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こ
の
た
ひ
’
本
協
会
会
長
永
田
衡
吉
先

　
　
　
　
　
　
　
　
生
こ
逝
去
の
報
に
接
し
、
あ
ま
り
の
突
然

　
　
　
　
　
　
　
　
の
こ
と
に
へ
た
た
た
　
と
す
る
　
ぼ
い
で
し

ノ　
　
　
　
　
　
　

初
か
ら
そ
の
運
営
に
寄
与
さ
れ
、
初
代
故

　
　
　
　
　
　
　

季
家
孝
会
長
に
代
わ
り
昭
和
五
十
三
年
か

　
　
　
　
　
り
‖

　
　
　
　
　
　
　
　
ら
十
二
年
間
に
わ
た
り
会
長
と
し
て
会
の

　
　
へ
　
　
　
　
　
、
～
　
　
　
　
く
　
ぺ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
発
展
に
ご
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
間
に

　
丁
§
書

　
　
　
　
　
　
　
　
は
県
民
俗
芸
能
大
会
の
開
催
、
各
種
啓
発

　
　
　
　
　
　
　
　
事
業
の
実
施
な
ど
を
重
ね
、
広
く
県
民
の

　
　
　
　
　
　
　
　
理
解
と
協
力
を
得
ら
れ
ま
し
た
。
今
日
の

　
　
　
　
　
　
　

協
会
か
あ
る
の
も
先
生
の
こ
指
導
の
賜
物

　
　
　
　
　
　
　
　
と
存
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ら
に
、
ご
功
績
を
振
り
返
っ
て
み
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
す
と
、
神
奈
川
文
化
賞
の
受
賞
あ
る
い
は

叙
勲
（
勲
五
等
瑞
宝
章
）
と
い
う
賞
歴
に

表
徴

さ
れ
ま
す
よ
う
に
、
神
奈
川
県
及
ひ

日
本
の
民
俗
芸
能
の
保
存
と
育
成
に
大
き

な
仕
事
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
単
な
る

保
存
に
と
ど
ま
ら
す
、
「
さ
さ
ら
踊
」
「
相

模
人
形
芝

居
」
な
と
今
ま
て
廃
絶
し
て
い

た
も
の
を
掘
り
出
し
復
活
さ
せ
る
と
い
う

豊
か

な
知
識
と
優
れ
た
識
見
を
必
要
と
す

る
並
々
な
ら
ぬ
仕
事
た
っ
た
と
言
え
ま
し

ょ
う
。

　
二
十
周
年
を
迎
え
た
本
協
会
か
，
ま
す

ま
す
基
盤
の
充
実
強
化
に
向
け
て
遇
進
す

る
時
に
，
先
生
の
よ
う
な
か
け
か
え
の
な

い

方
を
失
う
こ
と
は
、
誠
に
大
き
な
損
失

て

あ
り
、
惜
し
み
て
も
余
り
あ
る
思
い
て

す
。　

謹
ん

で

こ
冥
福
を
お
祈
り
致
し
ま
す
。

a
n
H
R
∬
z
t
a
∬
e
∬
“
t
a
瓜
n

　
本
協
会
会
長
永
田
衡
吉
氏
は
平
成
二
年

1　l

月
l
　
1
十
七
日
午
前
十
　
1
時
五
十
五
分
、

小

田
原
市
小
八
幡
の
医
療
法
人
尽
誠
会
山

近
病
院

て
急

性
肺
炎
の
た
め
死
去
さ
れ
ま

し
た
。

　
永

田
氏
は
大
正
六
年
、
早
稲
田
大
学
文

学
部
英
文
科
を
卒
業
、
同
九
年
東
京
大
学

美
学
及
美
術
史
選
科
を
修
了
o
母
校
の
早

大
演
劇
協
会
理
事
、
神
奈
川
県
文
化
財
保

護
審
議
会
委
員
な
と
を
歴
任
、
ま
た
本
協

会
に

あ
っ
て
は
創
立
以
来
、
会
の
発
展
の

た

め

に

活
躍
さ
れ
、
昭
和
五
十
三
年
か
ら

は

会
長
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
謹
ん

て

こ
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

（事
務
局
）
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卜
r
喜
6
．
ξ
ζ
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f
ー
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民

