る
と
、
意

外
に
彼

の
名
は
出

て
こ
な
い
。
せ
い
ぜ
い

関
ケ
原

の
合
戦
と
、
大
阪
夏

の
陣

に
端
役

と
し
て
出
る
位

で
、
阿
部
正
弘
と
は
好
対

象
だ
。

正
弘
は
幕
末
に
活
躍
し
た
老
中
と
し
て

全
国
に
も
知
ら
れ
た
福
山
藩
主
だ
と
思
う
。

最
近
で
は
手
塚
治
虫
氏
が
、
歴
史
漫
画

「
陽
だ
ま
り

の
樹

」
の
中
で
、
開
明
的

な

政
治
家
と
し
て
好
意
的
に
描

い
て
い
た
。

彼
は
福
山
に
あ
ま
り
居
ら
ず
、
中
央

の

政
界

で
活
躍
し
た
せ
い
か
、
地
元
で
は
あ

ま
り
評
判
は
よ
ろ
し
く
な
い
。
だ
が
最
近

の
政
治

の
風
潮
、
国
政
は
そ

っ
ち
の
け
で

地
元

へ
の
利
益
誘
導
に
狂
奔
す
る
国
会
議

員
が
大
量
得
票
す
る
現
代
こ
そ
、
正
弘
的

政
治
家
が
望
ま
れ
て
い
る
、
ナ
ー
ン
で
思

う
の
だ
が
。

話
が
ず
れ
た
。
と
も
か
く
勝
成
は
、
優

秀

な
軍
人

で
あ

っ
た
。
負
け
を
知
ら
な
い

云
々
は
、

「
転
進

」
と
称
し
て
は
敗
走
し

た

「
無
敵
皇
軍

」
み
た
い
に
眉
に
唾
と
は

思
う
け
ど
。

で
も
軍
人
と
し
て
最
重
要

の

素
質

の
「
勇
気

」
は
十
分
過
ぎ
る
程
持

っ

て
い
た
し
、
家
康
も
そ
の
軍
人
と
し
て
の

才
能
を
見
込
ん
で
、
重
要
な
合
戦

に
は
困

難
な
部
署

に
彼
を
配
し
て
い
る
。
軍
人
水

野
勝
成
は
や
は
り
大
し
た
人
で
あ

っ
た
。

私
が
想
う
水
野
勝
成

後
藤
　
匡
史

水
野
勝
成
に
つ
い
て
書
け
と
云
わ
れ
て

ハ
タ
と
困

っ
た
。
ま

っ
た
く
も

っ
て
若
い

時

の
勝
成
と
福
山

へ
入
国
し
て
か
ら

の
勝

成

の
諸
行
が
不
可
解
で
あ
る
。

戦
場
に
あ

っ
て
は
鬼
日
向
と
恐
れ
ら
れ
、

又
、
親
に
勘
当
さ
れ
て
諸
国
を
流
浪
、
そ

の
時

の
思
い
が
身

に
し
み
て
か
藩
主
に
な

っ
て
か
ら

の
行
動
が
民

へ
の
思
い
や
り
が

わ
か
る
の
か
創
生
期

の
大
名
と
云
う
も

の

は
生
き
る
か
死

ぬ
か
の
瀬
戸
際
を
生
き

ぬ

い
て
き
た
か
ら
事
情
が
良
く
わ
か
る
。
と

こ
ろ
が
二
代
、
三
代
頃

に
な
る
と
徳
川
家

光
で
は
な
い
が
、
余
は
生
ま
れ
な
が
ら

の

将
軍

で
あ
る
と
云
わ
し
め
た
こ
と
で
も
わ

か
る
様

に
、
そ
れ
が
あ
た
り
ま
え
に
な

っ

て
く
る
。

し
か
し
、
こ
こ
水
野
氏
五
代

八
十
余
年
間

福
山
在
世
中
代

々
の
藩
主
が
良
く
治
め
た

こ
と
は
奇
異
で
あ
る
。
こ
れ
も
勝
成

の
功

績

で
あ
ろ
う
か
。
私
は
勝
成
が
適
応
力
の

あ

っ
た
藩
主
で
な
か

っ
た
か
と
思
え
て
な

ら
な
い
。
私
事
で
あ
る
が
、
ら
な
み
に
勝

成
が
福
山
入
国
の
日
が
私
の
誕
生
日
と
同

じ
日
を

つ
け
く
わ
え
る
。
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＝難
彗
絆
を再
で

森

　

