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御
調
町
史
跡
め
ぐ
り
に

参
加
し
て

小
林
　
良
子

五
月

の
例
会
と
し
て
、
五
月
二
十
日

（
昨
日
ま
で
の
悪
天
候
が
、
嘘

の
様
な
五

月
晴
れ
の

一
日
）

に
、
貸
切
バ
ス
で
御
調

町
史
跡
め
ぐ
り
を
致
し
ま
し
た
。

講
師

の
方
は
、
探
訪

の
会

の
会
員
で
、
御

調
郡
郷
土
文
化
研
究
会
事
務
局
長
を
務
め

て
お
ら
れ
る
、
住
貞
義
量
氏
で
、
氏

の
故

郷
で
あ
る
御
調
に
対
す
る
深
い
情
熱
と
思

い
入
れ
は
格
別
で
、

ユ
ー
モ
ア
を
交
め
た

楽
し
い
案
内

に
終
始
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。福

山
か
ら
バ
ス
に
揺
ら
れ
る
こ
と
四
十

分
、
た
ど
り
着

い
た
御
調
町
は
、
私
が
想

像
し
て
い
た
以
上
に
人
情
味
豊

か
な
素
朴

な
里
で
、

の
ど
か
で
優
し
い
表
情
で
、
私

達
を
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。
生
ま
れ
て
初

め
て
足
を
運
ぶ
御
調
町
で
し
た
が
、
教
育

委
員
会
作
製

の
立
派
な
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
を

見
て
、
町
自
慢

の
ふ
れ
あ

い
の
里
に
て
ス

ラ
イ
ド
を
観
な
が
ら

の
文
化
財

の
説
明
を

聞

い
て
、
御
調

に
対
す
る
興
味
が
高
ま

っ

た
後
、
刀
匠
で
有
る
川
崎
貞
行
氏
を
訪
ね

ま
し
た
。
初
め
て
お
会

い
す
る
氏

の
私
達

に
対
す
る
表
情
は
柔
和

で
、
そ

の
ま
な
ざ

し
は
暖
か
い
に
も
関
わ
ら
ず
、　
一
度
刀
と

向
き
合
う
と
厳
し
い
ま
で
真
剣
そ

の
も
の

で
内

に
秘
む
強
固
な
精
神
力
を
思
わ
せ
ま

し
た
。
私

の
大
切

な
友

の

一
人
で
有
る
陶

芸
家
は
、
い
つ
も
日
ぐ
せ
の
様

に

『
芸
術

家
た
る
者
は
心
を
い
つ
も
清
く
持

っ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
心
が
濁
れ
ば
、
己

が
作
り
出
す
作
品
も
濁
る
か
ら
。
自
分

の

心

の
中
に
四
季
を
持
ち
、
小
川
が
流
れ
、

木

々
は
緑
を

つ
け
花
は
咲
き
こ
ば
れ
、
小

鳥

は
さ
え
ず

っ
て
い
る
様
な
、
そ
ん
な
心

象
風
景
を
大
事

に
し
た
い

』
と
言

っ
て
い

た
け
れ
ど
も
、
川
崎
氏

の
ピ

ン
と
伸
び
切

っ
た
背
筋
を
背
後
か
ら
見
な
が
ら
、
芸
術

家
と
い
う
存
在

の
内
面
に
思
い
を
馳
せ
て

い
ま
し
た
。
私
達

に
見
せ
て
下
さ

っ
た
氏

の
鍛
練
さ
れ
た
刀
は
、
薄
暗

い
仕
事
場

の

中
で
冷

た
く
光
り
、
鋭
利
そ
の
も

の
で
し

た
け
れ
ど
や
は
り
見
る
だ
け
で
は

つ
ま
り

ま
せ
ん
。
そ

の
切
れ
味
を
こ
の
日
で
確
か

め
て
み
な
け
れ
ば
名
刀
も
形
無
し
、
庭
先

に
咲
く
お
花

で
も
少
し
切

っ
て
下
さ
れ
ば

私
は
氏
を
も

っ
と
好
き
に
な

っ
て
い
た
で

し

ょ
う
。

し
か
し
、
六
十
年
も
の
間
刀
と
取
り
組

ん
で
お
ら
れ
る