俗

芸

能

大

会

を
観
て

　
平
成
元
年
十
一
月
十
九
日
（
日
）
’
第
二

十
六

回
神
奈
川
県
民
俗
芸
能
大
会
が
寒
川

町
と
共
催
で
寒
川
町
民
セ
ン
タ
ー
で
行
わ

れ
た
。

　
当
日
の
出
演
団
体
は
t
平
塚
市
の
相
模

人
形
芝
居
前
鳥
座
、
相
模
原
市
の
田
名
八

幡
宮
獅
子
舞
保
存
会
、
寒
川
町
の
1
之
宮

木
遣
り
保
存
会
、
秦
野
市
の
八
重
山
民
俗

舞
踊
研
究
会
、
大
井
町
の
足
柄
あ
そ
び
の

学
校
、
寒
川
町
の
倉
見
ば
や
し
保
存
会
、

寒

川
小
学
校
児
童
と
露
木
キ
ミ
子
、
三
浦

市
の
三
浦
い
な
り
っ
こ
保
存
会
、
横
浜
市

の
神
奈
川
朝
鮮
歌
舞
団
の
十
団
体
で
、
そ

の
熱
演
ぶ
り
は
す
ば
ら
し
か
っ
た
。

　

ま
ず
前
鳥
座
の
「
三
番
里
」
か
ら
始
ま

っ

た

が
、
前
鳥
座
は
昭
和
五
十
七
年
二
月

に

県
の

無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い

る
。
四
之
宮
で
上
演
さ
れ
る
よ
う
に
な

広

　
田
　
富
　
治

っ

た

の
は

江
戸
時
代
末
期
と
言
わ
れ
て
お

り
、
現
在
「
絵
本
太
功
記
」
を
は
じ
め
、

十
三
の
レ

パ

ー
ト
リ
－
が
あ
る
。
婦
人
の

加
入
に

よ
っ
て
今
日
で
は
二
十
四
名
の
座

員
を
数
え
’
他
の
座
に
比
べ
平
均
年
齢
が

若
い

と
の
こ
と
で
あ
る
。
相
模
人
形
は
三

人
遣
い

の

人
形

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
担
に

よ
っ
て
1
つ
の
仕
草
を
表
現
す
る
が
’
そ

れ
が

よ
く
わ
か
り
、
足
を
引
き
受
け
て
い

る
遣
手
は
動
き
に
合
わ
せ
る
の
が
大
変
な

こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　

r増
補
生
写
朝
顔
話
・
宿
屋
之
段
よ
り

大
井

川
ま
で
」
は
前
鳥
座
の
演
目
の
中
の

代
表

で
，
盲
目
と
な
っ
た
朝
顔
（
深
雪
）

が

探
し
求
め
る
恋
人
宮
城
阿
曽
次
郎
と
も

知

ら
ず
大
井
川
の
川
止
め
と
な
り
、
擦
れ

違
い

に

終

わ
る
哀
れ
さ
が
観
客
の
心
を
打

つ
物
語
で

あ
る
が
’
太
夫
と
三
味
線
と
人

形
遣
手

が
一
体
と
な
っ
た
涙
を
誘
う
名
演

技
で
あ
っ
た
。
特
に
私
の
実
父
が
義
太
夫

好
き
で
、
よ
く
朝
顔
日
記
を
語
り
、
子
供

の

時
に
は
文
句
を
覚
え
て
し
ま
う
ほ
ど
だ

っ

た

の

で
懐
し
い
思
い
出
が
あ
る
。

　
次
の
演
目
は
田
名
八
幡
宮
獅
子
舞
保
存

会
の

「
獅
子
舞
」
で
あ
る
。
相
模
原
市
に

は
田
名
以
外
に
、
下
九
沢
の
御
嶽
神
社
、

大
島
の
諏
訪
神
社
に
歴
史
の
あ
る
獅
子
舞

が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
こ
の
田
名

の
獅
子
舞
が
最
も
古
い
歴
史
を
持
っ
て
い

る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
明
治
、
大
正
期
に

は
中
断
し
て
い
た
が
’
昭
和
四
十
九
年
の

保
存
会
設
立
に

よ
り
復
活
し
、
そ
れ
以
後

毎
年
九

月
一
日
の
田
名
八
幡
宮
の
例
大
祭

に

獅
子
舞
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
舞
台
で

は

笹
竹
四
本
を
立
て
注
連
縄
を
張
り
、
中

に

土
俵
の
よ
う
に
丸
く
仕
切
り
、
そ
の
中

で
雄
獅
子
、
雌
獅
子
、
子
獅
子
が
唄
に
合

わ
せ
て
踊
っ
た
。
そ
し
て
天
狗
が
観
客
席

に

降
り
て
き
て
I
人
I