紀
子

マ
ン
ガ
福
山

の
歴
史

・
水
野
勝
成
が

コ

ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
の
中
山
善
照
氏
に
よ

つ
て

刊
行
さ
れ
た
の
は
、
皆
様
御
承
知

の
通
り

で
す
。
そ
し
て
そ
の

マ
ン
ガ
を
子
供
達
の

み
な
ら
ず
、
大
勢

の
大
人
が
手
に
し
た
事

で
福
山
市

で

一
躍

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り

ま
し
た
。
福
山

の
原
点
が

マ
ン
ガ
と
い
う

形
で
表
現
さ
れ
、　
マ
ス
メ
デ

ィ
ァ
に
乗
り

ア
ッ
と
い
う
間
に
市
民

の
中
に
滲
透
し
た

の
は
驚
異
的
な
出
来
事

で
す
。

こ
の

マ
ン
ガ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
市

民
が
自
分
達

の
住
む
町

の
歴
史
を
あ
ま
り

に
も
知
ら
な
さ
す
ぎ
る
事

へ
の
警
鐘
と
も

受
け
取
れ
ま
す
し
、
又
、
郷
土
史
家
が
分

り
易
す
く
市
民

に
知
ら
示
す
努
力
を
怠

つ

て
い
る
事

へ
の
痛
烈
な

ア
イ

ロ
ニ
ー
と
も

受
け
取
れ
ま
す
。

歴
史
家

で
は
な
い
中
山
氏
が
福
山
草
創

の
原
点
を
見
据
え
て
、
も

っ
と
も
イ
ー
ジ

ー
に
受
け
入
れ
ら
れ
る

マ
ン
ガ
に
さ
れ
た

事
は
、
郷
土
史
研
究

に
多
少
な
り
と
も
関

っ
て
い
る
私
に
と

っ
て
些
か
シ
ョ
ッ
ク
で

し
た
。

私
は
数
年
前
、
中
山
氏
の
著
書

「
水
と

焔

」
を
読
ん
だ
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
本

は
歴
史
的
な
裏
付
け
が
な
さ
れ
て
い
ず
、

数

ケ
所
間
違

っ
た
記
述
が
あ
り
ま
し
た
け

れ
ど
、
大
変
お
も
し
ろ
い
本
だ
な
と
い
う

印
象
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
中
山
氏
が

コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
で
あ
り
文
章
が
巧
み
だ

っ
た
か
ら
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
気
軽
に

読
め
る
小
説

の
よ
う
に
イ

ッ
キ
に
読

み
上

げ
た
も
の
で
し
た
。

今
回
の

マ
ン
ガ
は
こ
の
「
水
と
焔

」
を

そ
の
ま

ゝ
ベ
ー
ス
に
し
て
あ
り
ま
す
。
従

っ
て

マ
ン
ガ
の
中
に
も
又
、
間
違

っ
た
記

述
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
神
谷
治
部

の
福
山
城
築
城
時

の
普
請
奉
行
説
な
ど
が

そ
れ
で
す
。
こ
の
神
谷
治
部
に

つ
い
て
は

数
年
前
、
平
井
隆
夫
先
生
が

「
文
化
財
ふ

く
や
ま

」
第
十
八
号
に
投
稿
さ
れ
て
い
ま

し
た
か
ら
御
記
憶

の
方
も
あ
る
で
し

ょ
う
。

御
存
知

で
な
い
方

の
為
に
、
あ
え
て
簡
単

に
記
述
す
れ
ば
、
神
谷
治
部
長
次
は
水
野

勝
成

の
家
臣

で
は
な
