
一両

る
、
弟
太
宰
治
を
呼
ん
だ
。

太
宰
は
二
階
の
文
治
先
生
の
居
間
に
来
る
と
、
き
ま
っ
て
部
屋
の
隅
に
チ
ョ
コ

ン
と
静
坐
し
て
兄
の
言
葉
を
待
っ
た
。

文
治
先
生
は
、
今
こ
こ
に
居
る
岩
い
人
達
と
話
合
っ
て
い
た
ん
だ
が
、
敗
れ
た

国
の
男
の
生
き
方
に
つ
い
て
訊
ね
た
。
サ
ァ
、
一
寸
兇
当
が
つ
き
ま
せ
ん
。
太
宰

は
決
っ
て
こ
の
返
事
だ
っ
た
。

私
達
若
い
仲
間
の
空
気
に
ひ
た
る
こ
と
も
な
く
二
十
分
も
す
る
と
、
兄
文
治
の

部
屋
か
ら
逃
げ
る
よ
う
に
出
て
行
っ
た
。
そ
ん
な
太
宰
と
ぢ
か
に
話
合
う
き
っ
か

け
は
、
昭
和
二
十
年
の
十
月
頃
だ
っ
た
。

兄
文
治
が
不
在
の
日
、
隣
り
町
の
地
主
、
山
源
へ
農
道
改
修
で
交
渉
に
行
っ
た

時
、
支
配
人
の
野
呂
儀
兵
衛
さ
ん
が
、
修
治
さ
ん
が
居
る
の
で
話
し
て
見
た
ら
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
離
れ
座
敷
に
居
た
太
宰
の
と
こ
ろ
に
案
内
し
た
・

滴
酒
一
本
持
参
し
て
行
っ
た
。
嘉
瀬
村
の
福
間
助
役
と
二
人
、
太
宰
の
部
屋
で

対
座
し
た
が
、
太
宰
は
そ
ん
な
話
は
全
く
無
関
係
で
、
返
事
に
も
相
談
に
も
乗
れ

な
い
と
い
う
の
が
回
答
だ
っ
た
。

結
局
持
参
の
一
升
瓶
に
つ
い
て
は
飲
み
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
三

人
は
、
太
宰
が
押
入
れ
か
ら
出
し
た
、
弘
前
藤
田
酒
屋
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
ウ
イ
ス

キ
ー
一
本
を
入
れ
て
、
日
が
暮
れ
る
ま
で
、
三
人
飲
み
に
な
っ
た
。

酒
が
口
に
入
る
と
、
太
宰
は
急
に
饒
舌
に
な
っ
た
。
も
う
山
源
の
オ
ン
チ
ャ
マ

で
な
く
な
り
、
天
下
の
作
家
に
な
り
、
青
中
先
輩
の
津
島
修
治
に
な
っ
て
い
た
。

強
か
酔
が
廻
り
、
福
間
助
役
に
抱
え
ら
れ
て
山
源
の
家
を
出
た
時
は
、
日
は
と
っ

ぷ
り
暮
れ
て
い
た
。

み
、
作
家
太
宰
治
と
綴
方
の
土
岐
兼
房
、
苦
手
人
気
の
『
吉
壁
一
二
、
数
へ
た
ら
多
く
さ
ん
の
文
化
人
を
輩
出
し
て
い
る
。
す
ぐ
れ
た
土
壌
が
今
日
の
風
調
と
な
っ
て
い

る
。

作
家
太
宰
治
は
、
生
前
よ
く
私
達
に
、
襄
瀬
は
私
の
祖
父
の
生
れ
た
土
地
、
私
の
故
郷
は
嘉
瀬
で
あ
る
。
戦
時
中
の
疎
開
の
時
代
に
一
寸
の
合
間
に
、
出
来
上
っ
た
原

稿
を
撞
に
観
音
山
の
御
堂
に
、
或
は
小
学
校
の
教
室
に
、
若
い
文
学
愛
好
者
を
集
め
て
は
朗
読
乍
ら
自
作
の
解
説
を
し
た
。

『
か
た
り
べ
」
の
第
二
集
に
是
非
こ
の
日
本
的
作
家
が
、
津
軽
鉄
道
の
寒
駅
に
降
り
、
テ
ク
テ
ク
と
山
を
登
り
、
或
は
古
び
た
小
学
校
の
教
室
で
、
語
り
聞
か
せ
た
思

い
出
を
、
又
偉
大
な
作
家
の
足
跡
を
恐
き
綴
っ
て
、
嘉
瀬
部
落
が
か
も
し
出
し
て
い
る
、
文
学
的
雰
囲
気
を
、
後
に
続
く
若
い
人
達
に
伝
へ
る
こ
と
も
、
私
達
ふ
る
さ
と

を
探
る
会
の
一
つ
の
仕
蛎
と
思
っ
て
い
る
。

た
く
さ
ん
あ
る
中
で
、
太
宰
治
の
選
挙
演
説
は
昨
確
（
昭
和
丘
十
』
〈
年
桜
桃
忌
の
際
、
斜
陽
舘
の
会
場
で
、
は
じ
め
て
私
が
朗
読
発
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
司
会
者
の

太
宰
研
究
で
有
名
な
弘
淘
の
相
馬
脈
一
が

『
太
宰
に
選
挙
減
説
の
話
は
き
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
〈
‐
Ｈ
は
じ
め
て
そ
の
典
杣
に
ふ
れ
、
大
演
説
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
』
と
云
わ
れ
た
。
そ
の
演
説
の
草
稿

を
、
こ
こ
に
発
表
す
る
こ
と
に
す
る
。

太
宰
と
の
出
合
い
傷
者
も
出
た
為
、
修
治
こ
と
太
宰
治
も
リ
ヤ
カ
ー
に
荷
物
を
積
ん
で
逃
げ
出
し
た

昭
和
三
卜
年
、
津
貼
修
冷
は
、
唯
れ
故
郷
の
金
木
町
へ
疎
開
し
て
来
て
い
た
。
こ
と
も
あ
っ
た
。

戦
争
が
終
っ
て
東
京
三
鷹
に
帰
る
ま
で
、
山
源
の
離
れ
に
一
家
が
住
ん
で
い
た
。

兄
文
沽
、
即
ち
山
源
の
催
家
に
で
あ
る
。

金
木
町
も
爆
撃
を
受
け
、
神
社
の
大
き
な
石
鳥
居
が
飛
ん
だ
り
、
少
し
く
の
死
太
宰
は
カ
ス
リ
蒲
物
の
茜
流
し
で
、
そ
の
頃
文
治
先
生
に
出
入
り
し
て
い
た
私
は
、

、
Ｊ

１

長
い
才
月
の
中
で
、
土
に
埋
れ
消
え
去
っ
て
行
く
も
の
、
或
る
時
は
華
々
し
く
人
の
記
憶
に
あ
っ
た
が
、
い
つ
し
か
忘
れ
去
っ
て
行
く
も
の
、
千
差
万
別
の
事
跡
が
水

の
流
れ
に
似
た
、
歴
史
の
彼
方
に
消
え
て
語
る
こ
と
も
な
く
、
思
い
出
す
こ
と
も
な
く
、
今
あ
る
姿
が
当
然
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
町
、
そ
し
て
部
落
が
息
つ
い
て
い
る
。

『
嘉
瀬
十
年
」
と
云
れ
た
部
落
の
中
に
生
れ
た
『
か
た
り
べ
」
の
役
割
は
悠
久
の
渦
の
中
で
、
果
し
て
何
を
語
ら
ん
と
し
た
か
、
人
丸
の
石
に
深
い
メ
ス
を
入
れ
奴
踊

り
の
歌
詞
に
出
て
く
る
〃
石
．
流
れ
て
木
葉
が
沈
む
〃
封
建
の
昔
に
挑
む
、
土
着
人
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
文
化
の
血
は
、
歌
に
、
俳
句
に
、
そ
し
て
民
謡
元
祖
の
モ
モ
を
生

６
．

兄
文
治
が
何
か
話
が
、
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
か
と
い
う
問
題
に
な
る
と
離
れ
に
居

太
宰
治
と
私

太
宰
と
マ
ム
シ

そ
の
日
か
ら
、
私
は
文
治
先
生
よ
り
、
太
宰
を
訊
ね
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
太