人
に
握
手
し
て
い

っ

た

が
、
お
面
の
き
び
し
い
表
情
と
比
べ

て
、
微
笑
ま
し
く
感
じ
ら
れ
た
。
天
狗
は

会
場
の
関
係
上
、
特
別
に
二
本
歯
の
高
下

駄

を
履
い
た
が
’
本
来
は
一
本
歯
な
の
で

余
計
に
不
安
定
で
動
作
が
大
変
だ
ろ
う
。

　
次
は
地
元
寒
川
町
l
之
宮
の
木
遣
り
保

存
会
に

よ
る
「
手
古
舞
木
遣
り
・
鎌
倉
木

遣

り
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
木
遣
り
は
毎
年

八
月
の
第
一
土
曜
日
、
一
之
宮
の
八
幡
大

神
の
例
祭
の
屋
台
神
賑
行
事
に
東
、
西
、

北
の

各

町
内
か
ら
出
す
三
台
の
屋
台
の
巡

行
に
は
欠
か
せ
な
い
唄
で
、
明
治
初
期
に

始

ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
現
在
こ
の

行
事
は

町

の
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
。

　

r
手
古
舞
木
遣
り
」
は
屋
台
の
出
発
の

時
に

よ
く
唄
わ
れ
る
。
シ
ン
ト
リ
が
唄
い

出
す
と
、
間
を
あ
け
な
い
よ
う
に
複
数
の

ウ
ケ
テ
が
す
ぐ
唄
い
出
す
。
そ
の
呼
吸
が

ぴ
っ
た
り
合
っ
て
調
子
を
出
す
。
当
日
に

唄
わ

れ

た
文
句
は
各
所
で
聞
く
こ
と
ば
だ

と
思
う
が
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

o
め
で
た
め
で
た
の
　
若
松
さ
ま
よ

　
庭
に

ゃ

鶴
亀
　
五
葉
の
松

　

「
鎌
倉
木
遣
り
」
は
，

　

o
本
町
二
丁
目
の
糸
屋
の
娘
　
姉
は
二

　
＋
1
　
い
も
と
が
は
た
ち
　
い
も
と
ほ

　

し
さ
に
ご
り
ょ
う
が
ん
か
け
て
　
伊
勢

　
に

七

た
び
熊
野
へ
三
度
芝
の
あ
た
ご

　

さ
ん
に
あ
れ
さ
月
参
り

－
v
　
1
句
1
句
を
引
き
の
ば
し
繰
返
し
ウ
ケ

テ

が
調
子
、
相
の
手
を
つ
け
て
合
唱
を
繰

返
す
。
そ
し
て
最
後
に
「
そ
れ
で
は
皆
さ

ん

お
手
を
拝
借
」
と
言
っ
て
、
七
五
調
の

手
拍
子
で
締
め
る
お
め
で
た
い
時
に
は
欠

か
せ

な
い
祝
い
唄
で
あ
る
。
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寒
川
町
邦
楽
会
は

原
真
澄
氏
を
中
心
と

し
た
お
琴
の
会
で
あ
る
が
、
琴
は
邦
楽
に

欠
か
せ
な
い
楽
器
で
あ
り
，
そ
の
ゆ
か
し

い

演
奏
を
寒
川
に
広
め
’
町
の
文
化
を
高

め
’
心
豊
か
な
地
域
と
社
会
を
築
く
目
的

で
結
成
さ
れ
た
。
演
目
の
「
あ
あ
梶
原
城

跡
」
は
、
正
治
二
年
鎌
倉
勢
と
の
戦
い
で

破
れ
館
は
破
壊
さ
れ
、
現
在
町
の
南
部
一

之
宮
に

城
跡
と
し
て
残
っ
て
い
る
梶
原
城

の
栄
枯
盛
衰
の
感
慨

を
偲
ぶ
歌
で
、
作
詞

は
鈴
木
み
つ
ぐ
氏
、
作
曲
が
館
岡
一
郎
氏

で
’
原
真
澄
氏
が
琴
の
合
奏
の
た
め
に
ア

レ

ン

ジ
し
た
も
の
だ
。
一
番
と
三
番
の
歌

詞
を
紹
介
す
る
と
、

　
一
、
春
風
そ
よ
ぐ
相
模
野
に

　
　
　

こ
の
世
に
遺
る
梶
原
の

　
　
　
景
時
館
内
堀
に

　
　
　
梅
の
古
木
が
花
開
く

　
　
　
あ
あ
梶
原
の
城
の
あ
と

　

三
、
西
に
阿
夫
利
の
峯
霞
む

　
　
　

田
村
の
渡
し
道
す
が
ら

　
　
　
大
山
道
の
宿
場
に
は

　
　
　
語
り
継
が
れ
て
今
も
な
お

　
　
　
あ
あ
梶
原
の
夢
の
あ
と

琴
に
尺
八
と
い
う
優
れ
た
ハ
ー
モ
ニ
ー
を

醸

し
出
す
音
色
が
源
平
の
歴
史
を
語
る
。

　