く
、
子
供

の
頃
よ
り

二
代
目
勝
重

（勝
俊
）

に
仕
え
て
い
た
側

用
人

で
す
。
福
山
城
築
城
時

の
元
和
六
年

に
は
杢
之
丞
と
名
乗

っ
て
ま
だ
二
十
才
そ

こ
そ
こ
の
若
者
で
し
た
。
当
然
普
請
奉
行

の
要
職

に
付
く
よ
う
な
年
令

で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
治
部
と
い
う
名
前
に
改
称
し
た
の

は
小
場
家
文
書
に
よ
れ
ば
、
勝
重
が

二
代

目
を
相
続
し
た
寛
永
十
六
年
で
す
。

し
か
し
、
私
は
中
山
氏
の

マ
ン
ガ
に
ケ

チ
を

つ
け
る
気
は
あ
り
ま
せ
ん
。
間
違

っ

た
記
述
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
瑣

末
な
事

で
す
。
些
細
な
事
を
深
く
深
く
追

求
し
て
い
く

の
が
歴
史
研
究
家
の
常

で
す

が
、

マ
ン
ガ
に
そ
こ
ま
で
求
め
る
必
要
は

な
い
と
思
う
か
ら
で
す
。

一
般
的

に
は
歴
史
は
取

っ
付
き
に
く
く
、

小
難
し
い
も

の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る

よ
う

で
す
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る

為
に
も
本
来
な
ら
ば
、
福
山
の
歴
史
は
郷

土
史
研
究
家

の
手
に
よ

っ
て
分
り
易
く

マ

ン
ガ
に
さ
れ
る

べ
き

で
し
た
。
そ
こ
に
思

い
至
ら
な
か

っ
た
訳
で
は
な
か

っ
た
の
で

す
が
、
そ
れ
を
あ
え
て
し
な
か

っ
た
の
は
、

た
か
が

マ
ン
ガ
と

い
う
意
識
が
ど
こ
か
に

働

い
て
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
し
、
又
、

狭
く
深
く
研
究
し
、
複
雑
か

つ
専
門
化
す

る
事
が
よ
リ

レ
ベ
ル
の
高

い
歴
史
家
た
り

得
る
と
錯
覚
し
、
思
い
上

っ
て
い
た
節
も

あ
り
ま
す
。
素
人
郷
土
史
研
究
家
が
落
ち

入
り
易
い
偏
狭
な
研
究
姿
勢
に
、
大
局
的

な
も

の
の
見
方
を
示
し
た
中
山
氏
は
良
く

も
悪
く
も
強
烈
な
印
象
を
与
え
ま
し
た
。

現
在
に
生
き
、
未
来
を
見

つ
め
る
指
針

と
し
て
歴
史
を
捕
ら
え
る
中
山
氏
の
姿
勢

に
は
私
達
も
見
習
う

べ
き
面
も
あ
る
と
思

い
ま
す
。
現
在

や
未
来
を
論
じ
る
為

に
は

過
去
を
知

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
温
故
知

新
と
い
う
言
葉

の
意
味
を
知

っ
て
い
て
も
、

そ
れ
が
現
実

に
ど
れ
だ
け
私
達
の
生
活
の

中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
で
し

ょ
う
か
。

郷
土
史
研
究
に
携
わ
る
私
達
は
こ
と
さ
ら

難
解
な
専
門
用
語
を
羅
列
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
自
己
満
足
す
る
狭
い
自
分
だ
け
の
世