宰
も
午
後
に
な
る
と
屯
話
で
私
を
誘
っ
た
。

濁
酒
を
持
参
す
る
と
、
こ
れ
が
津
島
文
化
酒
と
喜
び
、
或
る
時
は
、
マ
ム
シ
を

焼
い
て
持
っ
て
行
く
と
、
食
べ
方
を
き
い
て
、
三
セ
ン
チ
以
上
食
べ
る
と
鼻
血
が

出
る
と
き
い
た
が
、
あ
ん
ま
り
お
い
し
い
の
で
、
つ
い
八
セ
ン
チ
も
食
べ
て
し
ま

っ
た
、
と
、
頭
を
か
い
た
情
景
が
昨
日
の
よ
う
に
浮
ぶ
・

太
宰
の
祖
母
が
亡
く
な
っ
て
、
当
時
田
舎
の
大
家
は
、
す
ぐ
葬
式
を
し
な
い
で

二
ヶ
月
も
喪
に
服
す
の
が
慣
し
だ
っ
た
。
勿
論
山
源
も
、
祖
母
の
死
か
ら
家
族
は

喪
に
服
し
て
い
た
。

こ
の
頃
太
宰
は
、
或
る
日
電
話
で
、
今
日
の
二
時
頃
、
嘉
瀬
駅
に
着
く
か
ら
、

７６

駅
の
ホ
ー
ム
で
待
っ
て
い
て
も
ら
い
た
い
と
連
絡
が
あ
っ
た
。
私
の
り
ん
ご
畑
に

行
き
た
い
と
い
う
意
向
で
あ
る
。
私
は
り
ん
ご
畑
で
働
い
て
い
る
若
い
者
に
、
茸

と
鶏
の
準
備
を
さ
せ
て
い
た
。

例
に
よ
っ
て
、
カ
ス
リ
の
着
物
で
、
太
宰
は
嘉
瀬
駅
に
降
り
た
。
二
人
は
線
路

伝
い
に
り
ん
ご
畑
に
向
っ
て
歩
い
た
。

途
中
太
宰
は
、
三
十
日
近
く
も
魚
な
し
の
精
進
料
理
で
は
参
っ
て
し
ま
っ
た
と

こ
ぼ
し
て
い
た
。
私
は
、
今
日
は
一
つ
大
い
に
馬
力
を
つ
け
て
や
る
か
ら
と
話
し

て
、
二
人
は
り
ん
ご
畑
の
小
屋
に
辿
り
つ
い
た
。

早
速
鶏
鍋
が
か
け
ら
れ
、
松
林
か
ら
、
と
り
た
て
の
茸
を
籠
一
ぱ
い
あ
っ
て
、

太
宰
は
や
っ
と
生
が
へ
っ
た
と
云
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
決
し
て
他
言
し
な
い
こ
と

と
念
を
押
し
た
。
喪
中
鶏
鍋
を
つ
つ
く
な
ど
矢
張
り
気
が
と
が
め
て
の
言
葉
だ
っ

た
か
も
知
ら
な
い
。

木
立
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何
を
話
し
た
か
、
兎
角
酒
が
大
分
廻
っ
て
、
太
宰
は
『
唐
人
お
吉
』
の
唄
を
う

な
っ
て
、
私
に
も
何
度
も
合
唱
を
う
な
が
し
た
こ
と
だ
け
は
ハ
ツ
キ
リ
し
て
い
る
。

暗
く
な
っ
て
か
ら
、
り
ん
ご
畑
を
出
て
、
二
人
は
金
木
に
向
っ
て
歩
い
た
。

嘉
瀬
と
太
宰

６
．

こ
と
な
ら
と
考
え
て
出
向
い
た
の
が
、
こ
の
会
場
で
す
。

迷
惑
ば
か
り
か
け
て
生
き
て
来
た
弟
が
、
兄
の
た
め
一
席
弁
じ
、
明
日
の
川
本

の
た
め
働
く
国
会
議
員
に
一
票
と
い
う
大
そ
れ
た
気
持
で
な
く
、
哀
れ
な
弟
の
心

情
を
く
ん
で
く
れ
る
若
い
人
達
に
、
い
つ
か
は
、
誰
で
も
辿
る
、
兄
弟
の
逆
が
、

未
来
永
劫
か
け
て
、
太
い
絆
と
な
っ
て
織
り
な
す
も
の
だ
と
語
り
た
か
っ
た
の
で

す
。

兄
も
、
そ
し
て
兄
の
周
囲
も
、
愚
弟
の
私
に
何
も
求
め
て
い
な
い
。
今
私
が
住

ん
で
い
る
離
れ
の
部
屋
で
、
コ
ッ
コ
ッ
と
作
品
を
沓
い
て
い
る
こ
と
を
欲
し
て
い

し
か
し
私
は
、
原
稿
用
紙
に
向
っ
て
い
る
以
上
に
、
今
の
私
に
も
っ
と
も
貴
重

な
時
間
は
、
無
駄
か
も
知
れ
な
い
皆
さ
ん
と
相
対
し
て
、
不
敏
な
人
間
の
兄
を
、

恩
を
、
心
か
ら
吐
露
す
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。

祖
父
が
出
た
地
に
先
づ
第
一
号
を
踏
み
、
同
じ
血
の
匂
が
す
る
お
集
り
の
皆
さ

ん
と
会
っ
て
、
温
い
手
を
指
し
の
べ
て
く
れ
た
、
長
兄
文
治
の
た
め
に
、
皆
さ
ん

方
に
、
強
い
御
支
援
を
お
願
い
す
る
こ
と
は
、
選
挙
と
い
う
も
の
を
全
然
知
ら
な

い
作
家
太
宰
治
の
非
常
識
な
言
葉
で
せ
う
か
。
』

ザ
ッ
と
斯
ん
な
弁
舌
が
終
っ
て
、
後
は
参
集
者
と
対
談
の
時
間
を
も
っ
た
。

『
冬
の
花
火
』
に
出
て
来
る
深
い
言
葉
が
出
て
、
こ
れ
か
ら
生
き
る
日
本
の
若
い

人
達
の
行
手
に
つ
い
て
語
り
、
世
相
の
見
透
し
に
つ
い
て
は
、
『
春
の
枯
葉
』
か

ら
参
じ
む
美
し
い
言
葉
が
ふ
ん
だ
ん
に
流
れ
た
・

演
説
会
が
終
っ
て
、
会
場
か
ら
出
た
時
は
、
夜
の
十
時
過
ぎ
で
あ
っ
た
と
思
う

満
天
の
星
が
輝
い
て
、
月
の
な
い
夜
だ
っ
た
。

あ
れ
で
選
挙
演
説
に
な
っ
た
だ
ろ
う
か
と
太
宰
は
そ
ば
に
寄
っ
て
き
て
言

ろ
で
せ
う
。

タ
ク
シ
ー
の
な
い
終
戦
の
年
で
あ
る
。
太
宰
は
よ
く
『
私
の
先
祖
は
嘉
瀬
な
ん

だ
、
私
に
は
嘉
瀬
の
血
が
流
れ
て
い
る
』
と
云
っ
た
。

事
実
津
島
の
家
に
は
、
嘉
瀬
の
山
中
家
か
ら
惣
助
と
い
う
先
々
代
が
行
っ
て
、

山
源
の
家
を
盛
り
立
て
た
記
録
は
あ
る
。

従
っ
て
、
太
宰
は
疎
開
中
に
番
い
た
『
春
の
枯
葉
』
『
冬
の
花
火
」
等
作
品
が

完
成
し
、
原
稿
を
東
京
に
送
る
ま
え
に
、
嘉
瀬
の
小
学
校
の
教
室
に
、
十
四
・
五

人
、
私
の
グ
ル
ー
プ
を
集
め
て
は
朗
読
し
て
解
説
し
た
り
、
或
る
時
は
、
観
音
山

の
お
堂
で
、
同
じ
こ
と
を
繰
返
し
た
。

か
げ
り
一
つ
な
い
。
明
る
い
表
怖
で
、
齢
下
の
若
い
文
学
愛
好
者
達
を
楽
し
ま

せ
た
。
こ
の
点
で
、
蕊
瀬
の
若
い
人
達
は
、
誰
よ
り
も
恵
ま
れ
た
時
代
を
経
験
し

た
と
云
っ
て
も
い
い
。

昭
和
二
十
一
年
に
入
っ
て
、
兄
の
文
沽
先
唯
が
衆
議
院
の
選
準
に
出
馬
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
連
動
風
は
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
が
与
え
ら
れ
、
側
近
の
私
達
に
忙
し

い
毎
日
が
続
い
た
。
或
る
川
太
宰
が
、
そ
っ
と
私
を
呼
ん
で
、

『
私
も
兄
の
応
援
を
や
っ
て
兇
た
い
』
と
云
っ
た
。

『
ど
ん
な
方
法
で
す
か
』
と
私
は
聞
い
た
。

『
演
説
を
や
る
』
私
は
び
っ
く
り
し
た
。

、
■
ｇ
〃

垢
‐

太
宰
と
選
挙
演
説

Ｉ
Ｃ
Ｉ
く
Ｉ

、
し

っ
た
。
私
は
文
章
で
な
い
太
宰
の
言
葉
に
大
き
な
感
動
を
受
け
た
若
い
人
達
の
顔

を
思
い
浮
べ
た
。

『
大
変
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
』
と
短
く
答
え
て
、

『
明
Ｈ
も
、
明
後
日
も
続
け
て
下
さ
い
』
と
如
何
に
も
文
治
先
生
の
参
謀
ら

し
く
云
っ
た
。
私
は
作
家
太
宰
治
の
選
挙
演
説
に
ま
だ
酔
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

政
談
の
一
言
も
出
な
い
選
挙
演
説
、
太
宰
治
の
演
説
は
た
っ
た
一
回
き
り
で
、

そ
の
後
数
回
西
郡
を
廻
っ
た
こ
と
は
き
い
た
が
、
私
は
木
造
町
の
夜
が
、
妓
初
で

あ
り
妓
後
で
あ
っ
た
。

酒
の
上
で
は
、
随
分
口
達
者
な
太
宰
で
あ
る
が
、
選
挙
演
説
と
な
る
と
、
ど
ん

な
も
の
か
な
ア
と
思
っ
た
。

相
談
し
た
時
は
、
も
う
心
に
決
心
し
て
、
や
る
こ
と
は
決
定
的
で
あ
る
。

手
始
め
は
西
郡
木
造
町
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
父
貴
族
院
議
員
の
源
左