「
寒
川
音
頭
」
は
昭
和
初
期
に
作
ら
れ

た

も
の
で
「
か
な
が
わ
の
歌
五
十
選
」
に

も
あ
り
’
私
た
ち
も
子
供
の
頃
よ
く
歌
っ

た
も
の
だ
。

　
次
の
演
目
の
八
重
山
民
俗
舞
踊
研
究
会

に

よ
る
民
俗
舞
踊
は
’
沖
縄
県
八
重
山
地

方
の
自
然
の
美
し
さ
と
厳
し
さ
の
中
で
育

ま
れ
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
だ
o
初
め
に

鳩
間
島
に
伝
わ
る
「
鳩
間
中
岡
」
は
豊
年

祭
り
の
時
に
、
そ
し
て
r
六
調
節
」
は
祝

い

の
席
で
宴
た
け
な
わ
に
な
る
と
出
る
踊

り
で
あ
る
。
頭
に
冠
を
つ
け
’
手
に
さ
さ

ら
を
持
っ
て
，
三
味
線
・
太
鼓
に
合
わ
せ

て

比
較
的
静
か
に
踊
る
。
次
は
黒
島
に
伝

わ

る
豊
年
祭
の
時
の
踊
り
で
’
笠
を
持
つ

r笠
踊

り
」
、
鍬
を
持
っ
て
踊
る
「
コ
ー
ム

ツ

サ

ー
」
、
片
面
張
り
の
太
鼓
を
持
っ
て
コ

ミ
カ
ル
に
踊
る
「
タ
イ
ラ
ク
」
が
演
じ
ら

れ
た
。

　
足
柄

あ
そ
び
の
学
校
は
開
校
し
て
十
五

年
に

な

る
そ
う
だ
が
、
「
ぷ
ち
合
わ
せ
太

鼓
」
、
「
八
丈
太
鼓
」
な
ど
を
法
被
を
脱
い

で
汗

を
か
き
か
き
太
鼓
に
挑
戦
し
て
い
る

姿
は
、
遊
び
で
は
な
く
玄
人
に
な
り
き
っ

て

の
態
度

で
’
頭
の
下
が
る
思
い
で
感
服

し
た
。

　
寒
川
の
倉
見
ば
や
し
保
存
会
の
祭
難
子

は
江
戸
時
代
末
期
に
’
倉
見
東
部
地
区
に

疫
病
や

凶
作
が
広
が
り
、
人
々
が
生
き
る

希
望
す
ら
失
い
か
け
て
い
た
時
に
日
吉
神

社
の

神
官
が
疫
病
払
い
と
五
穀
豊
穣
を
願

っ

て
’
祈
り
の
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
村
人

に

伝
授
し
た
の
が
起
源
と
言
わ
れ
て
い
る
。

昭
和
五
十
三
年
に
保
存
会
が
結
成
さ
れ
’

倉
見
神
社
の
祭
礼
や
盆
踊
り
大
会
、
文
化

祭
な
ど
の
行
事
に
参
加
し
、
地
域
住
民
の

親
睦
と
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
目
的
と

し
て
発
展
し
て
き
た
。
当
日
の
出
演
者
は

十
歳
か

ら
十
六
歳
ま
で
の
か
わ
い
い
女
の

子
ば
か

り
十
六
人
で
’
法
被
、
鉢
巻
姿
に

大
太
鼓
、
笛
、
小
太
鼓
な
ど
皆
の
息
が
合

っ

て

い

て
印
象
的
だ
っ
た
。

　
露
木
キ
ミ
子
先
生
指
導
の
寒
川
小
学
校

五
年
生
女
子
の

ま
り
つ
き
唄
は
’
昭
和
五

十
年
の
民
俗
芸
能
大
会
出
演
が
き
っ
か
け

と
な
り
町
内
の
子
供
達
に
よ
り
伝
承
さ
れ

て
い
る
。

　

o
ひ

と
つ
ふ
た
つ
お
ん
み
の
み
　
大
山

　
街
道
飛
ぶ
鳥

は
　
羽
が
十
六
目
が
l
つ

　
l
の
木
　
二
の
木
　
三
の
木
桜
（
以
下

　
略
）

童
唄
と
し
て
F
か
な
が
わ
の
う
た
五
十
選
」

の
l
つ
と
な
っ
て
い
る
が
’
江
戸
時
代
に

ま
り
つ
き
’
お
手
玉
、
手
合
わ
せ
唄
と
し

て
歌

わ
れ
て
き
て
お
り
、
当
時
農
家
の
子

供
た

ち
が
子
守
り
を
し
な
が
ら
庭
先
で
遊

び
’
歌
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
’