氏
の
人
生
は
、
私
に
は
想

像
を
絶
す
る
境
地
で
す
が
、
日
本
刀
と
い

う
魅
力
的
な
文
化
財
に
は
若
年

の
私
で
も

心
を
魅
か
れ
ま
す
。
封
建
時
代
の
女
性
は

嫁
ぐ
際
に
、
嫁
入
道
具
の

一
つ
と
し
て
懐

剣
を
持
ち
非
常
時
に
は
死
を
も
覚
悟
で
嫁

い
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。
か
の
三
島
由
起

夫
の
描
く
所
の
″
憂
国
″
も
そ
の
類
の
話

を
テ
ー
マ
に
し
て
い
ま
す
。
内
容
は
―
二
・

三
六
事
件
を
題
材
に
と
り
、
事
件
発
生
以

来
親
友
が
叛
乱
専
に
加
入
し
た
事
に
慎
悩

し
、
皇
軍
相
撃
の
事
態
必
至
と
な
っ
て
ゆ

く
情
勢
に
痛
憤
し
た
主
人
公
武
山
中
尉
が

自
宅
に
て
軍
刀
で
割
腹
自
殺
を
遂
げ
、
そ

の
夫
人
も
又
、
夫
君
に
殉
じ
て
、
嫁
ぐ
際

持
参
し
た
懐
剣
で
自
決
を
遂
げ
た
―
と
い

う
三
島
氏
好
む
所
の
大
得
意
な
テ
ー
マ
で

す
が
、
三
従
の
教
え
も
、
そ
し
て
戦
前
の

教
育
勅
語
も
無
関
係
な
教
育
を
受
け
た
私

に
も
、
氏
の
鍛
練
し
た
懐
剣
を
見
せ
て
い

た
だ
き
な
が
ら
、
こ
れ
を
い
た
だ
け
る
の

な
ら
、
刀
の
澄
明
な
光
に
誘
わ
れ
て
、
そ

ん
な
往
生
も
無
く
は
な
い
な
ど
不
遜
に
も

考
え
て
い
ま
し
た
。

昼
食
は
、
再
び
ふ
れ
あ
い
の
里

に
戻

り
、

自
然

の
中
で
い
た
だ
き
、
そ
し
て
午
後
は
、

住
貞
氏
に
、
照
源
寺
、
歴
史
民
俗
資
料
館
、

本
郷
平
廃
寺
跡
、
円
光
寺
、
御
調
ダ
ム
と

次

々
に
案
内

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

照
源
寺

で
は
国
指
定
重
要
文
化
財

の
木
造

涅
槃
像
を
拝
観
し
、
か
の
沖
雅
也
さ
ん
の

遺
書

の
「
温
槃
で
待

つ
」
と
い
う
言
葉
を

思
い
出
し
ま
し
た
が
、
全
身
、
黒
漆
金
箔

で
大
変

に
美
し
い
も

の
で
し
た
。

で
も
ど
う
し
て
日
本
人
は
重
要
文
化
財
と

い
う
と
す
ぐ
倉

の
中
に
入
れ
、
柵
を
し
て

鍵
を
か
け
て
し
ま
う

の
で
し
ょ
う
。
仏
様

は
よ
り
多
く

の
方

に
拝
ま
れ
て
こ
そ
本
望

と
鎌
倉
時
代

に
こ
れ
を
彫

っ
た
仏
師
は
願

っ
た
に
相
違
な
い
の
に
と
哀
し
く
思
い
ま

す
。

歴
史
民
俗
資
料
館
も
昔
懐
し
い
木
造
校
舎

の
雰
囲
気

で
、
半

々
に
素
敵
な
民
芸
品
も

飾
ら
れ
、
特

に
私
は
お
ひ
な
様

の
掛
軸
が

大
変
気
に
入
り
ま
し
た
。

全
体
的

に
見
所
が
有

り
、
住
貞
氏

の
郷
土

愛
が
こ
ち
ら
側
に
も
十
分

に
伝
わ
り
、
予

想
以
上
に
楽
し
い

一
日
で
し
た
。

探
訪

の
会

に
入
会
し
て
、
こ
の
様
な
形
で

郷
土

の
史
跡
と
慣
れ
親

し
む
事
が
出
来
、

倖
せ
に
思
い
ま
す
。

又
、
次

の
例
会
を
、
楽
し
み
に
し
て
い
ま

す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｆ
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甲
奴
郡
史
跡
め
ぐ
り
異
聞