エ
門
は
木
造
町
の
泰
封
家
松
本
の
関
係
も
あ
っ
た
も
の
か
ら
本
造
町
を
撰
ん
だ
。

三
十
人
も
集
っ
た
ろ
う
か
、
若
い
人
ば
か
り
で
、
選
挙
演
説
を
き
く
と
い
う
よ

り
、
作
家
太
宰
治
の
講
演
会
を
き
く
雰
囲
気
だ
っ
た
。

演
説
会
は
、
全
く
の
前
座
も
あ
る
で
な
く
、
時
間
が
来
る
と
太
宰
は
、
さ
っ
と

壇
上
に
上
っ
て
、
静
か
な
口
調
で
話
し
始
め
た
。
チ
ラ
シ
と
一
・
二
回
私
の
方
に

視
線
を
く
れ
た
。

ｌ
◇
Ｉ
◇
ｌ

『
長
い
間
、
私
は
同
族
の
人
達
、
と
り
わ
け
長
兄
文
治
に
は
親
以
上
の
厄
介
な

問
迦
を
持
ち
込
み
、
つ
い
に
津
島
家
か
ら
、
か
ん
当
の
宣
言
ま
で
受
け
た
身
で
あ

る
。
併
し
私
は
、
当
然
以
上
の
当
然
と
悟
っ
て
い
る
。

そ
の
私
を
、
一
旦
東
京
地
方
が
戦
場
に
さ
ら
さ
れ
る
と
、
金
木
町
に
温
く
迎
い

て
く
れ
た
の
が
長
兄
文
論
で
あ
る
。
ふ
る
さ
と
の
風
は
和
み
、
私
は
今
、
安
住
の

地
で
御
か
に
筆
を
と
れ
る
の
も
兄
達
の
温
怖
の
賜
で
あ
る
。

そ
の
兄
が
、
今
回
衆
磯
貝
の
選
挙
に
出
馬
し
、
皆
さ
ん
の
一
票
を
お
願
い
し
て

令仙歴“-司仁･矧令-“雪"トレ霞③炉･司似毛←､
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会 員募善

番

号
畠昭和52年私達嘉瀬を愛する同志
三

鳶とを探る会を組織してから,私達の
昏活動団体のなかでも，最つとも活動
曽
警体に発展してきました。私達会員の
署

臭ろさとの遺蹟・文化芸能を掘り起し
冒

享しながら,私達祖先の遺産を,これ
誉継ぐであろう，次の世代の嘉瀬人に
号

警嘉瀬地区に在住する三十才代から
且

雲

畠す，ふるさとを探る熱意のある，永
皇

亭目的に賛同する方は誰でも入会でき
争的な研究心を会の中で発揮してみま
曹
暑は，あなた方に求めています。

；入会希望の方は会長に連絡して下
皇
諺.…●－像剣修ぐ●ぐ伊や剣舎珊←巧い毎節討争.崎伊萄や鉛紗

い
る
。
私
は
政
治
に
於
け
る
選
挙
が
、
基
礎
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
承
知
し
て
な
い
・

選
挙
と
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
も
知
ら
な
い
。

併
し
、
長
兄
を
と
り
巻
く
、
多
く
の
同
志
が
顔
を
引
き
つ
ら
せ
て
走
り
廻
っ
て

い
る
の
を
兇
て
い
る
と
、
男
の
大
事
な
仕
事
だ
な
ア
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
し
ひ
し

と
胸
に
伝
わ
る
。

出
来
な
い
乍
ら
も
、
何
か
し
て
長
兄
文
治
の
た
め
に
、
私
の
頭
を
下
げ
て
済
む

く
，

亨

会 員募集誉
善

今
昭和52年私達嘉瀬を愛する同志が集い。嘉瀬ふるさ号

皇

署

とを探る会を組織してから，私達の会は，金木町の文化臭
亨
阜

活動団体のなかでも，最つとも活動する行動する文化団宴
亨

体に発展してきました。私達会員の主とする目的は，ふ尋
暑

ろさとの遺蹟・文化芸能を掘り起して，これを調査記録妻
旦
エ

しながら，私達祖先の遺産を，これから嘉瀬を育て受け皇
言

長

継ぐであろう，次の世代の嘉瀬人に残すためです。冒
苓

嘉瀬地区に在住する三十才代から四十才代の郷土を愛亨
す，ふるさとを探る熱意のある，永続性があって，会の暑

量

目的に賛同する方は誰でも入会できます。あなたの個性号
的な研究心を会の中で発揮してみませんか,それを会で令

書
』

は，あなた方に求めています。書
皇

入会希望の方は会長に連絡して下さい｡(会長木村治利）鳥
争

…や鈴やや←帥 作 や 罰 … ･ 鈴 や 一 , 鋤 似 ･ ~ “ , ･や錨伊･"“･'ド．
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私
達
昭
和
一
ケ
タ
と
二
ケ
タ
の
時
代
に
、
嘉
瀬
小
学
校
に
籍
を
お
い
て
い
た
方
々
に

は
、
遠
足
に
な
れ
ば
必
ら
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
八
兵
衛
屋
敷
へ
、
先
生
に
引

率
さ
れ
て
、
自
然
の
原
野
に
足
を
踏
み
入
れ
、
一
日
い
っ
ぱ
い
走
り
ま
わ
っ
た
記

憶
に
壊
し
い
相
い
出
に
か
ら
れ
ろ
方
々
が
多
い
と
思
う
。

そ
の
八
兵
衛
屋
敷
を
一
名
ガ
ン
ド
屋
敷
と
も
い
う
。
ガ
ン
ド
と
い
う
言
葉
は
、

今
の
こ
ど
も
達
は
使
用
し
な
い
方
言
だ
が
、
私
共
小
さ
い
頃
は
、
た
び
た
び
使
っ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
通
せ
ん
ぽ
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ガ
ン
ド
屋
敷
の

開 中
柏
市

図
総
凄

"
▲中柏木墓地 今中柏木磯崎宮「
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、
シ
、

埋
蔵
土
器
か
ら
、
う
か
が
い
し
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
安
時
代
後
期
ま
で
と
区
切
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
冒
険
じ
み
た
結
論
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
目
安
と
な
る
の
は
、

文
字
の
入
っ
た
土
器
の
か
け
ら
か
ら
の
推
論
に
す
ぎ
な
い
。
文
献
に
よ
れ
ば
南
北
朝
時
代
の
康
永
年
間
に
、
今
の
中
柏

木
の
村
落
が
形
づ
く
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
浪
岡
、
飯
詰
、
中
柏
木
、
忌
良
市
と
山
麓
の
村
で
あ
り
、
道
路

を
通
し
て
一
本
の
線
に
つ
な
が
り
、
当
然
嘉
瀬
の
村
よ
り
は
地
形
的
に
み
て
早
く
開
村
さ
れ
た
に
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

人
の
知
恵
は
、
井
戸
を
掘
る
技
術
の
習
得
に
よ
っ
て
、
必
ら
ず
し
も
水
辺
で
な
く
と
も
生
活
を
容
易
に
し
た
だ
ろ
う

し
、
稲
作
を
中
心
と
し
た
農
耕
が
伝
播
さ
れ
る
と
同
時
に
、
冬
期
に
お
け
る
寒
さ
か
ら
の
逃
避
も
考
え
ら
れ
、
今
ま
で

と
遮
っ
た
場
所
に
、
生
活
の
場
を
創
っ
た
の
だ
ろ
う
。
水
辺
に
お
い
て
は
、
ど
の
地
区
も
冬
期
間
は
、
北
西
の
冷
風
を

も
ろ
に
受
け
、
謀
し
に
く
い
苦
痛
が
、
身
を
呈
し
て
わ
か
っ
て
き
た
。

現
在
の
部
落
の
、
で
き
始
め
は
勿
論
、
安
東
一
族
の
支
配
を
受
け
た
地
域
で
、
陸
路
に
お
け
る
交
通
の
要
衡
に
中
柏

木
は
位
置
し
、
藩
政
時
代
に
築
き
あ
げ
た
二
間
道
路
で
な
く
、
駄
付
馬
が
通
れ
る
程
度
の
道
巾
で
往
古
の
住
民
は
往
来

し
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、
近
年
ま
で
、
そ
の
道
筋
が
残
っ
て
あ
っ
た
こ
と
か
ら
察
知
し
得
た
こ
と
で
う
か
が
え
知
る
こ
と

が
で
き
る
。

士
器
蝿
蔵
２
－
ゲ
所
の
う
ち
で
、
一
器
規
模
の
大
き
い
の
は
、
や
は
り
八
兵
衛
屋
敷
で
、
ま
だ
原
野
で
あ
っ
た
頃
は
、

現
在
の
津
軽
鉄
道
の
西
側
か
ら
ニ
ノ
沢
湘
池
の
崎
ま
で
、
約
十
町
歩
の
範
朋
に
わ
た
っ
て
、
土
師
器
や
須
恵
器
を
使
用