界
に
埋
没
す
る
こ
と
な
く
、
も

っ
と
広
い

視
野
に
立

っ
た
歴
史
研
究
を
今

一
度
考
え

て
み
る
必
要
が
あ
り
は
し
な
い
で
し
ょ
う

か
。中

山
氏
は
現
在
輌
の
浦
の
歴
史
を
、

マ

ン
ガ
と
し
て
執
筆
中
の
よ
う
で
す
。
こ
の

マ
ン
ガ
が
出
来
る
過
程
を
ホ
ー
ム
テ
レ
ビ

が
取
り
上
げ
、
今
三
十
分
の
番
組
と
し
て

製
作
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
又
々
こ
の

マ
ン
ガ
が
柳
の
下
の
二
匹
目
の
ド
ジ
ョ
ウ

に
な
る
公
算
大
で
す
。
多
く
の
福
山
市
民

に
啓
蒙
し
つ
つ
、
か
つ
商
業
ベ
ー
ス
に
乗

せ
て
大
儲
さ
れ
る
中
山
氏
に
脱
帽
で
す
。

ろ為
ニ
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九
月
十
四
日
晴
天

に
恵
ま
れ
て
、
初
秋

の
宇
佐

・
国
東
半
島

へ
と
旅
立

つ
。　
一
行

二
十
二
人

で
福
山
駅
か
ら
新
幹
線

で
小
倉

に
着
き
、
特
急

で
宇
佐
到
着
。
以
後
は
バ

ス
旅
行
と
な
る
。
宇
佐
神
宮

に
着

い
て
昼

食
。
参
道

の
大
鳥
居

の
前

で
、
記
念
写
真

を
と
る
。
楠

の
木
洩
れ
日
の
な
か
を
暫
く

進
む
と
本
殿
に
着
く
。

境
内

に
は
自

い
玉
砂
利
が
敷
か
れ
て
、

丹

の
色
も
鮮
や
か
に
、
三

つ
の
御
殿
が
並

び
建
ち
、
威
風
堂
々
た
る
も

の
。
全
国
四

万
余
社

の
総
本
山
で
あ
り
、
国
宝

で
あ
る
。

後
藤
氏
の
説
明
も
加
わ
り
印
象
に
残

っ
た
。

宇
佐
民
俗
資
料
館

に
は
、
古
墳
か
ら

の
出

土
品
や
、
仏
像

の
模
作
品
等
、
数
多
く
の

国
東
文
化
が

一
堂
に
集
め
ら
れ
良
く
理
解

で
き
た
。
胎
蔵
寺

へ
登
る
道
は
険
し
く
、

中
腹

の
左
側

の
岩
山
に
、
彫
ら
れ
た
熊
野

摩
崖
仏
不
動
明
王
は
、
如
何
に
も
勇
壮
な

様
相

で
あ
る
が
、
念
怒
相
と
い
う
よ
り
む

し
ろ
柔
和
は
相
貌
で
あ
る
。
向

っ
て
右

の

大
日
如
来

の
方
は
、
全
体
的

に
大
造
り
で

が

っ
し
り
し
た
像
容

で
あ
り
、
眼
を
閉
じ

唇
は
固
く
結
ば
れ
て
い
る
が
、

ふ
く
よ
か

な
御
容
貌

に
は
恩
情
が
満
ち
て
い
た
。

念
願
の
大
日
如
来
を
拝
し
、
名
残
を
惜
し

み
な
が
ら
山
上

の
胎
蔵
寺

へ
登
る
。
次

の

真
木
大
堂

に
は
、
牛

の
背

に
乗
る
大
威
徳

明
王

の
像
が
あ
り
、
元
宮
磨
崖
仏
は
五
体

並
び
、
本
組

の
穴
が
残

っ
て
い
た
。　
一
路

三
林
亭

に

つ
い
て
夕
食
を
と
る
。
会
長
と

当
主
と
懇
意
な
仲

で
、
大
サ
ー
ビ

ス
し
て

頂
き
、
舞
台

で
は
舞
踊
あ
り
、
歌
あ
り
、

果

て
は
み
ん
な
で
輪

に
な

っ
て
踊
る
等
、

楽
し
い

一
夜

で
し
た
。

翌
朝
東
光
寺

に
五
百
羅
漢
を
拝
す
。
従

来

の
イ
メ
ー
ジ
と
は
違
う
表
情
に
不
思
議

な
安
堵
感
を
覚
え
る
。

財
前
家
の
墓
地
に
は
、
上
部
が
弓
状

に

な
り
、
前
に
倒
れ
る
型

の
珍
し
い
板
碑
を

見
た
。
国
東
半
島
は
石
造
美
術
の
宝
庫
で
、

国
東
塔
は
い
た
る
処
に
存
在
し
、
大
衆

の

信
仰

の
表
れ
で
あ
る
。
両
子
寺

の
、
護
摩

堂
本
尊
は
、
大
聖
不
動
明
王
な
り
。
苔
蒸

し
た
石
段
を
下
り
、　
一
対

の
仁
王
像

の
前

で
、
記
念
撮
影
す
る
。
富
貴
寺

の
大
堂
は

閉
さ
れ
て
い
た
が
、
資
料
館

で
内
陣

の
壁

画

の
模
作
を
見
て
い
た
。
麓
で
昼
食
を
と

り
、
最
終

の
天
念
寺

で
は
川
中

の
岩

に
彫

ら
れ
た
、
川
中
不
動
明
王
を
拝
す
。
帰
路
、

竹
田
津

に
向
う
。

遠
く
に
見
え
る
丘
は
黄
金
色
に
輝
き
、

空

の
青
、
山

の
緑

に
包
ま
れ
た
神
仏
混
合

の
里
。
雄
大
な
国
東
半
島

に
も
や
が
で
実

の
り
の
秋
が
深
ま
る
で
し

ょ
う
。

連
絡
船

で
徳
山
に
上
陸
、
全
員
無
事
福

山
駅

に
帰
着
。
今
回
は
数
多

の
神
仏

の
御

威
徳
に
接
し
、
心
暖
ま
る
幸

せ
な
旅

で
し

た
。
神
谷
先
生
は
じ
め
同
行

の
皆
様
、
お

世
話
に
な
り
有
難
う

ご
ざ

い
ま
し
た
。

因
島
白
瀧
山
登
山
記

塚
本

　

