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新
年
度
を
迎
え
る
に

あ
た

っ
て

会
長

　

神
谷
　
和
孝

そ
ろ
そ
ろ
、
新
聞

や
テ
レ
ビ
で
桜
前
線

の
ニ
ュ
ー
ス
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

な
り
、
寒

い
冬
を
乗

り
越
え
た
と
言
う
安

堵
感
を
感
じ
ま
す
。
会
員

の
皆
様
も
同
じ

よ
う
に
お
考
え
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

春
先
と
言
え
ば
、

い
つ
も

二
月

の
下
旬

に
備
陽
史
探
訪

の
会

の
総
会
が
開
か
れ
、

春
風

の
訪
れ
と
と
も
に
、
新
ら
し
い
計
画

に
も
と
づ

い
て
活
動
を
開
始
す
る
と
言
う

パ
タ
ー
ン
を
繰

り
か
え
し
て
、
今
年
で
八

年

に
な
り
ま
す
。
ど
ん
な
こ
と
が
ら
で
も

十
年
近

い
歳
月
を
同
じ
パ
タ
ー

ン
を
繰

り

か
え
す
と

マ
ン
ネ
リ
化
す
る
と
言
う
図
式

が
あ
り
ま
す
。

本
会

の
現
状
を
考
え
て
み
た
と
き
、
矢

張
リ

マ
ン
ネ
リ
化
し
て
い
る
な
と
思
わ
れ

る
部
分
と
、　
ハ
ッ
キ
リ
と

マ
ン
ネ
リ
化
し

て
い
な

い
と
打
ち
消
し
出
来

る
部
分
と
が

あ
り
ま
す
。

こ
こ
数
年
、
総
会
を
迎
え
る
前

に
、
必

ら
ず
と
言

っ
て
も

い
い
程
、
会

の
あ
り
方
、

活
動
内
容
を
め
ぐ

っ
て
役
員

の
間
で
厳
び

し
い
や
り
と
り
が
展

り
広
げ
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
と
も

に
会
を
大
切

に
思
う
が
故

の

意
見
交
換
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
批
判
は

大
切

に
し
な
が
ら
、
新
年
度

の
活
動
計
画

を
た
て
、
計
画
は
百
％
に
近
い
程
、
や
り

と
げ

て
来
ま
し
た
。

役
員

の
前
向
き

の
姿
勢
と
、
会
員

の
協

力
あ

っ
て
こ
そ
と
思
い
ま
す
。

会
員
の
数
も
百
五
十
名
近
い
数
を
キ
ー

プ
し
て
き
た
こ
と
を
考
え
て
み
て
も
、
備

陽
史
探
訪

の
会

っ
て
大
変
な
会
な
ん
だ
な

あ
と
再
認
識
せ
ず

に
は
お
れ
ま
せ
ん
。

百
五
十
名
近
い
会
員
を
抱
え
て
、

マ
ィ
不

り
化
し
て
い
る
な
ど
と
言

っ
て
は
お
れ
ま

せ
ん
。

た
だ
、
古
く
か
ら
の
役
員

の
感
覚
が
、

例
会
を
積

み
重
ね
て
実
施
し
て
い
く
中
で
、

行
事

に
慣
れ
て
い
っ
て
、
発
会
当
時

の
生

き
生
き
と
し
た
感
触
が
感
じ
ら
れ
な
く
な

っ
た
と
言
う
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
事
実

だ
と
思
い
ま
す
。

役
員

の
中

の

マ
ン
ネ
リ
化
し
た
気
持
を

打
破
し
て
い
く
に
は
、
活
動

の
中
で
解
消

し
て
い
く
他
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

い
ず
れ
、
皆
様

の
お
手
許
に
今
年
度

の

総
会

の
報
告
が
届
く
と
思
い
ま
す
が
、
総

会

の
中
で
承
認
さ
れ
た
活
動
方
針

の
中
で

で
も
あ
る
よ
う
に

（参
考
ま