し
た
唯
活
の
集
落
の
あ
と
が
み
ら
れ
る
。
縄
文
か
ら
平
安
時
代
後
期
ま
で
、
先
住
民
が
生
活
の
居
を
構
え
た
こ
と
は
、

１
１

今
漆
の
言
葉
で
言
え
ば
、
開
発
さ
れ
な
い
昔
の
中
柏
木
は
、
数
多
く
の
土
器
の
出
土
す
る
場
所
で
あ
っ
た
。
大
き
く

や
つ

分
け
て
、
八
兵
衛
屋
敷
を
中
心
に
、
北
西
に
竹
野
地
区
、
南
に
三
の
沢
地
区
と
三
ケ
所
に
集
ま
り
、
ま
た
部
落
の
東
側

に
も
散
在
し
て
い
ろ
。
こ
の
三
ケ
所
は
、
中
心
の
八
兵
衛
屋
敷
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
直
線
で
五
百
柳
内
外
に
位
置
し
、
互

に
そ
れ
ら
の
集
落
を
形
ち
づ
く
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
は
、
こ
の
三
ケ
所
と
も
水
辺
に
近
く
、
労

す
る
こ
と
な
く
自
然
の
水
を
利
用
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
れ
は
今
か
ら
約
五
千
年
前
に
は
十
三
湖

に
つ
な
が
る
水
位
が
五
米
か
ら
六
米
も
上
っ
て
い
た
と
云
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
う
す
る
と
当
然
こ
の
三
ケ

所
も
、
一
大
湖
伽
の
一
翼
に
あ
た
り
、
浅
水
な
が
ら
湖
の
岸
辺
と
云
う
地
形
を
な
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

金
木
町
に
は
相
野
山
遺
跡
や
、
妾
の
神
遺
跡
。
昭
和
五
十
三
年
に
は
青
森
県
教
育
庁
文
化
部
に
よ
る
神
明
町
迩
蹟
発

掘
と
い
う
す
ば
ら
し
い
造
機
と
遺
物
が
発
掘
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
中
柏
木
地
区
に
於
て
は
、
数
多
く
の
遺
蹟
の
埋
蔵

を
み
な
が
ら
、
何
ら
系
統
的
に
学
術
的
研
究
が
な
さ
れ
ぬ
ま
ま
、
耕
地
に
変
容
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
残
念
で
な
ら
な

い
。
雌
の
叩
蔵
文
化
財
の
指
定
を
う
け
て
い
る
場
所
も
あ
る
が
、
既
に
開
発
さ
れ
た
後
で
は
、
何
ん
の
意
味
も
な
い
だ

用
し
た
の
で
あ
ろ
う
土
器
と
、

に
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
う
。

ろ
う
。

。ｈ
ｑ
ｑ
ｂ
：
３
ｈ
句
：
ｑ
ｈ
ｔ
ｂ
Ｑ
ｑ
ｑ
よ

一
池
沁
肋
推
．
』

中
柏
木
部
落
は
古
い
歴
史
の
あ
る
村
で
あ
る
。
歴
史
は
あ
る
が
、
こ
れ
と
い
っ

た
古
跡
の
証
拠
の
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
遠
い
古
代
は
い
ざ
知
ら
ず
、
中
世

に
於
て
す
ら
、
残
さ
れ
た
遺
跡
は
全
く
見
当
ら
な
い
。
あ
る
の
は
先
住
民
族
が
使

言
い
伝
え
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
｜
つ
一
つ
の
断
片
を
掌
ぎ
合
せ
て
、
一
筋
の
物
語
り

は
つ
と

ガ
ン
ド
と
は
Ⅱ
法
度
、
縄
張
り
Ｉ
と
。
普
通
の
人
が
近
づ
く
こ
と
の
で
き
な
い
恐

お
は
ぎ

い
存
在
の
場
所
で
、
泥
棒
、
追
い
剥
の
巣
窟
の
溜
り
場
で
あ
っ
た
と
、
年
寄
り
古

老
か
ら
、
そ
の
話
を
聞
か
さ
れ
た
私
の
小
さ
い
頃
は
、
夕
暮
れ
時
に
な
る
と
、
ガ

ン
ド
が
出
る
と
い
わ
れ
、
八
兵
衛
屋
敷
に
遊
び
に
行
っ
て
も
、
早
々
に
明
る
い
う

ち
に
帰
っ
た
も
の
で
あ
る
。

伝
説
に
つ
つ
ま
れ
た
八
兵
衛
屋
敷
の
八
兵
衛
と
い
う
人
物
と
、
ガ
ン
ド
の
つ
な

が
り
は
、
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
、
さ
だ
か
で
な
い
が
、
安
東
一
族
支
配
の
律
令

社
会
が
浸
透
し
て
く
る
と
同
時
に
、
組
み
込
ま
れ
た
か
、
い
づ
れ
に
し
て
も
、
あ

ま
り
に
も
強
烈
な
印
象
を
中
柏
木
部
落
に
与
え
続
け
、
何
百
年
と
語
り
継
が
れ
て

き
た
根
拠
は
、
何
ん
で
あ
っ
た
ろ
う
か
？
。

杢
恒
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ま
た
、
八
兵
衛
な
る
集
落
の
頭
目
が
跳
梁
し
た
時
期
、
安
東
支
配
が
確
立
す
る

前
、
道
路
が
現
在
の
中
柏
木
の
山
と
官
有
林
の
山
境
、
大
峯
筋
を
主
と
し
て
通
行

し
た
古
代
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
距
離
か
ら
し
て
可
能
な
ら
し
め
、
集
落
自
体
が
、

金
品
を
掠
奪
し
て
、
な
り
わ
い
を
維
持
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、
そ
の
頭
目
は
、

津
軽
古
代
人
ツ
ボ
ケ
族
で
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
従
っ
て
後
年
八
兵
衛
屋
敷
に
か

か
わ
る
代
表
的
な
伝
説
（
昭
和
五
六
年
六
月
一
日
発
行
、
ふ
る
さ
と
の
か
た
り
べ

第
一
集
五
六
頁
掲
赦
）
が
伝
わ
り
、
白
百
合
、
若
者
、
旅
の
楢
、
村
人
、
財
宝
と

想
像
を
た
く
ま
し
く
し
た
、
日
常
生
活
の
夢
物
語
り
と
し
て
、
伝
説
が
生
れ
る
素

地
が
中
柏
木
部
落
に
生
れ
育
っ
た
こ
と
は
、
中
柏
木
部
落
は
日
本
の
神
話
を
例
に

と
る
ま
で
も
な
く
、
津
軽
郡
中
で
も
古
い
部
落
の
集
落
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

定
義
付
け
ら
れ
ろ
。

ざ
■
勺
、
▲
ロ
マ
ｘ

て
し
ま
い
、
当
時
の
姿
を
か
い
間
兄
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
る
磯
崎
神
社
が
建
立
し
た
と
み
て
差
し
支
え
な
い
と
思
う
。

津
軽
藩
発
祥
の
地
祁
躯
城
、
飯
詰
の
尚
稲
城
、
悪
瀬
城
、
中
柏
木
城
と
比
較
し
明
沽
年
代
ま
で
の
間
に
記
録
に
現
わ
れ
た
な
か
で
、
享
保
年
代
は
一
番
戸
数
、

て
み
て
も
実
に
天
然
の
地
の
利
を
得
た
場
所
に
築
城
の
居
を
術
え
て
い
る
中
柏
木
の
人
口
と
も
繁
栄
を
な
し
た
時
代
で
、
境
内
地
の
な
か
の
整
地
等
を
考
え
る
と
、
二
．

城
か
ら
北
へ
、
山
の
稜
線
を
越
え
れ
ば
溌
瀬
城
で
、
共
に
下
の
切
道
路
沿
い
に
築
三
人
で
は
整
地
で
き
る
も
の
で
は
な
く
延
べ
人
幽
一
○
○
人
は
要
し
た
と
み
ら
れ

城
さ
れ
、
連
絡
を
取
り
合
っ
た
兄
弟
城
で
、
安
東
一
族
の
支
城
を
な
し
て
い
て
、
ろ
か
ら
で
あ
る
。
磯
崎
神
社
は
茅
葺
の
建
物
で
、
中
は
暗
く
、
明
り
取
り
は
蔀
を

村
の
若
人
が
即
戦
士
と
な
り
、
掘
態
が
急
を
偽
げ
ろ
時
は
、
城
郭
の
中
に
婦
女
利
用
し
た
も
の
だ
が
、
大
派
二
年
に
惜
し
い
こ
と
に
全
焼
、
御
本
尊
も
焼
失
し
、

む
ら
お
き

子
、
子
供
、
老
人
を
囲
い
、
村
長
の
指
椰
に
従
い
、
戦
夫
が
村
人
の
生
命
を
守
る
現
在
の
御
神
体
は
黒
石
方
面
か
ら
闘
い
取
り
、
現
在
の
神
社
を
新
築
し
て
祀
っ
た

砦
が
、
中
柏
木
城
で
あ
っ
た
。

も
し
も
、
あ
の
乱
世
の
戦
国
時
代
に
、
中
柏
木
に
鰹
耕
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
権
可
‐
‐
Ｉ
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
，
Ｉ
‐
‐
‐
‐
Ｉ
‐
‐
‐
‐
‐
！
‐
，
Ｉ
‐
‐
‘
Ｉ
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Ｉ
‐
‐
‐
‐
‐
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‐
Ｉ