Ｗ

Ｘ

Ｙ
生

快
晴

の
天
候

に
恵
ま
れ
な
か

っ
た
の
が

幸
し
た
例
会
だ

っ
た
。　
一
般
的

に
は
風
雨

の
悪
天
候
が
嫌
わ
れ
る
が
、　
一
方
で
絶
好

の
晴
天
な
ど
と
云

っ
て
晴
れ
る
こ
と
が
好

ま
れ
る
。
し
か
し
時
と
場
合

に
よ

っ
て
は
、

晴
れ
た
り
、
曇

っ
た
り
、
ま
た
降

っ
た
り

…
と
適
当

に
繰
返
し
て
く
れ
る
猫

の
目

の

様
な

一
日
が
好
天
だ

っ
た
り
す
る
こ
と
も

あ
ろ
う
。　
一
日
中
降
り
続
け
る
雨
天
は
大

体

の
催
し
で
敬
遠
さ
れ
る
が
、
も
う
既
に

シ
ー
ズ

ン
を
終
え
た
田
植
は

一
日
中
雨
が

降
る
そ

の
悪
天
候

の
日
が
最
適
と
さ
れ
る

の
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

種

々
の
催
し
が
成
功
か
、
不
成
功
に
終

っ
た
か
を
判
定
す
る
そ
の
大
き
な
カ
ギ
を

握
る
も

の
と
し
て
当
日
の
天
候
が
か
な
り

の
部
分
で
左
右
す
る
。
甲
奴
郡

の
田
総
氏

遺
跡
を
訪
ね
た
当
日
の
例
会
が
成
功
を
治

め
た

一
つ
に
、
降
る
か
と
思
え
ば
晴
れ
、

照

り

つ
け
て
暑

い
か
と
思
え
ば
オ
シ
め
り

の
小
雨
を
降
ら
せ
た
日
和
を
挙
げ

て
も
い

い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
将
に
天
を
味
方

に

つ
け
る
こ
と
で
成
功
さ
せ
た
実
例
と
云

え
る
。

し
か
し
付
録
的
に
訪
ね
た
最
初

の
目
的

地

・
有
福
山
城
山
頂

（本
丸
跡
）

で
の
降

雨
ば

か
り
は
、
福
山
を
発
ち
始
め
に
バ
ス

を
降
り
た
場
所
だ
け
に
、
そ

の
後

の
訪
間

先
が
ど
う
な
る
こ
と
か
と
不
安
を
抱

い
た

の
は
小
生
だ
け
で
な
か
ろ
う
。
傘
を
用
意

し
た
参
加
者
が
い
た
の
に
は
そ

の
周
到
さ

に
驚
か
さ
れ
も
し
た
が
、
そ
れ
が

一
層
天

候

の
不
安
を

つ
の
ら
せ
る
も

の
と
な

っ
た
。

と
こ
ろ
で
こ
の
有
福
城
は
本
丸
ま
で
の

距
離
が
麓
か
ら
六
〇
〇
米
と
あ

っ
て
、
そ

の
上
か
な
り
歩
き
づ
ら
い
難
儀
な
登
山
道

と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
が
、
意
外
や
意

外
、
拍
子
抜
け
す
る
ほ
ど

の
楽
な
道
で
、

小
生
な
ど
他

の
山
城
と
間
違
え
た
か
と
さ

え
疑

っ
た
次
第
、
そ
れ
も
そ

の
筈

で
、
登

山
道
を
遮

っ
て
い
た
木

や
草
は
有
福
城
々

主

の
末
え
い
に
当
る
竹
内
さ
ん

の
好
意
で

立
派

に
刈
取
ら
れ
、
そ

の
上
道
床
も
補
修

し
た
跡
が
う
か
が
わ
れ
、
大
き
な
木

の
切

株
も
残
さ
れ
て
い
た
の
に
は
頭
が
下

っ
た
。

聞
け
ば
竹
内
さ
ん
は
当
日
の
講
師
で
あ
る

竹
島
さ
ん

の
友
人
と
か
で
、
竹
内
さ
ん
の

労
苦
を
感
謝
す
る
の
は
下
よ
り
、
竹
島
さ

ん

の
人
徳
が
竹
内
さ
ん

の
好
意
に
つ
な
が

っ
た
も

の
と
推
測
さ
れ
、
改
め
て
竹
島
さ

ん
の
恩
深
い
人
間
性

に
触
れ
た
様
な
気
が

し
た
訳
で
す
。

竹
島
講
師
の
讃
美
は
こ
の
く
ら
い
に
し

ま
す
が
、
有
福
城
跡
を
経
て

一
路
バ
ス
が

総
領
町
に
向
う
車
中
、
竹
島
講
師
の
予
備

知
識
的
な
総
領

・
田
総
氏
の
説
明
が

一
段

落
し
た
時
、
誰
か
が
田
総
氏
と
は
全
く
無

縁
な
こ
と
を
尋
ね
た
。

「
総
領
町
に
は
地
酒
が
あ
る
ん
で
す
か
」

ち
ょ
っ
と
戸
惑

っ
た
竹
島
講
師
が
、

「
さ
あ
、
聞
き
ま
せ
ん
ね
。
総
領
に
地
酒

は
あ
り
ま
せ
ん

」
之
と
ま
た
別
の
誰
か
が

「
″
総
領
の
甚
六
″
と
云
う
か
ら
き

っ
と

甚
六
と
云
う
酒
が
あ
る
ん
で
す
よ
」
と
冗

談
混
り
で
知

っ
た
か
ぶ
り
を
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
竹
島
講
師
は
「
総
領
町