で
に
次

に
記

し
て
お
き
ま
す
が
）

①
楽
し
め
、
勉
強
出
来
る
会

に
す
る
。

②
会
員
相
互
の
人
格
を
尊
重
し
あ

い
、

民
主
的

に
運
営
さ
れ
る
会

に
し
て
い

③
市
民
に
開
か
れ
た
行
事
を
行
う
。

④
無
理

の
な
い
計
画
を
た
て
、
相
互
に

助
け
合

っ
て
、
楽
し
い
行
事

に
し
よ

”
ｎ
ノ
。

こ
の
方
針

に
の
っ
と

っ
て
行
け
ば
、
必

ら
ず
、
会

の
行
事
が
、
前
向
き
に
進
め
ら

れ
、
行
事
に
参
加
し
た

一
般
会
員
、
役
員
、

と
も

に
楽

し
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
思

い
ま
す
。

一
般
会
員

の
方
々
の
御
協
力
を
よ
ろ
し

く
お
願

い
し
ま
す
。
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一
九
八
七
年
度

城
郭
研
究
部
会
活
動
報
告

一
月

一
六
日
　
第

一
回
中
世
を
読
む
会

於
市
民
会
館
　
参
加

一
五
名

同

一
八
日
　
新
年
会
　
於
月
見
櫓

参
加
九
名

二
月

八
日
　
　
士戸
田
町
利
鎌
山
城
跡
実
測

調
査
　
参
加
五
名

同

一
五
日
　
駅
家
町
椋
山
城
跡
実
測
調

査
　
参
加
七
名

二
月

二
〇
日
　
第

二
回
中
世
を
読
む
会

於
市
民
会
館
　
参
加

一
三
名

二
月

二
〇
日
　
第
二
回
中
世
を
読
む
会

同
　
　
参
加

一
四
名

四
月

一
七
日
　
第
四
回
中
世
を
読
む
会

同

　

参
加

一
二
名

四
月

一
九
日
　
山
内
首
藤
氏
関
係
史
跡
見

学
会
　
参
加

一
五
名

五
月

一
〇
日
　
士戸
田
町
利
鎌
山
城
跡
実
測

調
査
　
参
加
五
名

同

一
五
日
　
第
五
回
中
世
を
読
む
会

於
市
民
会
館
　
参
加
九
名

六
年

一
九
日
　
第
六
回
中
世
を
読
む
会

同
　
　
　
参
加
六
名

七
月

一
七
日
　
第
七
回
中
世
を
読
む
会

於
中
央
公
民
館
　
参
加

一

二
名

同

一
九
日
　
城
郭
研
究
部
会

の
集

い

ゝ′参
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於
サ
ン
ト
ー
ク
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン

タ
ー
　
参
加

工
○
名

八
月

二

一
日
　
第

八
回
中
世
を
読
む
会

於
市
民
会
館
　
参
加
八
名

九
月

一
八
日
　
第
九
回
中
世
を
読
む
会

同
　
　
　
　
参
加
七
名

一
〇
月
四
日
　
草
戸
周
辺
山
城
調
査

参
加
三
名

同

一
六
日
　
第

一
〇
回
中
世
を
読
む
会

於
中
央
公
民
館

参
加

一
〇
名

一
〇
月

二
五
日
　
講
演
会

「
中
世
再
発
見

」

於
月
見
櫓
　
参
加

二
五
名

一
一
月

一
日
　
本
庄
町

の
山
城
踏
査

参
加
四
名

同

　

一
五
日
　
芳
井
町

の
山
城
調
査

参
加

一
〇
名

同
　
一
一
〇
日
　
第

一
一
回
中
世
を
読
む

〈
バ
　
於
中
央
公
民
館

参
加
七
名

一
一
月

二
三
日
　
神
石
郡
油
木
町

の
中
世

遺
跡
調
査
　
参
加

一
二
名

一
二
月
六
日
　
バ
ス
ツ

ア
ー
例
会

「
藤
井

皓
玄
と
神
辺
合
戦

」

講
師
　
立
石
定
夫
氏

参
加
四
五
名

同

　