明
治
力
ら

、

力
支
配
者
、
あ
る
い
は
富
め
る
階
届
の
人
物
が
村
に
居
た
の
な
ら
、
何
ん
ら
か
の
一
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形
で
後
世
に
残
さ
れ
た
遺
物
遺
品
が
村
に
存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
ま
た

あ
っ
た
と
し
て
も
、
津
軽
為
信
に
完
膚
な
き
ま
で
に
叩
き
穀
さ
れ
た
の
か
、
為
信
大
浦
為
信
が
津
軽
を
統
一
し
て
か
ら
、
文
献
に
で
て
く
る
中
柏
木
の
模
様
は
、

は
安
東
の
影
す
ら
忌
み
嫌
っ
た
偏
執
者
で
あ
っ
た
か
ら
。
「
か
た
り
べ
第
一
案
」
に
掲
載
し
て
い
る
の
で
、
明
治
か
ら
の
物
語
り
を
記
し
て

中
柏
木
の
産
士
神
は
磯
崎
神
社
で
あ
る
が
、
磯
崎
と
は
磯
と
崎
に
あ
る
海
を
連
い
き
た
い
・

想
さ
れ
る
の
が
当
り
前
で
あ
る
が
、
必
ら
ず
し
も
塩
か
ら
い
海
辺
で
な
く
て
も
、
明
治
に
入
っ
て
今
の
私
に
関
心
の
あ
る
資
料
は
な
ん
と
い
っ
て
も
、
明
治
五
年

じ
ん
し
ん
こ
せ
き

海
に
連
な
る
水
辺
で
も
海
神
、
水
神
に
つ
な
が
る
。
中
柏
木
の
場
合
は
、
十
三
湖
に
つ
く
ら
れ
た
壬
申
戸
籍
と
、
明
治
九
年
に
編
ま
れ
た
青
森
県
全
域
の
地
誌
新
撰

に
つ
な
が
る
水
辺
に
建
立
し
た
の
が
中
柏
木
城
跡
の
中
に
磯
崎
神
社
が
、
中
柏
木
陸
奥
国
誌
で
、
壬
申
戸
籍
は
町
村
合
併
前
か
後
に
、
法
務
局
に
提
出
さ
れ
、
永
久

の
守
り
神
と
し
て
鎮
座
し
て
い
た
。
に
閲
覧
さ
れ
る
機
会
が
失
わ
れ
た
が
、
そ
の
後
の
戸
籍
で
も
、
昭
和
五
十
一
年
の

中
柏
木
城
は
、
応
永
二
十
六
年
（
西
暦
一
四
一
九
年
）
南
部
守
行
に
よ
る
攻
撃
戸
籍
改
正
で
、
他
人
の
戸
籍
の
閲
覧
は
固
く
禁
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
村
の
か
た
り

に
合
っ
て
廃
城
と
な
っ
た
が
、
神
社
跡
に
は
薬
師
様
を
長
ら
く
祀
っ
た
と
伝
え
ら
べ
を
調
査
す
る
私
に
と
っ
て
は
甚
だ
残
念
で
あ
る
。

れ
て
き
た
。

戸
籍
の
改
正
は
、
始
め
の
壬
申
戸
籍
、
明
治
十
九
年
式
、
明
治
三
十
一
年
式
、

現
在
の
場
所
に
あ
る
産
土
神
は
、
勧
請
年
月
不
詳
と
請
書
に
記
る
さ
れ
明
ら
か
大
正
四
年
式
（
こ
の
時
平
民
士
族
の
差
別
が
撤
廃
さ
れ
た
）
・
昭
和
二
十
二
年
、

で
な
い
が
、
拝
道
登
り
口
の
手
植
の
老
杉
、
森
の
老
松
か
ら
年
輪
を
逆
算
し
て
み
昭
和
五
十
一
年
と
五
度
も
改
正
さ
れ
て
い
る
。

て
こ
百
五
十
年
前
頃
に
植
え
た
と
み
る
と
、
つ
ま
り
享
保
の
世
代
に
現
在
位
置
に
あ
新
撰
陸
奥
国
誌
が
明
治
九
年
、
岸
俊
武
編
す
る
も
の
だ
が
、
そ
の
準
備
期
間
と

安
倍
貞
季
が
正
和
年
中
（
西
暦
二
二
二
年
ｊ
卜
六
年
）
に
作
成
し
た
古
地
側

に
始
め
て
中
柏
木
の
名
称
が
記
録
さ
れ
、
集
落
と
し
て
中
柏
木
が
出
て
く
る
。
当

時
必
ら
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
や
っ
て
く
る
凶
作
と
、
飢
嘘
に
、
山
麓
の
村
も
翻

弄
さ
れ
、
急
速
に
大
き
く
集
落
が
発
展
し
る
こ
と
は
、
向
然
が
許
る
さ
な
か
っ
た
。

ほ
そ
ぽ
そ
と
、
長
い
年
代
に
生
き
づ
き
、
唯
き
の
び
て
き
た
巾
柏
木
。

中
柏
木
と
い
う
村
の
由
来
は
、
読
ん
で
字
の
如
く
、
柏
の
木
の
群
生
す
る
地
冊

（
植
物
学
上
で
は
柏
の
木
は
古
生
木
と
い
う
）
で
あ
る
か
ら
、
始
め
は
柏
木
と
い

う
村
称
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
、
こ
れ
は
私
の
推
論
に
す
ぎ
な
い
が
、
柏
木
と

名
の
つ
く
村
落
は
当
時
三
つ
あ
っ
て
、
そ
の
巾
心
に
位
例
す
る
か
ら
巾
柏
木
で
あ

り陵
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、
似
、

る
磯
崎
神
社
が
建
立
し
た
と
み
て
差
し
支
え
な
い
と
思
う
。

明
沽
年
代
ま
で
の
間
に
記
録
に
現
わ
れ
た
な
か
で
、
享
保
年
代
は
一
番
戸
数
、

人
口
と
も
繁
栄
を
な
し
た
時
代
で
、
境
内
地
の
な
か
の
整
地
等
を
考
え
る
と
、
二
．

三
人
で
は
整
地
で
き
る
も
の
で
は
な
く
延
べ
人
幽
一
○
○
人
は
要
し
た
と
み
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
磯
崎
神
社
は
茅
葺
の
建
物
で
、
中
は
暗
く
、
明
り
取
り
は
蔀
を

利
用
し
た
も
の
だ
が
、
大
派
二
年
に
惜
し
い
こ
と
に
全
焼
、
御
本
尊
も
焼
失
し
、

現
在
の
御
神
体
は
黒
石
方
面
か
ら
闘
い
取
り
、
現
在
の
神
社
を
新
築
し
て
祀
っ
た
。

っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
旧
喜
良
市
村
に
柏
木
と
い
う
地
区
名
が
あ
る
し
、
も
う
一
つ

は
中
柏
木
の
南
方
、
つ
ま
り
飯
詰
と
中
柏
木
の
中
間
に
柏
木
と
い
う
名
の
集
落
が

う
き
め

存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
何
ら
か
の
変
動
で
廃
村
の
憂
目
に
合
っ
た
の
か
。

ま
し
て
や
、
村
の
名
称
は
、
戸
数
の
比
で
は
な
く
、
数
戸
の
戸
数
が
寄
り
集
っ
て

群
一
ら

お
れ
ば
巴
と
呼
ば
れ
て
来
た
こ
と
は
、
明
治
の
始
め
に
編
集
さ
れ
た
。
新
撰
陸
奥

国
地
誌
を
み
て
も
わ
か
る
と
お
り
歴
然
と
し
て
い
る
。

村
が
起
る
と
、
家
ば
か
り
で
な
く
、
村
落
の
和
と
信
仰
を
托
し
た
祭
祀
の

場
所
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
古
代
に
お
い
て
は
、
雲
郵
畦
と
罐
弥
睦
が
一
致
し
、
区

別
の
つ
か
な
い
連
携
の
姿
を
と
っ
て
い
た
と
云
い
、
開
村
か
ら
中
世
の
中
柏
木
に

お
い
て
も
、
そ
の
傾
向
が
強
く
、
神
社
は
政
治
と
一
体
を
な
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
ろ
。も