茅
ケ
崎
、
平
塚
な
ど
大
山
街
道
沿
い
で
歌

わ
れ
て
い
る
が
終
わ
り
の
ほ
う
の
歌
詞
は

場
所
に

よ
っ
て
違
う
。

　
三
浦
い

な
り
っ
こ
保
存
会
の
「
え
び
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
ロ
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
コ
　
　
　

様
」
は
ひ
ょ
っ
と
こ
や
え
び
す
様
な
ど
の

個
性
豊
か
な

面

を
か
ぶ
り
’
笛
や
太
鼓
に

合
わ

せ
て
演

じ
る
子
供
版
の
面
神
楽
で
あ

る
が
’
手
足
の
動
き
と
い
い
演
じ
る
コ
ツ

と
い
い
実
に
妙
味
が
あ
っ
て
す
ば
ら
し
か

っ
た
。

　
最
後
の
出
演
の
神
奈
川
朝
鮮
歌
舞
団
は

朝
鮮
の
文
化
に
つ
い
て
日
本
人
に
理
解
と

興
味
を
持
っ
て
も
ら
い
，
友
好
親
善
を
深

め

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
民
族
芸
能
団
体

だ
。
ア
リ
ラ
ン
の
唄
や
き
れ
い
な
民
族
衣

装
で
の

舞
踊
等
は
大
変
優
雅
で
す
ば
ら
し

く
’
芸
能
大
会
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
飾
っ
た
。

　
時
の

た
つ
の
も
忘
れ
た
か
の
よ
う
に
観

賞

し
て
い
た
町
民
セ
ン
タ
ー
い
っ
ぱ
い
の

観
客
は
’
終
了
後
も
感
銘
し
て
し
ば
し
動

か
な

か
っ

た
。
主
催
者
や
関
係
者
の
皆
さ

ん
ご

苦
労
様
。
こ
の
日
の
す
ば
ら
し
い
民

俗
芸
能
を
観
て
，
ま
す
ま
す
郷
土
の
民
俗

芸
能
の
保
存
発
展
に
努
め
る
決
意
を
し
た
。

　
　
　
　

（寒
川
町
文
化
財
保
護
委
員
）
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田

名
八
幡
宮
の
獅
子
舞
に
つ
い
て

　