一
七
日
　
第

一
二
回
中
世
を
読
む

〈
バ
　
於
中
央
公
民
館

参
加
五
名

中
世

を
読

む
会

参
加
者
募
集

城
郭

研
究

部
会

本
部
会
で
は
昨
年
度
に
続

い
て
「
中
世

を
読
む
会

」
を
月

一
回
開
催
致
し
ま
す
。

内
容
は
備
後
中
世
文
書

の
輪
読
会

で
す
。

室
町
、
戦
国
時
代

に
興
味

の
あ
る
方

ふ
る

っ
て
御
参
加
下
さ
い
。
雑
誌

の
発
刊
、
山

城
調
査
等
多
く

の
イ
ベ
ン
ト
を
計
画
し
て

い
ま
す
。

第

一
五
回
中
世
を
読
む
会

四
月

一
五
日

（金
）
午
後
七
時
よ
り

於
中
央
公
民
館

テ
ー

マ
　
山
内
首
藤
家
文
書
を
読
む

参
加
自
由
、
無
料
で
す
。

問
合
せ
は
田

口
ま
で

福
山
城
三
百
七
十
年

―
―
近
世

の
神
辺
城
は

ど
ん
な
城
？
―
―

吉
田
　
和
隆

（
こ
あ
い
さ
つ
）

広
島
城
は
来
年
が
「
築
城
四
百
年

」
に

あ
た
る
よ
う
で
、
去
年
か
ら
中
国
新
間
に

連
載
が
出
た
り
、

（
「
広
島
城
４００
年

」
）

テ
レ
ビ
に
写

っ
た
り
と
、
日
陰
の
身
だ

っ

た

（と
思
う
）
広
島
城
に
も
陽
が
当
た
り

始
め
て
い
ま
す
。
と
は
言
え
、
来
年
は
築

城
に
着
工
し
た
４
（‐５８９
年
）
妙
ら
４００
年
目

で
あ

っ
て
、
完
成
し
た
時

（
５９
年
）
か
ら

４００
年
が
た

っ
た
訳
で
は
な
い
の
で
す
。

普
通
生
誕
〇
〇
年
と

い
え
ば
、
出
産
し

た
年
か
ら
〇
〇
年
目
で
あ

っ
て
、
妊
娠
し

た
年
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら

「
築
城

４００
年

」
と
い
う
な
ら
３
年
後

の
‐９９‐

年
こ
そ
が
そ
の
年
で
し
ょ
う
。
多
分
来
年

の
海
と
島

の
博
覧
会

に
、
広
島
城
も
あ
わ

せ
た
の
で
し
ょ
う

ナ
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
我
が
町
の
福
山
城

は
最
近
は
話
題

に
な
る
事
も
な
く

マ
ス
コ

ミ
に
も

の
ら
ず
、
低
迷
す
る
県
東
部
を
象

徴
す
る
か
の
よ
う
で
す
。
西

の
広
島
城

に

対
抗
し
て
福
山
城

に
も
陽
を
あ
て
て
行
き

た
い
も

の
で
す
。

と

い
う
わ
け
で
、
会
報

に
何
回
か
、
福
山

城
に

つ
い
て
連
載
し
て
行
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

（
神
辺
城

‐―
福
山
城
前
史
―
↓

福
山
城
が
築

か
れ
る
以
前
、
備
後

の
中

心
的
な
城
は
神
辺
城
で
し
た
。
中
世

の
長

い
長

い
時
間
、
備

後

の
国

の
要
衝
と
し
て

存
在
し
続
け
た
こ
の
城
は
、
そ

の
歴
史

の

終
わ
り
頃
、
毛
利
氏
や
福
島
氏

の
手
で
中

世
の
山
城

か
ら
近
世
的
な
平
山
城

に
造
り

か
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
そ

の
姿
を
伝
え
て
く
れ
る
信
頼

で
き
る
絵
図

や
記
録
は
皆
無
で
、
遺
構
や
あ
ま
り
信
用

で
き
な
い
江
戸
時
代

の
地
誌
等

か
ら
想
像

す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
近
世
神

辺
城

の
山
城

の
部
分

に

つ
い
て
想
像
図
を

描

い
て
み
ま
す
。

塀
は
鉄
砲
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

中
世
的
な
棚
や
板
塀
で
は
銃
弾
を
防
げ
な

い
の
で
、
全
て
土
塀
に
し
ま
す
。

櫓
は
山

の
上
な
の
で
三
階
櫓

の
み
。
山

上
に
そ
び
え
る
櫓
は
、
三
階
で
も
充
分
に

威
圧
感
を
与
え