ち
ろ
ん
神
社
の
安
侭
さ
れ
た
場
所
は
現
在
の
場
所
で
は
な
く
、
中
柏
木
城
跡

の
小
商
い
頂
上
に
あ
っ
た
。
神
仏
混
清
時
代
の
こ
と
、
神
社
と
寺
と
い
う
二
つ
の

性
櫓
を
に
な
っ
た
一
つ
の
建
物
で
あ
っ
た
ろ
う
。
中
柏
木
の
城
は
山
城
で
、
常
駐

の
武
士
が
た
む
ろ
し
た
城
で
は
な
く
、
普
段
は
単
な
る
神
社
の
森
に
み
え
る
が
、

い
く
戈
ご

一
旦
砺
が
起
き
る
と
、
攻
守
を
か
ね
備
え
た
城
塞
の
砦
で
、
村
人
が
戦
さ
人
と
な

り
、
戦
い
の
弓
矢
を
放
っ
た
の
で
あ
る
。
古
記
録
上
に
は
城
主
不
明
と
あ
る
が
、

む
院
お
さ

あ
い
て
城
主
を
捜
せ
ば
、
村
長
が
村
の
政
治
の
長
で
あ
り
、
事
あ
る
時
は
城
主
の

地
位
に
刈
っ
た
の
で
あ
る
。
昨
年
昭
和
五
十
六
年
に
ふ
る
さ
と
を
探
る
会
の
探
査
に
よ

っ
て
、
城
跡
の
場
所
と
規
模
を
確
認
。
調
査
の
段
階
で
は
、
実
に
天
然
の
地
形
を
う

ま
く
利
川
し
た
山
城
で
、
今
の
県
遊
か
ら
眺
め
れ
ば
、
何
ん
の
変
哲
も
な
い
森
に

兇
い
る
が
、
一
歩
森
の
中
に
入
っ
て
み
る
と
、
守
り
に
適
し
た
地
形
に
着
眼
し
た

も
の
で
あ
る
と
感
心
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
手
を
加
え
て
い
る
の
は
、
ほ
ん

の
少
し
南
側
に
空
堀
を
擁
し
た
形
に
過
ぎ
な
い
が
、
今
は
小
さ
な
空
堀
も
埋
も
れ

、
ノ
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し
て
少
な
く
と
も
一
Ｊ
二
年
差
し
引
い
た
年
代
と
み
て
も
間
違
い
な
い
。
地
誌
に

よ
れ
ば
、
関
係
地
域
と
し
て
、
嘉
瀬
村
家
数
二
四
六
軒
、
中
柏
木
村
家
数
十
軒
。

狐
崎
村
家
数
五
軒
と
記
る
さ
れ
、
当
時
は
狐
崎
も
一
つ
の
村
の
単
位
と
し
て
記

録
さ
れ
て
い
る
の
が
、
何
か
し
ら
奇
異
な
感
を
受
け
な
い
で
も
な
い
。
そ
れ
は
中

柏
木
鎧
石
と
い
わ
れ
る
番
地
に
存
在
し
て
い
る
村
な
の
で
、
今
の
古
老
達
の
話
で

も
、
当
然
中
柏
木
村
の
範
朋
に
入
る
も
の
と
信
じ
て
き
た
が
た
め
で
あ
る
。

明
治
当
初
の
十
軒
の
戸
主

さ
て
、
中
柏
木
村
は
明
治
七
－
八
年
十
軒
の
戸
需
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た

わ
け
だ
が
、
こ
の
戸
主
を
次
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
八
（
）
は
現
戸
主
Ｖ
・

原
田
助
五
郎
（
僚
）
・
原
田
助
四
郎
（
後
に
先
代
の
名
を
襲
名
し
て
善
太
郎
Ｉ

善
六
）
・
原
田
勇
次
郎
（
魁
）
・
原
田
勘
五
郎
（
勘
之
助
）
・
成
田
万
十
郎
（
好

隆
）
・
成
田
要
助
（
富
雄
）
・
成
田
惣
助
（
俊
雄
）
・
成
田
兜
次
郎
（
勇
蔵
）
・

杉
山
藤
蔵
（
悦
子
）
・
木
村
与
一
郎
（
幸
男
）
の
十
戸
で
、
明
治
十
年
に
原
田
肋

三
郎
（
正
信
）
が
一
戸
を
構
え
、
成
田
魂
次
郎
宅
よ
り
南
は
畑
と
原
野
で
、
家
は

な
か
っ
た
と
い
う
。

Ｌ
も

こ
う
し
て
み
れ
ば
、
部
落
の
戸
数
は
、
下
（
北
に
）
に
片
寄
り
、
産
土
神
を
中
心

と
し
た
線
で
結
ば
れ
、
一
ノ
沢
、
ニ
ノ
沢
の
水
川
が
早
く
か
ら
耕
作
さ
れ
た
と
み

て
よ
い
・
水
田
耕
作
は
一
番
に
水
が
あ
る
こ
と
と
、
近
い
と
い
う
こ
と
が
艮
川
の

必
須
条
件
で
、
中
柏
木
の
場
合
は
、
当
時
誰
が
一
の
沢
、
二
の
沢
を
耕
作
し
た
か

に
よ
っ
て
、
同
じ
と
迎
い
柧
先
か
ら
の
家
系
曲
来
が
わ
か
る
。

Ｊ

土
地
の
粉
争
一く

明
治
十
年
に
脈
川
助
五
郎
が
中
柏
木
付
と
那
役
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
辿
宛
捉
川

し
た
土
地
の
借
用
証
を
み
れ
ば
、
淵
時
の
人
と
し
て
は
、
述
罐
と
は
云
え
な
い

７６．

た
。
合
併
す
る
と
同
時
に
、
あ
る
い
は
そ
の
面
前
、
部
落
と
部
落
の
境
界
を
策
定

す
る
嘱
怖
が
発
生
し
て
き
た
。
中
柏
木
鋤
石
と
長
窟
鐡
石
と
の
境
界
の
線
引
で
、

Ｌ
た
ど
こ
ろ

山
林
の
所
有
権
利
を
め
ぐ
っ
て
の
間
迦
が
衣
而
化
、
下
所
と
し
て
の
踵
涼
部
落
と

し
て
は
、
ど
う
し
て
も
山
林
が
ほ
し
い
の
で
あ
る
。

当
時
の
生
活
に
か
く
こ
と
の
で
き
な
い
薪
炭
材
が
有
る
と
、
無
い
の
で
は
、
天

と
地
ほ
ど
の
通
い
が
あ
る
わ
け
で
、
艮
激
部
落
と
し
て
は
、
是
が
非
で
も
山
林
を

確
得
に
向
く
。
長
富
部
落
が
、
三
ノ
沢
淵
池
の
北
西
、
百
米
以
内
に
（
蟻
野
と
い

う
）
複
数
の
長
富
部
落
民
が
居
を
構
え
、
三
ノ
沢
、
野
田
の
山
を
利
用
し
て
き
た

か
ら
、
当
然
三
ノ
沢
、
野
田
の
山
は
長
富
の
所
有
に
帰
す
ろ
と
主
張
。
中
柏
木
側

は
、
原
田
助
五
郎
が
郡
役
所
を
通
し
て
借
用
管
理
し
て
い
る
山
根
道
路
の
東
側
等

か
ら
実
証
が
あ
り
、
話
し
に
な
ら
ん
と
つ
っ
ぱ
ね
。
こ
こ
に
至
っ
て
一
触
即
発
の

険
悪
な
状
態
に
落
ち
、
明
治
二
十
二
年
旧
暦
四
月
、
長
富
部
落
民
二
十
数
名
が
、

其
田
、
高
橋
二
名
の
代
表
に
引
率
さ
れ
て
、
三
の
沢
山
林
入
口
に
あ
た
る
野
田
地

区
に
、
鉈
や
鎌
を
持
っ
て
集
結
、
か
た
や
中
柏
木
代
表
の
原
田
恒
五
郎
一
人
と
対

決
し
た
の
で
あ
る
。

原
田
恒
五
郎
は
助
五
郎
の
妬
養
寸
で
、
初
回
の
県
会
議
員
を
経
験
し
た
有
能
な

人
物
で
、
弁
説
は
お
手
の
も
の
、
自
己
の
管
理
す
る
中
柏
木
の
土
地
で
、
中
柏
木

代
表
と
い
う
か
た
ち
で
押
し
出
さ
れ
、
交
渉
の
任
に
あ
た
っ
た
。

談
合
の
過
程
は
、
原
田
恒
五
郎
の
弁
舌
に
、
長
富
部
落
民
も
手
も
足
も
で
な
い
有

様
で
、
残
ろ
は
只
一
つ
、
数
に
頼
る
力
関
係
だ
け
。

『
や
れ
。
．
．
・
・
・
ブ
ッ
殺
せ
』
と
、
鎌
や
鉈
を
振
り
回
し
て
き
た
の
で
、
身

の
危
険
を
感
じ
た
恒
五
郎
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
逃
げ
帰
ろ
う
と
し
た
。
逃

げ
る
時
に
言
い
放
っ
た
有
名
な
言
葉
は
、
只
一
言
の
捨
て
台
詞
『
お
ぼ
え
て
ろ
』

に
、
お
こ
っ
た
長
富
側
、
逃
げ
た
方
向
に
対
し
て
、
ぐ
る
り
と
囲
み
、
ま
わ
り
か

産）

、
ソ

ら
火
を
放
っ
た
。
野
火
は
乾
燥
し
た
枯
野
を
な
め
つ
く
し
、
延
々
三
時
間
に
も
及
び

『
原
恒
』
が
焼
き
殺
さ
れ
る
と
、
中
柏
木
か
ら
多
数
人
が
救
出
に
押
し
出
し
、
恒

五
郎
は
湿
地
の
薮
に
身
を
ひ
そ
め
、
や
っ
と
の
こ
と
で
逃
げ
州
っ
た
と
い
う
。

後
、
、
長
富
側
の
関
係
者
は
放
火
と
暴
力
の
か
ど
で
司
直
の
検
束
を
受
け
る
に
至

り
、
長
窟
部
落
の
人
達
は
、
其
田
、
高
橋
の
狸
切
り
に
よ
っ
て
、
三
の
沢
、
野
田

の
山
林
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
と
な
っ
た
と
の
見
解
を
と
っ
て
い
る
が
、