は
田
総
村
と
領
家
村
の
合
併
に
よ

っ
て
誕

生
し
た
町
で
、
両
村
の

一
字
づ
つ
を
取

っ

た
も
の
で
、
総
領
の
甚
六
と
か
、
総
領
息

子
な
ど
の
総
領
と
は
関
係
な
く
、
た
ま
た

ま
両
村
の

一
字
を
合
わ
せ
た
ま
で
な
の
で

す
ピ
ー
と
の
こ
と
だ

っ
た
。

や
が
て
バ
ス
は
参
加
者
の
要
望
で
土
産

物
の
買
物
が
出
来
る
場
所
に

一
時
停
車
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
こ

と
か
、
田
舎
町
な
ら
仕
方
が
な
い
と
思
わ

れ
る
寂
れ
た
土
産
物
兼
酒
販
店
の
軒
先
に

″
総
領
の
甚
六
″
と
掲
げ
た
地
酒
の
看
板

が
あ
る
で
は
な
い
か
。
誰
よ
り
も
び

っ
く

り
し
た
の
は
、
総
領
の
地
酒
は
甚
六
だ
と

冗
談
を
言

っ
た
本
人
で
あ
ろ
う
。
文
字
通

り
の
ウ
ソ
か
ら
出
た
真
で
あ
る
。

領
家
八
幡
社
～
竜
興
寺
で
の
昼
食
に
続

い
て
午
後
は
川
平
山
城
跡
～
意
賀
美
神
社

～
法
福
寺
な
ど
を
辿
り
、
水
野
勝
成
公
ゆ

か
り
の
光
明
寺

へ
、
小
生
自
身
、
大
き
な

期
待
を
持

っ
て
い
た
だ
け
に
光
明
寺
で
の

馬
具
や
駕
籠
は
、
そ
れ
が

一
見
し
て
当
時

の
も

の
と
判
明
が

つ
く
だ
け
に
貴
重
な
遺

物

に
接
し
た
満
足
感
を
得
る
に
十
分
だ

っ

た
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
馬
具

の
う
ち
の
鐙

は
会
員

の
誰

か
を
見
る
想
い
が
し
て
な
ら

な
い
。
曲

っ
た
上
に
捻
れ
た
と
こ
ろ
が
―

で
あ
る
。

こ
こ
で
誰
か
な
ど
と
無
責
任
な

言

い
方
は
会
員

の
皆
様

の
名
誉

の
為
に
も

は

っ
き
り
釈
明
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

斯
く
申
す
誰
か
と
は
小
生

に
外
な
ら
な
い

こ
と
を
付
加
え
て
お
き
ま
す
。
為
念

神
辺
町
史
跡
見
学
会

第
九
回
広
島
県
郷
土
史
研
究
団
体

連
絡
協
議
会
主
催

日
時
　
八
月
八
日

（土
）

受
付
　

一
。
〓
一〇
～

二

・
〇
〇

場
所
　
神
辺
公
民
館

見
学
時
間
　
一一
・
〇
〇
～
五

・
〇
〇

内
容
　
神
辺
本
陣
、
廉
塾
、

町
立
歴
史
民
俗
史
料
館
、
国
分
寺
、

迫
山
古
墳
群
、
小
山
池
廃
寺

会
費

　

一
〇
〇
〇
円

申
込
方
法
　
七
月
十
八
日
ま
で
に

神
谷
会
長

へ
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※
寄
贈
図
書
の
紹
介
※

次

の
三
冊
を
府
中
市

の
本
山
町
郷
土
史