ま
す
。
三
階
以
上

に
し
て

も
眺
望
が
良
く
な
る
訳
で
は
な
し
、
か
え

っ
て
落
雷
や
大
風
に
対
し
て
不
利

に
な
る

だ
け
で
す
。
三
階
櫓
が
神
辺
城

に
あ

っ
た

と
す
れ
ば
、
多
分

ふ
も
と

の
平
城
部
分
に

あ

っ
た
の
で
し
ょ
う
。

櫓

や
塀

の
外
壁
は
下
見
板
張
り
。
毛
利

氏
、
福
島
氏

の
本
城

の
広
島
城

や
、
同
じ

備
後

の
三
原
城
は
下
見
板
張
り
だ
し
、
福

ン



山
城

の
よ
う
な
漆
喰
を
塗
る
手
法
は
時
代

が
か
な
り
下

っ
て
か
ら

の
物

で
す
。

門
は
高
麗
門
と
冠
木
門
。
神
辺
城

か
ら

移
建
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
門

に
は
渡
り

櫓
門
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
主
要
な
門

は
高
麗
門
、
ほ
か
に
簡
疎
な
冠
木
門
だ

っ

た
と
推
測
し
ま
す
。

石
垣
は
現
在
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い

の
で
、
多
分
補
強
用
に
所
々
使
わ
れ
た
程

度
で
、
あ
と
は
山

の
斜
面
を
そ

の
儘
利
用

し
た

の
で
し

ょ
う
。

天
守
閣
は
無

か

っ
た
と
思

い
ま
す
。
他

城
を
見
る
と
、
岡
山
城

の
大
納
戸
櫓
は
沼

城

の
天
守
を
移
し
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。

他

に
も
彦
根
城

の
西

の
九
三
階
櫓
は
小
谷

城
、
山
崎
曲
輪
三
階
櫓
は
佐
和
山
城

の
天

守
を
そ
れ
ぞ
れ
移
建
し
た
と

の
伝
承
が
あ

り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
例

か
ら
、
も
し
神
辺
城

に

天
守
が
あ
れ
ば
、
当
然
福
山
城

に
移
築
さ

れ
、
そ
の
伝
承
も
残

っ
て
い
る
と
思
わ
れ

ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
。

神
辺
城

に
は
天
守
閣
的
な
用
途

の
二
重
櫓

は
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
は

っ

き
り
天
守
閣
と
の
名
称
を
持

つ
櫓

は
な
か

っ
た
と
思
い
ま
す
。
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計    画

八
十
八
年
度
総
会
よ
り

本
年
度

の
総
会
は
二
月

二
十

一
日
に
約

二
十
名

の
出
席

に
よ
り
開
催
さ
れ
、
規
約

及
び
役
員
、
行
事
計
画
等
が
承
認
さ
れ
ま

し
た
。
先
日
お
届
け
し
た
資
料

に
付
け
加

え
当
日
の
議
事
録
を
要
旨

の
み
ご
報
告
致

し
ま
す
。

ｏ
会
計
監
査
よ
り

金
銭

の
出
入
り
は
問
題
な
い
。

「
山
城

志

」
に
つ
い
て
発
行
部
数
、
回
収
部
数
を

明
ら
か
に
し
て
ほ
し
い
。

ｏ
副
会
長
よ
り

「
山
城
志

」
は
二
月
末
迄

に
整
理
す
る
。

会

の
「
財
産
目
録

」
を
作
成
中
で
あ
り
合

わ
せ
て
報
告
す
る
。

ｏ
会
長
よ
り

「
山
城
志

」
は
名
称
か
ら
山
城

の
研
究

の
み
、

の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
主
に
部

会

の
研
究
発
表

の
場
と
し
て
続

い
て
発
行

し
た
い
。

規
約

に
つ
い
て
は
先
日
の
役
員
会
を
経

て
総
会

に
提
案
し
て
い
る
こ
と
を
含
み
審

議
し
て
下
さ

い
。
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予
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抑