こ
の
獅
子
舞
の
起
源
は
、
一
般
に
江
戸

時
代
後
期
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
八
幡

宮
に
残
る
記
録
に
は
「
九
月
1
日
ハ
大
祭

ニ
シ

テ
、
獅
子
舞
祭
ト
唱
フ
。
慶
安
二
年

二
月
二
十
日
、
正
八
幡
宮
ヲ
本
社
二
遷
宮

ス

o
其
ノ
年
九
月
一
日
獅
子
舞
祭
ノ
式
ヲ

行
フ
o
l
と
あ
り
、
言
い
伝
え
に
よ
れ
は
、

元
官
幣
大
社
鹿
島
神
宮
で
は
、
毎
年
一
月

一
日
に
、
亀
の
甲
を
焼
き
、
そ
の
亀
裂
の

状
態
と
、
壼
の
中
の
水
の
状
態
に
よ
っ
て

そ
の
年
の
農
作
物
の
豊
凶
を
占
い
、
そ
の

結
果
を
神
託
と
称
し
、
狩
衣
姿
の
『
鹿
島

こ
と
ふ
れ

事
鰯
』
が
、
全
国
に
鰯
れ
歩
い
た
と
い
い

（正

月
三
が
日
に
）
そ
れ
が
田
名
に
居
を

構

え
て
い
た
在
地
武
士
に
獅
子
舞
を
教

え
、
そ
れ
に
根
づ
い
て
’
雨
乞
い
踊
り
に

近
い
も
の
に
な
っ
た
と
の
言
い
伝
え
も

あ
る
。

　
最
初
は
田
名
十
一
部
落
の
持
ち
廻
り
で

順
番
制
を
と
っ
て
い
た
が
’
明
治
三
十
年

篠
　
崎
　
和
　
輔

頃
、
当
番
部
落
に
悪
疫
が
流
行
し
、
踊
り

子
全
員
が
罹
病
し
た
こ
と
か
ら
「
神
の
た

た

り
で
あ
る
」
と
の
風
評
が
流
れ
て
、
翌

年
の
当
番
部
落
は
踊
り
子
の
引
き
受
け

手
が
な
く
、
以
後
立
消
え
と
な
り
、
大

正
初
期
に
一
度
復
活
し
た
が
’
大
正
十
二

年
の

関
東
大
震
災
に
遭
遇
し
、
中
断
の
ま

ま
で
日
中
戦
争
を
迎
え
’
昭
和
十
六
年
遂

に

太
平
洋
戦
争
に
突
入
、
獅
子
舞
の
中
断

は

必
然
的
と
な
っ
て
い
た
。

　
終
戦
を
迎
え
た
昭
和
二
十
年
か
ら
昭
和

四

十
年

は
、
今
更
い
う
ま
で
も
な
く
、
世

相
史
は
四
十
二
年
が
再
起
完
了
の
ス
タ
ー

ト
と
伝
え
て
い
る
。

　
昭

和
四
十
九
年
四
月
十
五
日
、
田
名
八

幡
宮
氏
子
総
代
会
は
、
住
民
の
期
待
に
応

え
て
、
獅
子
舞
の
復
活
を
決
議
し
た
。

　
附
帯
条
件
と
し
て
無
理
で
も
こ
の
年
の

九
月
一
日
に
復
興
披
．
露
を
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。

　
当
時
の
田
名
は
農
村
地
帯
が
中
心
で
’

戸
数
約
千
戸
で
、
そ
の
大
部
分
が
所
謂
八

幡
宮
の
氏
子
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
全
部
が

復
活
に

対
す

る
希
望
者
と
考
え
て
も
い
い

く
ら
い
の
割
合
で
あ
っ
た
。
そ
の
根
本
的

な
理
由
は
、
戦
乱
が
収
ま
っ
て
の
土
の
香

へ
の

帰
結
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
四
十
年
の
歳
月
は
総
て
の
も

の
を

忘
れ
去
ら
せ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
な
さ
そ
う
だ
っ
た
。
　
一
つ
一
つ
の
ハ
ー

ド
ル
を
越
え
て
行
く
た
び
に
、
そ
の
障
害

の
多
さ
に
驚
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
古
典
的
芸
能
に
対
す
る
我
々
の

不
用
意
さ
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
予
期
し

て
’
県
の
民
俗
芸
能
保
存
協
会
長
永
田
先
生

に

お
話
を
承
わ
っ
た
。
且
て
劇
作
家
と
し

て

知

ら
れ
た
先
生
の
深
い
教
養
と
，
当
市

の

文
化
財
保
護
委
員
の
座
間
美
都
治
先
生

に

予
想
さ
れ
る
問
題
点
と
’
そ
れ
に
対
す

る
処
理
の
仕
方
、
等
々
半
日
の
話
合
い
を

基
盤

に
、
ス
タ
ー
ト
は
切
ら
れ
た
の
で
あ

っ

た
が
、
当
時
の
県
教
育
庁
の
熊
谷
肇
氏

の
ご

協
力
は
、
過
去
の
経
験
者
の
発
掘
か

ら
、
指
導
の
依
頼
に
至
る
ま
で
一
切
の
面

倒
を
見
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ

な
い
。

　

さ
て
、
困
難
点
で
あ
る
が
、
ま
ず
第
一

に

踊

り
の
動
作
だ
が
、
指
導
者
自
身
が
完

全
に

は

思
い

出
せ
ず
練
習
期
間
の
後
半
に

い
た

っ

て

漸
く
ま
と
ま
っ
た
こ
と
。
ま
た

歌
詞
の
中
に
は
土
俗
語
も
あ
る
と
か
で
、

何
だ

か
分

ら
な
い
も
の
を
そ
の
ま
ま
覚
え

る
む
ず
か
し
さ
と
、
二
十
四
節
に
亘
る
長

い

原
文
で
あ
っ
た
こ
と
。
　
（
現
在
は
，
上

演
時
間
の
関
係
で
’
ピ
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
し

た
も
の
を
常
用
し
て
い
る
。
）
第
二
は
仮
面

の
大
部
分
が
塗
り
の
剥
落
、
頭
髪
は
跡
形

す
ら
な
く
、
衣
類
・
旗
さ
し
物
も
な
に
一

つ
使
え
る
も
の
が
な
く
、
笛
・
太
鼓
、
そ

の

他
の
小
道
具
全
部
が
新
調
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
こ
と
’
等
々
今
に
し
て
思

え
ば
、
よ
く
も
乗
り
越
え
た
か
と
も
思
え

る
程
で
あ
っ
た
。

　

な
お
獅
子
舞
に
つ
い
て
は
’
　
『
日
本
の

音
を
つ
く
る
』
の
著
者
、
東
大
講
師
の
柴

田
南
雄
先
生
は
、
筆
者
に
「
こ
の
獅
子
舞

唄
の
リ
ズ
ム
の
根
底
を
流
れ
て
い
る
も
の

は
、
田
植
唄
で
あ
り
、
作
業
唄
で
あ
る
。
」

と
教
え
ら
れ
て
い
る
。

　