彰

友
人
か
ら
聞
い
て
行
く
こ
と
に
し
た
。

二
号
線
か
ら
尾
道
大
橋
を
渡
り
向
島

へ
…

…
…
。
道
が
分
ら
な
い
の
で
地
元
民

に
聞

く
。
高
見
山
を
越
え
て
立
花

の
海
岸
に
出

る
。
さ
て
大
橋

へ
の
道
は
？
　
あ

っ
あ
そ

こ
だ
。
蛇
が
う
ね
る
如
く
道
を
登
る
と
出

た
大
橋

へ
。
　

さ
す
が
天
下
の
名
橋
因
島

大
橋
。
其

の
雄
大
な
る
こ
と
／
　

い
か
に

近
代
科
学

の
ス
イ
を
集
め
た
と
は
云
え
何

万
何
千
万
屯

の
重
量
を
よ
く
も
支
え
た
も

の
だ
。
渡
り

て
右

へ
重
井

へ
と
行
く
。
見

え
た
自
瀧
山
登
山
口
。
入

っ
て
行
く
と
立

札
有
り
。
五
百
羅
漢
創
建
者
伝
六
の

一
代

記
が
詳
し
く
記
し
て
有
る
。

仁
王
門
を
く
ぐ
り
登

っ
て
行
く
中
腹

に

八
十
五
番
札
所
八
栗
寺
有
り
な
お
も
登

っ

て
行
く
と
よ
う
や
く
頂
上
に
着
く
。
　
公
一

七
七

Ｃ

。
十

一
面
観
音
を
お
祭
り
し
て

あ
る
お
寺
、
自
然
石
を
利
用
し
た
巨
大
な

多
宝
塔
、
巨
大
岩
石
に
刻
ま
れ
た
仏
像
と

文
字
、
高
さ
ニ
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
お
釈
迦

様
、
弘
法
大
師
、
文
珠
菩
薩
、
普
賢
像
、

伝
六
夫
妻
像
、
其

の
両
面
に
整
然
と
並

ぶ

数
多
く

の
無
名
石
仏
其

の
数
正
に
七
百
体
、

福
山
近
辺
で
は
見
ら
れ
ぬ
石
像

の
宝
庫
だ
。

眼
を
と
じ
て
三
百
年
前
を
偲

ぶ
。
何
人
、

何
十
人

の
石
工
が
ド

ン
ガ
ド
ン
ガ
と

ハ
ン

マ
ー
を
振

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
助
け

る
多
数

の
信
者
、
食
料
を
運
ぶ
百
姓
、
た

き
だ
し
を
す
る
女
性
、
山
は
た
い
そ
う
賑

っ
た
で
あ
ろ
う
。
か
く

て
、
四
年

の
歳
月

を
経

て
完
成
、
近
遠
か
ら

の
参
拝
者
も
ぞ

く
ぞ
く
と
続
い
た
事
と
思
わ
れ
る
。

又
、
眼
を
転
ん
ず

れ
ば
眼
下
に
因
島
大

橋
、
瀬
戸
内

に
浮

ぶ
島

々
、
景
色
も
万
点

だ
。
時

の
た

つ
の
も
忘
れ
て
眺
め
て
い
た
。

だ
が
い
つ
ま
で
も
と
い
う
分
け
に
も

い
か

ぬ
。
名
残
お
し
ん
で
帰
路

に

つ
い
た
。

ダ
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私
の
好
き
な
も
の

「
地

図
」

七
森
　
義
人

私
が

一
番
良
く
使
う
物
と
云
う
事

で
地

図

に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
る
。

地
図
と
云

っ
て
、　
一
番
良
く
使
う

の
は

や
は
り
、

「
郷
万
分

の
１

」
の
地
形
図
が

多

い
。
ま

っ
た
く

の
土
地
不
案
内

の
者
で

も
、
ど
こ
に
何
が
有
る
か
わ
か
る
為
に
、

山
に
、
旅

に
と
、
何

で
も
使
用

で
き
る
。

道

の
無

い
山
で
も
、
尾
根
も
し
く
は
、
植

林
界
に
は
獣
道
が
付

い
て
い
た
り
、
飲
水

の
時
は
谷
川
、
滝
、
崩
状

の
谷
等
を
捜
す

と
見

つ
か
り
や
す
い
。
現
地

に
行
か
な
く

て
も
山
頂
か
ら

の
眺
望
範
囲
も
わ
か
る
。

地
図
と
云

っ
て
も
種

々
有
り
、
日
本
最

古

の
地
図
は
、

「
墾
田
図

」
、
「
開
田
図
」

と
呼
ば
れ
る
物

で
、
村

（荘
園
）
等

の
絵

図

で
、
地
籍
図

の
様
な
物
が
あ
り
、
そ
の

後
、
行
基
の
日
本
図

（団
子
図
）
が
出
来
、

此
は
江
戸
時
代

の
赤
水
図
、
実
測
さ
れ
た

伊
能
図
と
な
り
、
更
に
陸
測

の
２０
万
分

の

１

へ
と
発
展
し
て
、
現
在

の
２５
万
分

の
１

と
な

っ
た
。

地
図
は
実
形
を
表
示
し
た
基
本
地
形
図

と
、
目
的
物
以
外
を
省
略
し
た
カ
ル
ト
グ

ラ
ム
に
分
け
ら
れ
る
。

此
地
図
を
見
て
い
れ
ば
、
珍
し
い
地
名

や
、
変

っ
た
地
形
、
縮
尺
が
大
き
く
な
れ

ば
、
小
桐
や
石
仏

の
出

て
い
る
も

の
も
あ

り
、
民
俗
調
査
に
も
利
用

で
き
、
河
岸
に

有
る
道
は
昔
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