勉強ω
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‐́２月
杓
力
　
　
つ
庖の

帷
瞑
住

査
査
∝

魏

会
館
ガ

調
調
館

活

強
料
墳

量
布
料

の

勉
資
古

測
分
資

間

①
②
③

①
②
③

年

動

歴
史
民
族
研
究
部
会

今
年
の
活
動
計
画
概
要

種
本
　
　
実

会
員

の
皆
さ
ん
″
輛
鉄
道
″
を
ご
存
知

で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で
す
。
バ
ス
会
社

の

名
称
で
は
な
く
、
輛
―
福
山
間
を
大
正

三

年
か
ら
昭
和

二
十
九
年
迄
、
約

一
時
間
を

か
け
て
走

っ
て
い
た
、
輛
軽
便
鉄
道

の
こ

と
で
す
。

新
幹
線
、
高
速
道
路
が
陸
上
交
通

の
主

流

の
今
日
、
我
歴
民
研
で
は
″
輛
鉄
道
″

の
軌
跡
を
訪
ね
、
当
時
を
知
る
人

に
尋
ね
、

で
き
る
だ
け
多
く

の
資
料
を
集
め
、
で
き

れ
ば
〃
懐
し
の
輛
鉄
道
を
偲
ぶ
集

い
″
を

催
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

四
月
か
ら
本
格
的
に
活
動
し
ま
す
の
で
、

こ
の
よ
う
な
活
動

に
賛
同
さ
れ
る
方
、
輛

鉄
道

に
つ
い
て
ご
存
知

の
方
は
ご
連
絡
下

さ
い
。
会
員

の
皆
さ
ん

の
ご
協
力
を
よ
ろ

し
く
お
願

い
致
し
ま
す
。

福
山
市
川
口
町
二
九
八
―
十
三

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
五
四
―
二
〇
四
七

種
本
　
実

落
葉
の
舞

油
木
史
跡
探
訪

永
聖
寺

の
階
段
を
見
上
げ
る
と
、
門

の

上
に
鐘
楼
が
あ
り
、
門

の
正
面

に
、
新
し

い
蛍
光
灯
が

一
つ
、
参
拝
者

の
足
元
を
照

ら
す
為
だ
け
ど
、
本

の
傘
を

つ
け
た
裸
電

球
か
、
行
燈

の
方
が
風
情
が
あ
る
な
あ
と

思
い
な
が
ら
、
境
内

へ
入
り
ま
し
た
。
本

堂
は
、
と
て
も
古
く
て
、
特

に
わ
た
し
に

と

っ
て
嬉
し
か

っ
た
の
は
、
虎
と
鶴

の
屏

風
で
し
た
。

ふ
す
ま
絵
だ

っ
た
虎
は
、
ま
る
で
生
き

て
い
る
様
で
、
毎
日
、
枕
も
と
に
お
い
て
、

3月

6月
(日

10月

11月

12月

1月
2月

プ ル
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お
休
み
な
さ
い
と

一
緒

に
寝
る

の
な
ら
、

夢
み
ご
こ
ち
が

い
い
の
に
と
思
い
つ
つ
…

出
内
先
生
に
感
謝
。
く
わ
し
く
調

べ
て
下

さ

っ
た
お
話
、
幾
度
と
な
く
車
を
止
め
て

の
冷

た
い
風

の
中
で
の
笑
顔
は
、
心
暖
ま

り
ま
す
。

森

の
中

の
お
墓
を
見
て
、
落
葉

の
な
か

を
歩