会
よ
り
寄
贈
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で

お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

ｏ
備
後
名
刹
岩
谷
山
青
目
寺

第
五
十
六
回
御
開
帳
記
念

・
郷
土
史
誌
も
と
や
ま
　
第
十
号

特
集

・
青
目
寺

・
備
後
国
府
跡

推
定
地

に
か
か
る

第
五
次
調
査
概
報

★
保
管
先
…
福
山
市
川
口
町

３９８
‐
‐３

種
本
　
実

↑
８
ζ
じ

５４

・
２
０
４
７
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繕

劃

＝

劉

劉

＝

＝

引

引

Ｈ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

（
一
〇
〇
円
前
後
）

七
月
例
会
の
お
知
ら
せ

―

‥

‥

‥

―

―

‥

―

―

‥

　

　

◎
事
務
局

〒
７２０
福
山
市
象

果

町
空

六

田

口
義
之
方

■

↑
思
ｌ
↓

５３
・
６
１
５
７

講
演
＋
調
査
報
告
＋
研
究
発
表

『
城
郭
研
究
部
会
の
集
い
』

○
時
　
　
七
月
十
九
日

（
日
）
午
後

二
時

○
場
所
　
福
山
駅
サ
ン
ト
ー
ク

（
３
階
）

カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー

○
会
費
　
一
一
〇
〇
円

（資
料
代
等
実
費
）

非
会
員
　
一二
〇
〇
円

ｏ
内
容

講
演

「
山
城
調
査
の
必
要
性
と
そ
の
方
法
」

部
会
長
　
　
田
口
義
之

調
査
報
告

「
久
佐
村

の
調
査
に
つ
い
て

」

副
部
会
長
　
七
森
義
人

研
究
発
表

「
神
辺
城
と
藤
井

一
族

」

部
会
員
　
　
後
藤
匡
史

（
午
後
四
時
半
終
了
予
定
）

○
問
合
せ
先
　
一Ｔ
７２０
市
内
多
治
米
町

９‐６

田
口
義
之
方

租
Ｔ

，
３

甲

６
１
５
７

中
世
を
読
む
会
七
月
例
会

の
お
知
ら
せ

城
郭
研
究
部
会
主
催

○
時
　
　
七
月
十
七
日

（
金
）

午
後
六
時
半
～

八
時
半
・

○
場
所
　
福
山
市
民
会
館
第
二
会
議
室

○
テ
ー

マ
　

「
山
内
首
藤
家
文
書
を読

む

」

○
会
費
　
資
料
代
等
実
費

ち
蒲

翼

ク
銀
山
城
と
杉
原
盛
重
″

福
山
市
山
手
町

に

『
銀
山
城

』
と
呼
ば

れ
る
中
世
山
城
跡
が
あ
る
。
標
高

二
五
〇

Ｍ
余

の
崚
険
な
山
頂
を
利
用
し
て
築

か
れ

た
も

の
で
、
今
で
も
多
数

の
郭
跡
、
礎
石
、

崩
れ
残

っ
た
石
塁
等

の
遺
構
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

明ぃ“噸̈
時マ颯いに際っ勅薫嚇軌

　ヽ

　