物
が

多

い
為
に
峠
越
え
の
小
さ
な
道
が
以
外
と

重
要

な
事
が
有
る
。
廃
道
も
あ
れ
ば
、
廃

ト

ン
ネ
ル
、
廃
坑
も
有
る
。
ま

っ
た
く
知

ら
な
い
土
地
が
、
一読
め
ば
読
む
ほ
ど
、
わ

か

っ
て
く
る
。
小
さ
な
道
に
石
仏
を
杷

っ

て
い
れ
ば
、
土
地

の
人

の
信
仰

の

一
部
を

物
語
る
。
此
様
に
色
々
な
事
を
私
に
語

っ

て
く
れ
る
。

以
上
の
様
に

一
枚

の
図
か
ら
色
々
と
わ

か
る
、
皆
様
も
ぜ
ひ
た
め
し
て
み
て
下
さ

私
の
住
む
福
山
市
川
口
町
東
は
水
野
勝

成
の
曽
孫
勝
種
に
よ
り
寛
文
十

一
年

（
一

六
七

一
）
に
築
成
さ
れ
た
土
地
で
あ
り
ま

す
。
現
在
川
口
町

一
帯
で
は
都
市
政
策
に

従

っ
て
大
規
模
な
下
水
道
工
事
が
行
な
わ

れ
て
い
て
、
地
下
数
十
米
を
堀
り
下
げ
て

い
ま
す
が
そ
こ
か
ら
は
海
底
の
泥
と
共
に

貝
ガ
ラ
等
が
多
数
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら

も
、
三
百
余
年
前
迄
が
海
で
あ

っ
た
こ
と

が
証
明
さ
れ
ま
す
。

貝
ガ
ラ
等
は
自
然

の
史
跡
と
言
え
る
か

と
思
い
ま
す
が
人
間

の
手
に
よ
る
史
跡
と

な
る
と
神
社

・
仏
閣
し
か
な
く
　
　
以
下

に
述

べ
て
み
ま
す
。

観
音
さ
ん
　
中
国
バ
ス
の
福
山
駅
―
新
浜

線

に
「
観
音
堂

」
と
名

の
つ
く
バ
ス
停
が

あ
り
ま
す
。
私
も
子
供

の
頃
境
内

で
よ
く

遊
ん
だ
も

の
で
す
が
、
現
在
は
パ
ス
停

の

地
名
だ
け
残

っ
て
い
ま
す
。
古
く
は
寛
政

六
年

（
一
七
九
四
）
水
野
藩
士
青
木
某
が

地
元
の
与

二
郎
と
力
を
合
わ
せ
て
観
音
菩

薩
を
お
杷
り
し
た
が
そ

の
後
妙
政
寺

の
住

職
日
登
上
人
が
守
妙
院
を
作

っ
て
隠
居
し

た
際
に
境
内

に
移
転
し
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
妙
政
寺

に
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、

守
妙
院
が
妙
政
寺

へ
併
合
さ
れ
た
時
観
音

さ
ん
も
移

っ
て
き
た
ら
し
い
、
と
の
こ
と

で
す
。

守
妙
院
　
川
口
町
東

の
さ
ら

に
東
、
入
江

に
そ

っ
て
甘
山
新
開
と
呼
ば
れ
た
土
地
が

あ
り
ま
し
た
。
昔
、
福
山
藩

の
抱
え
力
士

に
廿
山

（
は
た
ち
や
ま
）
と
い
う
強

い
力

士
が
い
て
、
殿
様

の
前
で
出
世
角
力
を
取

っ
た
時
ほ
う
び
と
し
て
入
江

の

一
隅
を
甘

山
に
与
え
た
と

い
う
由
来
が
あ
る
土
地

で

す
。

こ
の
甘
山
新
開

の
東
南

に
あ

っ
て
釈

迦
如
来
を
本
尊
と
し
た
日
蓮
宗

の
寺
院

で
、

文
化
十
年

（
一
八

一
三
）
日
登
上
人
開
基

（妙
政
寺
隠
居
所
）
と
い
わ
れ
、

の
ち
区

画
整
理
等

に
よ
り
妙
政
寺

へ
併
合
さ
れ
ま

し
た
。

玄
蕃
社

守
妙
院

の
西
側
に
あ
る
石
碑
。

川
口
新
開
東
半
分

の
担
当
者
で
あ

っ
た
上

席
家
老
上
田
玄
蕃
直
次

の
功
績
を
讃
え
て

い
ま
す
。
昭
和
四
十
四
年
設
置
。

川

口
八
幡
社
　
天
和
三
年

（
一
六
八
三
）

川
口
開
発
十
三
年
目
に
福
山
吉
津

の
東
宮

か
ら
現
在
地

に
勧
請
さ
れ
た
と
神
社
由
来

に
あ
り
ま
す
。
昭
和
四
十
六
年

に
は
川
口

築
成
三
百
年
行
事
が
盛
大
に
行
な
わ
れ
、

境
内

に
は
記
念
碑
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

現
在

で
も
初
詣
、
秋
祭
り
、
七
五
三
な
ど

地
元
と

の
結
び

つ
き
は
強
い
も

の
が
あ
り

ま
す
。

以
上
川
口
町
東

の
史
跡

に
つ
い
て
述

べ

て
ま
い
り
ま
し
た
。
古
老

の
方

に
お
尋
ね

す
れ
ば
他

に
も
あ
る
の
で
す
が
そ
れ
は
又

の
機
会
に
。

（参
照
文
献
　
川
口
築
成
三
百
年
史
）

///
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率
城
郭
講
座
終
る
、
締
め
括
り
は
神
辺
城