い
て
い
る
時
、

「
自
秋

の
か
ら
ま

つ

林
を
思
い
だ
す
わ

」
と
言

っ
た
ら
、
後
藤

さ
ん
が

「
島
倉
千
代
子
の
哀
愁

の
か
ら
ま

つ
林
な
ら
知

っ
て
る

」
っ
て
言

い
ま
し
た
。

詩
も
歌
も
同
じ
で
す
も

の
ね
。

メ
ロ
デ

ィ

ー
が
あ
る
だ
け

い
い
か
も
し
れ
な
い
。
行

く
途
に
曲

り
道
あ
り
。

「
あ

の
辻

に
、
か
す
り
の
着
物
を
き
せ

て
女

の
人
を
立
た
せ
た
い
ね

」
と
、
後
藤

さ
ん
。

わ
た
し
は
、
仲
代
達
矢
、
扮
す
る
落
武

者
を
、
落
葉
舞

い
散
る
中
に
す
わ
ら
せ
て

み
た
い
…
…
と
、
想

っ
て
い
ま
し
た
。

ロ
マ
ン
テ
ス
ト
は
、
ど
ち
ら
。

子
供

の
頃
、
野
山
を
、
か
け
巡

っ
て
い

た
わ
た
し
に
と

っ
て
、
昔
と

っ
た
杵
柄
み

た
い
な
も

の
で
、
城
山

に
登
る
と
き
は
、

山

の
険
し
さ
よ
り
も
、
楽
し
さ
が
先

に
立

ら
、
幾
可
学
的
な
模
様

の
岩
肌
や
、
薮
柑

子

の
可
憐
さ
、
腐
養
土

の
包

い
、
木

の
皮

の
ざ
ら

つ
き
、
す

べ
て
な

つ
か
し
く
、
連

れ
て
き
て
下
さ

っ
た
皆
様

に
、
只
々
、
感

謝
で
す
。

先
日
は
、
中
世
を
読
む
会

に
も
行
か
せ

て
頂
き
、
お
話
を
聞

い
て
い
る
だ
け
で
も

日

の
前

に
、
情
景
が
浮

か
ぶ
よ
う
で
、　
一

貫
文

で
米
が

二
石
買
え
る
と
い
う
、
わ
か

り
や
す

い
説
明
、
森
と
脇

か
ら
森
脇

に
な

っ
た
と
聞

い
て
、
な
ん
だ
か
胸

ワ
ク
ワ
ク

で
し
た
。

時
間

に
追
わ
れ
た
生
活
を
し
て
い
る
と
、

ゆ

っ
た
り
と
し
た
話
し
方

の
会
員

の
皆
様

の
様
子
を
眺
め
て
い
ら
れ
る
だ
け
で
も
、

心
が
落
ち
着
き
ま
す
。

八
幡
宮
で
、
膨
大
な
量

の
般
若
心
経
を

見
せ
て
も
ら
い
、
先
生
に
古

い
文
書
を
読

ん
で
頂
き
、
又
、
脳
が
熱
く
な
り
ま
し
た
。

史
実
や
言

い
つ
た
え
と
、
文
書
が
合
致
し

た
時
、
そ
れ
は
口
で
は
言
え
な
い
喜
び
だ

と
思

い
ま
す
。
延
々
と
続

い
て
き
た
時

の

流

れ
は
、
万
物
を
越
え
て
過
ぎ

て
ゆ
き
ま

す
。
わ
た
し
は
、
秋

に
萩

の
掛
軸
を
出
す

時

に
は
、
花
が
全
部
お
ら
で
や
し
な
い
か

と
、
そ
ろ
そ
ろ
あ
け
て
み
ま
す
。
端
午

の

節
句

に
飾

っ
た
掛
軸

の
若
武
者
に
も
心
ひ

か
れ
想

い
が
伝
わ

っ
て
、
絵

か
ら
抜
け
で

て
来
な
い
か
し
ら
…
と
、
四
季
折

々
、
夢

半
分

の
生
活
を
送
る
の
も
楽
し
い
も
の
で
す
。

最
後

に
河
原
で
の
昼
食
、
せ
せ
ら
ぎ
を
聞

き
な
が
ら
、
ど
う
し
て
二
食
持