田
名
八
幡
宮
の
獅
子
舞
の
起
こ
り
に
つ

い

て
、
最
初
に
当
地
に
伝
わ
る
、
伝
説
に

つ
い

て

述
べ
た
が
、
永
田
先
生
の
お
説
に

よ
る
と
’
江
戸
初
期
か
ら
現
わ
れ
た
r
l

人
立
ち
二
頭
獅
子
舞
』
と
い
い
’
　
F
神
奈

川
県

を
南
限
と
し
、
武
蔵
国
の
西
部
地
区

か

ら
流
入
し
た
風
流
獅
子
舞
の
系
統
で
あ
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．

り
、
そ
し
て
そ
の
初
発
は
凡
て
江
戸
時
代

で
あ
る
と
い
う
o
］
　
＝
下
九
沢
御
嶽
神
社

に

現
存
す
る
「
日
本
獅
子
舞
由
来
」
と
い

う
秘
巻
に
あ
り
、
三
頭
の
構
成
は
密
教
儀

軌
の

日
月
星
・
仏
法
僧
・
三
宝
荒
神
の
、

”

三
”
に
よ
る
と
明
記
し
て
あ
る
と
い
う
。

そ
し
て
こ
れ
を
、
父
母
子
・
雄
雌
な
ど
と

分
け
て
い
る
の
は
、
俗
解
で
あ
る
。
ま
た

腹
太
鼓
を
天
笠
震
旦
の
渡
来
品
と
断
じ
’

こ
れ
を
腹
部
に
つ
け
る
意
味
、
万
灯
を
須

弥
壇
の
表
徴
、
獅
子
舞
を
十
二
法
と
す
る

の

は
一
年
の
十
二
か
月
’
神
楽
の
十
二
座

・

薬
師
如
来
の
十
二
神
将
の
法
制
な
ど
と

い

う
の
は
、
凡
て
密
教
の
大
義
に
則
す
る

構
成
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
獅
子
舞

歌
の
初
句
の
盲
点
と
さ
れ
て
い
る
”
京
よ

り
く
だ
る
唐
絵
の
屏
風
”
は
，
石
清
水
を

意
識

し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と
い
い
、

江
戸
初
期
か
ら
関
東
一
円
の
農
村
に
拡
が

っ

た

も
の
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
た
。
そ
し

て
，
娯
楽
と
青
年
戒
行
を
兼
ね
て
’
祭
俗

と
し
採
用
さ
れ
た
も
の
だ
と
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
田
名
八
幡
宮
の
昔
獅
子
舞

を
や
っ
た
古
老
に
聞
く
と
’
我
々
が
や
る

と
き
に
、
そ
の
当
時
の
踊
り
の
師
匠
は
必

ず

「
獅
子
舞
を
や
る
者
は
、
童
貞
に
限

る
」
と
き
つ
く
い
わ
れ
た
と
語
る
が
、
関

連
し
て
考
え
る
と
確
か
に
そ
う
と
受
け
と

め

ら
れ
て
い
い
と
思
え
る
。

　
小
学
生
五
年
生
以
上
、
中
学
生
、
若
い

社
会
人
と
、
養
成
に
支
障
が
出
る
た
び
に

練
習
生
を
替
え
て
来
る
こ
と
実
に
十
五
年

現
在
定
着
を
み
て
い
る
の
は
社
会
人
で
あ

る
。
そ
の
成
長
株
の
集
団
と
、
別
に
数
年

前
か

ら
仲
間
入
り
し
て
き
た
、
最
初
か
ら

の

社
会
人
と
対
比
し
て
、
或
は
十
五
年
前

か

ら
社
会
人
を
募
集
し
た
方
が
よ
か
っ
た

か

？
と
考
え
ら
れ
る
ふ
し
も
無
く
は
な
い

が
’
1
長
一
短
そ
れ
ぞ
れ
に
長
短
所
が
み

ら
れ
る
。
特
に
よ
く
言
わ
れ
る
出
演
者
に

対
す

る
通
念
で
あ
る
が
、
た
し
か
に
日
本

の
歴
史
の
上
か
ら
は
芸
人
に
対
す
る
評
価

と
し
て
「
河
原
乞
食
」
と
い
う
侮
辱
的
な

言
葉
で
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し

い

が
、
今
日
に
至
れ
ば
西
洋
流
に
ア
ー
チ

ス
　
z
－
　
（
　
A
r
t
i
s
t
　
）
－
v
し
’
　
1
般
に
は
芸
術

家
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
当
然
で
あ
る
と
思

わ
れ
て
な
ら
な
い
し
、
そ
の
こ
と
の
必
要

度
は
、
少
年
、
青
年
、
壮
年
の
別
な
く
考

え
て

お
く
べ
き
で
重
大
な
こ
と
の
一
つ
で

あ
る
と
強
く
推
定
す
る
。
そ
し
て
’
こ
の

根
本
理
念
は
，
是
非
大
人
の
仲
間
に
示
範

し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
し
、
一
般
の

人
達

も
是
非
強
く
意
識
さ
れ
て
、
美
し
い

調
和
の
中
に
、
日
本
人
自
身
の
残
し
た
’