跡
上
の
”
後
藤
節

“

十
月
二
十
六
日
、
色
づ
き
始
め
た
山
の

木
立
の
中
、
城
郭
研
究
部
会
現
地
講
演
会

（第
五
回
城
郭
講
座
）
と
し
て
老
若
男
女

三
十
五
名
、
神
辺
町
の
神
辺
城
跡

へ
登
っ

た
。
神
辺
城
は
又
、
黄
葉
山
城
と
も
云
っ

て
中
世
南
北
朝
時
代
よ
り
江
戸
初
期
ま
で

二
八
〇
余
年
間
、
備
後
の
主
要
城
郭
で
あ

っ
た
。
私
が
講
師
を
務
め
て
神
辺
城
の
出

来
事
を
年
表
方
式
に
て
、
次
に
山
下
さ
ん

が
城

の
構
造
、
又
、
七
森
さ
ん
が
神
辺
の

概
略
を
話
し
て
、
最
後
に
探
訪
会
副
会
長

の
田
口
さ
ん
が
締
め
括

っ
て
山
上
に
て
昼

食
。
そ
の
後
、
神
辺
町
立
歴
史
民
俗
資
料

館
で
は
昭
和
六
十

一
年
度
秋
季
特
別
展

『
神
辺
の
歴
史
文
化

』
展
が
開
催
中
で
全

員
で
見
学
、
山
麓
で
は
菅
茶
山
の
幕
所
に

参
拝
。
最
後
に
天
別
豊
姫
神
社
で
は
丁
度

秋
の
″
大
祭
″
中
で
境
内
の
「
岩
戸
神
楽
」

を
横
目
で
見
な
が
ら
人
ゴ
ミ
の
中
を
参
詣
。

そ
し
て
神
辺
駅
よ
て
福
山
方
面
の
人
と
神

辺
附
近
の
人
と
に
分
れ
て
解
散
し
た
。
三

百
年
間
、
幾
多
の
攻
防
を
繰
返
し
て
来
た

城
跡
も
近
年
整
備
さ
れ
て
、
春
は
花
見
、

秋
は
紅
葉
と
人
々
の
憩

の
場
所
と
し
て
親

し
ま
れ
て
い
る
。

城
山
に
上
り
て
淋
し
秋

の
風

兵
ど
も

の
夢
を
語
り
て
後
藤
匡
史
記

報
告
　
第
四
回
城
郭
講
座
、
九
月
七
日
午

後
福
山
城
湯
殿

に
於

で
開
催
。
田
口
義
之

講
演

『
備
後
戦
国
史

』
、
聴
衆
三
十

一
名
。

部
会
活
動
予
定

◎
十

一
月
二
十
日

（
日
）
　

駅
家
町
服
部

『
椋
山
城
跡

』
の
探
訪
。
別
記
参
照
。

◎
十

二
月
十
四
日

（
日
）
　

士戸
田
町
福
田

『
利
鎌
山
城
跡

』
の
調
査
。
別
記
参
照
。

部
会
に
就
て
の
問
合
せ
は

〒
七
二
〇
　
福
山
市
多
治
米
町
九

一
六

田
口
義
之
ま
で

Ｔ
Ｅ
Ｌ
Ｏ
八
四
九

（
五
三
）
六

一
五
七

器

犠

に
山
野
を
歩
い
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
中

で
、
古
墳
や
古
代
史

の
話

に
花

を
咲

か
せ

て
み
ま
せ
ん
か
。

当
部
会

で
は
部
会
参
加
者
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

ド
シ
ド
シ
参
加
し
て
下
さ
い
。

詳
細
は
左
記
ま
で
。

〒
７２‐
　
福
油
市
引
野
町

二
丁
目
三
二
八

山
口
　
哲
晶

電
話

（
四

一
―
二
〇
四
九
）

古
墳
研
究
部
会
情
報

幸

　