真
相
は
決
っ
し
て
自
己
の
利
益
の
た
め
の
み
と
い
う
簡
単
な
も
の
で
な
く
、
そ
れ

ぞ
れ
の
土
地
の
、
古
く
か
ら
の
共
有
権
利
、
利
用
権
利
、
部
落
対
立
関
係
が
遠
く

起
因
す
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
言
い
切
れ
ろ
。

そ
こ
で
、
こ
の
騒
動
の
結
末
は
、
治
安
の
確
立
し
て
い
な
い
明
治
二
十
年
代
に

於
て
も
、
集
団
暴
力
は
暴
動
の
決
起
と
さ
れ
、
完
全
に
中
柏
木
の
勝
利
に
終
り
、

明
治
二
十
四
年
四
月
十
六
日
、
地
上
権
の
設
定
に
よ
り
不
動
野
二
十
一
番
の
一
と

５７

し
て
百
六
十
町
歩
と
い
う
山
林
が
中
柏
木
部
落
の
所
有
と
な
っ
た
。

明
治
二
十
五
年
、
個
人
別
の
分
限
図
が
作
成
さ
れ
、
宮
地
、
区
有
地
、
個
人
所

有
地
別
の
区
分
が
明
確
に
さ
れ
、
各
個
人
に
対
し
て
、
始
め
て
権
利
証
が
交
付
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
頃
の
中
柏
木
の
家
数
は
十
三
戸
で
、
水
源
か
ん
よ
う
保
安
村
の
一
六
○
町

歩
、
中
柏
木
部
落
の
区
有
地
山
林
五
○
町
歩
嘉
瀬
山
の
二
○
町
歩
、
原
野
約
六
○
町
歩
を

有
す
る
広
大
な
土
地
が
中
柏
木
の
持
ち
物
で
、
そ
れ
と
田
畑
を
合
せ
る
と
、
中
柏
木
は

戸
数
の
割
に
比
較
し
て
、
近
隣
の
村
に
比
し
て
、
比
較
に
な
ら
な
い
土
地
を
有
し

て
い
た
部
落
で
あ
っ
た
。
こ
の
物
持
に
な
っ
た
時
点
か
ら
、
共
通
の
利
益
、
配
分

か
ら
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
部
落
共
同
体
組
織
が
確
立
さ
れ
、
紙

の
上
の
規
約
を
の
り
こ
え
た
不
文
律
で
支
配
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
部
落
固
有
の
閉
鎖

性
が
浮
き
ぽ
り
に
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

が
、
内
容
は
名
文
で
、
今
の
人
で
は
真
似
の
で
き
な
い
ほ
ど
の
中
味
を
も
っ
て
い

る
文
章
で
、
あ
る
事
情
で
全
文
を
掲
載
で
き
な
い
が
、
そ
の
要
旨
は
、
打
ち
続
く

凶
作
に
村
民
も
痛
手
を
受
け
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
今
後
何
時
襲
っ
て
く
る
か
わ
か

ら
な
い
不
時
の
凶
作
に
備
え
て
、
十
町
歩
の
原
野
を
借
用
開
拓
し
、
栗
、
く
ろ
み

等
を
植
え
て
、
凶
作
の
時
に
は
、
こ
れ
ら
の
収
穫
を
放
出
し
て
、
村
民
の
窮
状
を

救
う
と
あ
る
。
こ
れ
が
後
の
長
富
部
落
と
の
土
地
（
山
林
）
の
粉
争
に
大
き
な
役

割
り
を
果
す
証
書
と
な
っ
た
。

当
時
の
土
地
に
は
、
中
柏
木
鎧
石
と
か
、
長
富
鎧
石
と
か
の
大
番
地
は
あ
っ
て

も
、
個
々
の
筆
数
に
合
せ
た
地
番
は
な
か
っ
た
。
借
用
申
し
出
た
土
地
は
、
現
在

の
三
ノ
沢
溜
池
北
側
か
ら
一
里
塚
の
山
の
間
で
、
当
時
の
十
町
歩
は
実
質
的
に
は

二
十
町
歩
位
に
必
適
す
る
而
祇
で
、
か
な
り
の
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
た
・

こ
れ
が
昭
和
の
代
に
入
っ
て
か
ら
も
部
落
の
な
か
で
の
粉
争
の
種
に
発
展
し
る

の
だ
が
・
原
田
助
五
郎
が
こ
の
土
地
を
借
用
し
、
証
樗
に
し
た
た
め
た
内
容
と
は

う
ら
は
ら
に
、
一
本
の
栗
も
、
く
ろ
み
も
植
付
し
な
か
っ
た
の
は
、
三
つ
の
理
由

が
考
え
ら
れ
ろ
。

イ
、
向
己
の
蓄
財
を
目
的
と
し
た
。

ｐ
、
他
部
落
か
ら
の
侵
入
を
阻
止
す
る
為

ハ
、
イ
、
ロ
を
合
せ
た
考
え
。
、

と
結
染
的
に
は
、
ハ
の
項
に
合
致
し
、
符
即
権
を
得
た
わ
け
で
あ
る
。

明
淌
二
十
一
年
に
、
巾
制
、
町
村
制
が
公
布
さ
れ
る
と
同
時
に
、
中
柏
木
村
も

他
の
四
つ
の
村
と
併
合
し
て
、
嘉
瀬
村
と
な
る
が
、
土
地
の
所
有
権
を
め
ぐ
っ
て

反
耐
部
落
と
の
間
に
、
き
な
臭
い
空
気
が
満
ち
て
き
た
の
も
、
こ
の
頃
で
あ
っ
た
。

巾
岫
木
村
も
併
合
し
て
間
も
な
く
、
区
有
地
の
土
地
を
、
嘉
瀬
の
山
中
襲
助
他

数
名
の
人
を
代
表
と
し
て
所
有
名
儀
を
与
え
、
そ
の
番
地
は
大
番
地
だ
け
で
あ
っ

｜
’
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ね
も

一
つ
は
子
母
沢
溜
池
の
水
利
権
が
か
ら
ん
だ
問
題
で
あ
る
。
三
の
沢
溜
池
の
水

系
は
、
釜
萢
溜
池
と
、
子
母
沢
溜
池
、
三
の
沢
溜
池
と
、
三
つ
の
溜
池
か
ら
成
り

立
っ
て
い
る
。
つ
い
で
に
三
の
沢
溜
池
の
こ
と
に
つ
い
て
少
し
ふ
れ
て
み
る
と
、
も

と
は
小
さ
な
溜
池
で
、
そ
の
小
さ
な
潤
池
を
利
用
で
き
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
三
町

三
反
で
、
そ
れ
よ
り
下
の
水
田
は
、
日
照
り
掛
り
と
称
し
て
、
た
え
ず
水
不
足
に

悩
ま
さ
れ
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
長
富
部
落
の
開
田
が
進
む
に
伴
い
、

ど
う
し
て
も
大
き
な
水
源
の
溜
池
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
。

今
か
ら
一
五
八
年
前
の
文
政
七
年
（
西
暦
一
八
二
四
年
）
に
其
田
弥
太
郎
が
二

の
沢
溜
池
（
長
富
溜
池
）
の
提
防
を
築
き
、
長
寓
溜
池
の
築
提
と
前
後
し
て
、
今

の
三
の
沢
溜
池
も
提
防
の
笠
盛
り
を
し
て
い
る
。

三
の
沢
溜
池
の
水
利
権
の
話
し
合
い
の
結
果
は
、
三
町
三
反
に
は
一
切
の
維
持

修
蝿
の
負
担
を
か
け
な
い
。
葡
板
三
枚
に
水
位
が
下
が
る
と
、
三
町
三
反
掛
り
の

向
由
に
ま
か
せ
る
と
い
う
規
約
が
成
立
、
現
在
の
捉
防
が
築
捉
さ
れ
た
。
そ
れ
と

同
時
に
釜
萢
溜
池
、
子
母
沢
溜
池
の
捉
防
が
充
成
を
兇
、
こ
の
決
め
ご
と
が
十
年

前
迄
は
守
ら
れ
て
い
た
が
、
中
柏
木
側
で
も
、
長
耐
側
に
同
調
す
る
人
と
、
水
利

に
お
け
る
力
の
強
弱
の
関
係
で
な
し
く
ず
し
に
く
ず
さ
れ
遂
に
、
維
持
澱
の
負

扣
か
ら
、
昭
和
五
十
五
年
小
田
川
士
地
改
良
区
に
濟
叩
樅
が
吸
収
さ
れ
た
。
耕
作

鯉
民
の
手
か
ら
役
所
の
管
蠅
体
制
に
移
っ
た
測
池
が
今
後
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て