っ
て
来
な

か

っ
た
か
と
後
悔
し
き
り
。
紅
葉
し
た
木

々
は
、
河
原

の
石
に
恋
し
た
恥
じ
ら
い
の

頬
？
。
木

に
も
石

に
も
、
す

べ
て
の
心
が

あ

っ
て
、
わ
た
し
達
も
見

つ
め
ら
れ
て
い

ま
し
た
よ
。
　
　

　

．

再
三
、
車
を
と
め
て
、
足
が
疲
れ
た
で

し

ょ

う

。

運
転
者
の
皆
様
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
こ
こ
ろ
を
こ
め
て
、
合
掌
。

第
六
回

親
と
子
の
古
墳
め
ぐ
り

例
年
通
り
、
五
月
五
日
に
親
と
子

の
古

墳
め
ぐ
り
を
実
施
致
し
ま
す
。

要
項
は
次

の
通
り
で
す
。

主
催
　
備
陽
史
探
訪

の
会

事
務
局
　
福
山
市
多
治
米
町
五
―

一
九
―
八

田
口
義
之
方

■
五
三
―
六

一
五
七

日
時

　

一
九
八
八
年
五
月
五
日

（本
）

（小
雨
決
行
）

Ａ
Ｍ
８
・
３０

駅
前
釣
人
像
前
集
合

Ｐ
Ｍ
４
・
００

福
山
駅
解
散

※
当
日
雨
天
の
場
合
五
月
八
日

（
日
）
に
実
施

参
加
費
　
大
人
　
八
〇
〇
円

小
人
　
五
〇
〇
円

（交
通
費
、
資
料
代
、
保
険
等
実

費
）

見
学
場
所
　
福
山
市
赤
坂
町
、
津
之
郷
町

を
中
心
と
し
た
古
墳

（本
谷

一
号
古
墳
、
坂
部
四
号
古

墳
、
す
べ
り
石
古
墳
、

い
こ
う
か

山
古
墳
）

参
加
申
込
　
往
復

ハ
ガ
キ
に
参
加
希
望
者

名
と
各
自

の
年
令
、
住
所
、
電
話
、

参
加
者
同
志

の
関
係
、

（小
学
生

の
場
合
、
学
年
を
）
明
記

の
上
四

月

二
十
八
日
ま
で
前
記
事
務
局
ま

で
申
込
み
の
事
。

（但
し
、
先
着

順

に
百
名
程
度

に
な
り
次
第
申
込

・
　

み
を
締

み
切

り
ま
す
）

参
加
資
格
　
約
五
』
の
行
程
を
歩
行
可
能

な
方
、
但
し
、
小
学
六
年
生
以
下

の
児
童

に
つ
い
て
は
保
護
者
の
付

添

い
を
必
要
と
し
ま
す
。

日
程８

　
３０

福
山
駅
　
受
付
開
始

９

・
００

バ
ス
乗
車

９

・
３０

津
之
郷
小
学
校
前
に
集
合

１０

．
２０
‐
１０

．
４０
　
本
谷

一
号
古
墳
見
学

‐１

・
‐０
１
Ｈ

・
４０
　
坂
部
四
号
古
墳
見
学

・２

・
・０
１
‐２

・
３０

水
越
古
墳
群

‐２

・
３０
‐
１３

・
３０
　
昼
食

‐４

・
００
１
‐４

・
２０
　
す

べ
り
石
古
墳
見
学

・４

・
５０
‐
１５

・
２０
　
ぃ
こ
ぅ
か
山
古
墳
見
学

‐６

・
００

福
山
駅
帰
着
　
解
散

そ
の
他

※
各
自
　
弁
当
、
飲
物
持
参

※
服
装
は
山
歩
き
の
出
来
る
も

の
を
着

用
し
て
く
だ
さ
い
。
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