＃

山
々
の
紅
葉
も
盛
り
と
な
り
、
よ
う
や

く
と
言

っ
た
感
じ
で
古
墳

の
調
査
に
最
適

の
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
当
部
会
で
の
秋

か
ら
春

に
か
け

て
の
活
動
は
、

二
基

の
古

墳

の
測
量
の
実
施
を
目
標
と
し
て
お
り
ま

す
。
先
ず

一
基
は
、　
一
昨
年
測
量
し
ま
し

た
福
山
市
加
茂
町

の
正
福
寺
裏
山
古
墳

の

す
ぐ
近
く

の
合

ノ
坪
古
墳

で
す
。
こ
こ
は

十

一
月
初
旬
よ
り
、
土
地

の
所
有
者

の
許

可
を
得
て
測
量
の
為

の
前
段
階
と
し
て
、

下
草
刈
り
を
行

っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

予
想
以
上
に
草
本
が
繁
茂
し
て
い
る
上
に

人
手
不
足
も
手
伝

い
中
々
思
う
様

に
捗
ら

ず

に
困

っ
て
お
り
ま
す
。

予
定
と
し
て
は
、
十

二
月
の
初
旬
よ
り
早

速
測
量
を
開
始
し
た
く
思

っ
て
い
ま
す
。

又
、
″
古
墳
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
″

（仮
称
）

の
方
も
完
成
に
近
づ
き

つ
ゝ
あ
り
、
只
今

全
体

の
手
直
し
作
業

の
真
最
中

で
す
。

∧
古
墳
研
究
部
会

へ
の
参
加
者
募
集
∨

今
回
の
測
量
調
査
に
参
加
さ
れ
た
い
方
、

あ
る
い
は
古
墳

や
古
代
史

に
興
味
を
お
持

ち
の
方
、
今
よ
り
千
数
百
年
と
い
う
時
間

を
み

つ
め
て
み
た
い
方
等

々
私
達
と

一
緒

ゲ
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駅
前

る
服

率
芦
田
町

『
利
鎌
山
城
跡

』
の
調
査

部
会
員
山
下
好
和
さ
ん
を
中
心
に
、

中
世
山
城
利
鎌
山
城

の
測
量
調
査
を
行
な

い
、
戦
国
山
城

の
ナ
ゾ

に
迫
り
ま
す
。

日
時
　
十

二
月
十
四
日

（
日
）

会
費
　
実
費
を
頂
き
ま
す
。

備
考
　
弁
当
持
参
、
山
歩
き
出
来
る
服

装

で
。
雨
天
中
止
。

参
加
方
法
　
十

二
月
七
日
迄

に
田
口
ま

で
Ｔ
Ｅ
Ｌ
か
葉
書

で
申
し
込
ん

で
下
さ
い
。

豊岱 き 編
V 

後 部 警 バ 審 影

曇冒
助
バ瑕鰤来 別

V山

跡 の

問

い
合
せ
先

〒
七
二
〇
　
福
山
山
多
治
米
町
九

一
六

田
口
義
之
　
方

Ｔ
Ｅ
Ｌ
Ｏ
八
四
九

（
五
三
）
六

一
五
七

／
　
城
郭
部
会
は
皆
さ
ん
の
部
会
で
す
。

老
若
男
女
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

″
お
城
″
に
興
味
あ
る
方
、
戦
国
時
代

の
好
き
な
人
、
集
ま
れ
。

『
初
冬
の
河
佐
峡
に
戦
国
の
面
影
を
訪
ね

て
』

府
中
市
久
佐
町
の
史
跡
を
見
学
し
ま
す
。

（
二
子
山
城
、
竹
馬
寺
跡
中
世
墓
石
群
、

安
全
寺
楢
崎
氏
墓
地
、
石
垣
八
幡
社
等
）

講
師
　
城
郭
研
究
部
会

期
日
　
十
二
月
七
日

（
日
）

集
合
時
間
及
場
所
　
午
前
七
時
三
〇
分

福
山
駅
前
釣
人
像
前

（
七
時
五
〇
分
発

福
塩
線
下
り
電
車
）

会
費
　
一二
〇
〇
円

（非
会
員
五
〇
〇
円
）

但
し
、
電
車
賃
は
別

備
考
　
弁
当
持
参
　
山
歩
き
出
来
る
服
装

雨
天
中
止

問
い
合
せ
先
　
田
口
義
之
　
方

Ｔ
Ｅ
Ｌ
Ｏ
八
四
九

（
五
三
）
六

一
五
七

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

編

集

後

記

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

・
菊
も
終
り
、
今
年
も
残
り
少
な
く
な
り

ま
し
た
。

予
定

で
は
十
月
末
に
発
行

の
会
報
を
や

っ
と
お
届
け
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

来
年
は
新
体
制

の
も
と
で
よ
り
素
晴
し

い
会
報

に
な
り
ま
す

の
で
、
原
稿
を
奮

っ
て
お
寄
せ
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願

い

し
ま
す
。

・
「
我
町

の
史
跡

」
、

「
私

の
好
き
な
も

の
」
等
、
地
域

の
中
、
暮
ら
し

の
中
を

見

つ
め
て
、
改
め
て
再
発
見
し
た
こ
と

を
気
軽

に
書
い
て
下
さ
い
。

◎
投
稿
先

．
〒

７２０

福
山
市
川

口
町
三
九
八
―
十
三

種
本
実
　
迄

1986年 12月 1日 備陽史探訪 52号
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