ヽ

一　

　

一

剤

ヽ

１

１

・‥

ｆ

ヽ

に
は
神
辺
城
主
山
名
理
興

の
四
番
家
老
、

杉
繭
動
罐
わ
辮
鋤
」
“

知 っ
は
ぃ
積
砕

輝
地
二

年
春
、
主
君
理
興

の
没
後
は
、
吉
川
元
春

の
推
挙

に
よ

っ
て
神
辺
城
主
と
な
り
、
天

正
九
年
、
伯
者

八
橋
城
中
で
病
死
す
る
迄
、

毛
利
家
随

一
の
勇
将
と
し
て
活
躍
す
る
。

（文
責
　
田
口
義
之
）

『資
料
』
口
囲
旧
□
田
Ш

山
手
村
　
庄

ノ
ニ
郎
元
近

杉
原
伯
者
守
釉
酪
齢
緒
軒
塚
老
。

同
　
備
前
守

杉
原
播
磨
守
盛
重

山
名
宮
内
少
輔
忠
興
四
番

目
家
老
、
忠
興
卒
死
、
嗣

な
し
、
盛
重
山
名
家
を
相

／
／
　
続
、
神
辺
に
入
鳩4`ム イムを可   ´

領山城跡 ―~´

)むじ
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入
門
―

古
墳
時
代

の
考

古
学
―
―

参

加

者

募

集

（
後
援

）

福
山
市
教
育
委
員
会

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

三
、
時
　
間

十
四

・
〇
〇
～
十
六

・
○
○

四
、
会
　
場

サ
ン
ト
ー
ク

（
３
階
）

カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー

受
講
料

（資
料
代
等
実
費
）

会
員
　
　
千
円

（
四
回
分
）

一
回
参
百
円

非
会
員
　
千

五
百
円

（
四
回
分
）

一
回
四
百
円

定
　
員三

〇
名

申
し
込
み
方
法

左
記
迄
往
復

ハ
ガ
キ
で

（
定
員
に
達
し
次
第
締
切

り
ま
す
）

（
事
務
局
）

〒
７２０
福
山
市
西
深
津
町
七
―
一
一―
七

神
谷
和
孝
方

■

（０
８
４
３

２‐
．３
９
４
０

五

、
七
、

編

集

後

記

会
報

の
発
行
が
、
仲
々
思
い
通
り
な
ら

な
く
て
、
７
月
例
会
の
お
知
ら
せ
が
、
遅

く
な
り
ま
し
た
。

今
回
は
、
５
月
、
６
月
の
随
筆
が
メ
イ

ン
と
な
り
ま
し
た
が
、
来
月
は
何
を
メ
イ

ン
に
し
よ
う
か
と
今
か
ら
悩
む
次
第
で
あ

る
。
内
外
と
も
騒
が
し
い
時
で
、
皆
様
に

は
何
か
と
迷
惑
が
掛
か
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

余
談
な
が
ら
、
今
回
、
甲
奴
例
会
の
匿

名
氏
、
Ｗ
Ｘ
Ｙ
生
氏
の
Ｗ
Ｘ
Ｙ
は
、
小
学

生
の頃
よ
く
砂
の
上
に
書
い
た
〔円
Ж
Ｗ

を
思
い
出
し
、　
一
瞬

ニ
ヤ
リ
と
し
た

の
は
、

本
当
に
余
談
。

四

八
月

一
日
∋

八
月
二
日
０

八
月
八
日
０

八
月
九
日
Ｄ

月

日

Ｄ

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

ク●〆