い
く
か
今
後
の
推
移
を
見
守
り
た
い
。

（
そ
の
二
）

子
母
沢
溜
池
の
子
母
沢
は
、
い
ま
根
吾
呂
と
料
称
が
変
っ
て
い
る
が
、
こ
の
山

気
，

ｊ
・

長
海
溜
池
水
門
ま
で
距
離
が
速
く
、
水
輪
い
が
昭
和
の
始
め
ご
ろ
ま
で
、
い
さ
か

い
が
続
い
た
そ
う
で
あ
る
。

永
い
年
月
の
慣
習
に
従
い
、
農
民
は
耕
作
の
た
め
、
隣
り
同
志
、
近
隣
部
落
同

志
で
、
一
つ
の
水
、
一
流
れ
の
水
源
に
争
い
続
け
て
き
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
生
き

る
た
め
の
糊
を
得
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

神
仏
混
渭
、
自
然
崇
拝
の
思
潮
も
、
明
治
に
入
る
と
、
国
の
国
家
樹
立
意
識
思

想
統
一
化
か
ら
神
国
論
の
台
頭
で
、
神
と
仏
の
分
離
政
策
が
と
ら
れ
、
山
裾
の
村

中
柏
木
も
例
外
で
な
く
、
明
治
三
十
八
年
墓
地
の
移
転
が
始
ま
っ
た
。
墓
地
は
万

十
郎
屋
敷
の
奥
、
つ
ま
り
神
社
の
境
内
地
の
向
っ
て
右
裾
下
に
あ
た
る
場
所
に
あ

っ
た
。
何
百
年
と
眠
り
続
け
て
き
た
先
祖
の
僻
霊
の
地
を
一
言
米
北
の
、
今
の
墓

地
に
住
み
か
え
ら
れ
た
。

妖
怪
や
、
狐
狸
の
類
の
出
没
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
時
代
で
、
移
転
に
は
、
い
ろ

い
ろ
な
噂
さ
が
立
ち
、
一
時
は
戦
々
恐
々
と
し
た
生
活
で
あ
っ
た
と
い
う
。
お
払

い
や
、
加
持
祈
祷
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
と
聞
か
れ
る
。

民
俗
信
仰
の
点
で
、
小
さ
な
部
落
で
あ
る
が
、
伝
統
的
な
古
い
部
落
で
あ
り
、

そ
の
底
に
流
れ
る
人
の
鑿
が
り
の
潮
流
は
、
マ
キ
対
マ
キ
と
、
今
で
は
考
え
ら
れ

な
い
、
競
争
心
の
争
克
に
慾
き
を
禁
じ
得
な
い
。

部
落
の
傍
の
東
側
に
は
、
三
つ
の
森
が
あ
る
。
一
番
高
い
森
は
産
土
神
の
磯
崎

き
の
え
ね

神
社
、
次
は
七
面
大
明
神
、
甲
子
塔
、
庚
申
塔
の
あ
る
中
の
森
で
、
明
治
二
十
三

ま
き
ま
き

年
に
成
田
氏
系
の
六
人
で
甲
子
塔
を
建
立
、
明
治
三
十
二
年
に
は
原
田
氏
系
で
、

中
柏
木
部
蒸
と
長
富
部
落
の
部
分
的
な
粉
争
が
も
う
二
つ
あ
っ
た
。

（
そ
の
一
）
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の
沢
に
は
、
哀
し
い
母
と
子
の
物
語
り
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
沢
は
、
封
建
時

代
か
ら
明
治
の
始
め
に
か
け
て
、
貧
農
の
た
め
間
引
き
さ
れ
た
子
の
捨
場
で
あ
っ
た
。

母
と
子
の
沢
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
子
母
沢
と
云
わ
れ
て
き
て
い
る
。
ま
た
別
名

猫
沢
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
水
門
取
替
工
事
の
と
き
、
語
呂
合
せ
か
、
何
ん
の
根
拠
も
な
い
『
根
吾

呂
』
と
い
う
名
称
に
す
り
替
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
原
因
は
水
門
取
替
工
事
の
時

に
、
任
意
の
三
の
沢
水
利
組
合
の
実
権
が
長
富
部
落
に
握
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら

沢
の
由
緒
あ
る
名
称
が
吟
味
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
勝
手
に
付
け
替
え
ら
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

中
柏
木
の
野
田
地
区
も
、
明
治
の
な
か
ば
を
過
ぎ
て
か
ら
、
原
野
で
あ
っ
た
野

原
を
開
田
し
、
水
稲
栽
培
に
着
手
し
た
。
野
田
の
水
系
は
、
大
小
合
せ
て
四
つ
の

溜
池
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
水
源
そ
の
も
の
の
沢
が
浅
く
、
幣
時
出
水
が
な
く
、

水
不
足
は
毎
年
の
如
く
で
、
そ
こ
で
子
母
沢
捌
池
は
中
柏
木
村
の
保
安
林
に
属
す

る
水
系
に
あ
る
た
め
、
子
母
沢
溜
池
の
利
用
を
思
い
た
ち
、
水
路
を
開
き
、
野
田

地
区
の
水
川
に
利
川
し
よ
う
と
計
川
。
そ
れ
を
実
行
に
移
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、

長
雨
側
の
関
係
者
が
黙
っ
て
い
な
い
。
所
有
権
と
水
利
権
の
ぶ
つ
か
り
合
い
で
、

い
ろ
い
ろ
な
駆
引
き
の
末
、
中
柏
木
側
は
敗
訴
の
苦
い
経
験
を
味
わ
っ
た
。

（
そ
の
三
）

も
う
一
つ
は
、
長
窟
の
其
川
弥
太
郎
が
長
南
湘
池
の
笠
盛
り
築
提
し
た
こ
と
に

飴
ま
る
。

Ｌ
た

こ
の
瞳
宙
襯
池
の
満
水
時
に
は
、
中
柏
木
の
下
の
田
と
い
わ
れ
る
約
十
町
歩
が

は
じ

水
没
し
、
股
作
業
が
時
期
外
れ
の
為
、
半
作
以
下
の
作
柄
に
泣
か
さ
れ
て
き
た
。

噺
時
そ
れ
で
、
中
柏
木
の
耕
作
関
係
者
は
夜
陰
に
乗
じ
て
、
ひ
そ
か
に
水
門
の

制
板
を
は
ず
し
、
水
位
を
下
げ
よ
う
と
出
か
け
た
も
の
だ
そ
う
だ
が
、
何
分
に
も

，
、
〕
Ｆ
軍
さ
が

庚
申
塔
を
七
人
で
建
立
。
少
し
北
に
下
っ
て
、
庚
申
塔
と
建
て
ら
れ
て
い
る
が
、

ま
き
ま
き

一
四
ｊ
五
戸
よ
り
な
い
部
落
で
、
氏
対
氏
の
形
で
信
仰
の
剛
態
も
違
う
こ
と
は
、

曹氏
の
絆
が
、
い
か
に
強
か
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

ゆ

七
面
大
明
神
は
成
田
永
作
の
姉
が
十
七
才
の
時
、
病
気
快
癒
を
祈
願
し
て
小
さ

な
詞
を
建
立
し
た
の
が
始
り
と
さ
れ
、
罐
警
務
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
ひ
と
つ

の
偏
仰
形
態
で
、
大
正
の
後
半
現
在
の
建
物
の
大
き
さ
に
増
築
さ
れ
た
と
い
う
。

産
士
神
の
祭
礼
が
部
落
全
体
の
祭
り
で
あ
る
の
は
当
然
だ
が
、
七
面
大
明
神
の

祭
礼
に
は
、
授
乳
の
霊
験
あ
ら
た
か
な
る
と
い
わ
れ
、
既
婚
女
性
に
は
重
宝
が
ら

れ
、
非
常
に
賑
わ
っ
た
と
い
う
。

七
面
大
明
神
の
森
も
区
有
地
で
、
昭
和
四
年
部
落
で
、
登
記
名
儀
を
原
田
勘
助

に
預
か
っ
て
も
ら
い
、
戦
後
境
内
地
と
参
道
を
残
し
て
十
三
人
に
分
け
ら
れ
た
が

昭
和
五
十
三
年
狂
信
的
な
一
部
の
信
者
が
境
内
地
を
私
有
化
し
よ
う
と
し
た
が
、

部
落
全
体
会
議
を
聞
き
、
原
田
勘
之
助
の
好
意
に
よ
っ
て
、
同
年
九
月
十
八
日
、

名
儀
を
五
人
の
共
有
地
と
し
た
。
ま
た
土
地
は
部
落
全
体
の
財
産
と
し
て
永
久
に

保
存
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
五
人
の
共
有
者
の
氏
名
は
、
成
田
勉
、
成
田
好
隆
、

杉
山
邦
義
、
原
田
勝
雄
、
原
田
万
治
と
な
っ
て
い
る
。

大
正
時
代
、
戸
数
に
比
し
て
、
広
大
な
土
地
を
有
し
た
中
柏
木
は
、
近
隣
部
落

羨
望
の
的
で
、
土
地
所
有
の
点
か
ら
み
れ
ば
鰯
熟
期
と
い
え
る
時
代
で
、
山
村
か

ら
は
必
要
以
外
の
薪
炭
材
の
買
却
、
原
野
か
ら
は
家
畜
の
飼
料
と
し
て
の
干
草
採

取
権
利
、
柏
の
根
っ
こ
の
買
却
、
手
柴
と
、
多
く
の
利
益
を
得
る
こ
と
は
な
か
つ

｜

’

’

大
正
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ら
昭
和
へ
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