日
本
人
自
身
の
た
め
の
、
貴
重
な
文
化
財

の
保
護
育
成
に
ご
協
力
願
え
る
神
奈
川
県

人

で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
念
じ
て
い
る
。

（
田
名
八
幡
宮
獅
子
舞
保
存
会
前
会
長
）

i｝Lx答

守

る
ぞ
／
い
な
り
っ
こ

　

F
い

な
り
っ
こ
」
と
は
’
古
く
は
、
稲

荷
信
仰
の
行
事
の
一
つ
で
あ
り
ま
し
て
、

農
村
の
豊
作
祈
願
や
、
漁
村
の
豊
漁
、
商

売
繁
盛
を

祈

る
庶
民
信
仰
、
稲
荷
講
が
誰

っ

て
’
r
い
な
り
っ
三
に
な
っ
た
と
い
わ

湊

不
二
雄

れ

て

い

ま
す
。
　
「
い
な
り
っ
こ
」
は
、
子

供
達

が
、
キ
ツ
ネ
’
ひ
ょ
っ
と
こ
、
え
び

す
な
ど
個
性
豊
か
な
面
を
か
ぶ
り
、
太
鼓

や
’
笛
に
合
わ
せ
て
踊
る
と
い
．
つ
も
の
で
、

「
面
神
楽
」
の
子
供
版
と
し
て
、
地
域
に
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’

t
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稔
ー
9
y
n
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t
　
t
／
－
’
l
r
“
t
s
　
h
l
，
・
6
　
・

親
し
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　
昔
は
、
二
月
の
初
午
近
く
に
な
る
と
、

各
里
ご
と
に
，
宿
（
練
習
場
所
）
を
交
代
で

決
め
’
夕
方
か
ら
稽
古
を
し
、
二
月
の
十

日
、
十
一
日
に
は
、
各
里
の
お
稲
荷
社
の

前
に

舞
台

を
建
て
’
夜
の
更
け
る
ま
で
踊

り
，
宿
に
当
っ
た
家
で
ご
ち
そ
う
に
な
っ

た

り
す
る
の
を
楽
し
み
に
し
た
行
事
で
し

た

が
、
昭
和
三
十
五
年
ご
ろ
か
ら
、
す
た

れ
て

い

き
、
三
十
七
年
に
は
殆
ん
ど
消
え

て

し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
十
年
後
の
四

十
七
年
ご
ろ
か
ら
「
い
な
り
っ
こ
」
復
活

の

声
が
あ
が
り
’
そ
の
年
、
県
立
三
浦
青

少
年
会
館
が
開
館
し
、
昭
和
四
十
八
年
二

月
十
↓
日
に
復
活
第
一
回
の
い
な
り
っ
こ

発
表
会
が
関
係
者
の
協
力
に
よ
り
開
か
れ

ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
い
な
り
っ
こ
保
存
会
が
海
南

神
社
青
年
会
、
神
楽
師
会
、
楽
難
会
の
会

員
の
協
力
に
よ
り
結
成
さ
れ
、
各
地
域
ご

と
で
な
く
、
全
地
域
の
子
供
が
集
ま
り
、

県
立
三
浦
青
少
年
会
館
で
稽
古
と
発
表
会

が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
数
年

間
は
一
月
の
中
ご
ろ
か
ら
稽
古
し
、
二
月

十
1
日
に
発
表
会
を
開
い
て
い
ま
し
た
が

そ
の
後
春
休
み
を
利
用
し
、
四
月
の
発
表

会
に

な
り
ま
し
た
。

　

r
い
な

り
っ
こ
」
に
参
加
し
て
い
る
子
供

達

は
幼
稚
園
児
か
ら
中
学
生
ま
で
で
、
二

月
の
中
頃
か
ら
四
月
の
第
一
日
曜
日
の
発

表
会
ま
で
二
十
数
回
の
稽
古
を
重
ね
ま
す
。

復
活
後
十
数
年
間
は
、
参
加
す
る
子
供
も

三
十
人
ぐ
ら
い
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
数
年

は

地
元

三
崎
の
出
生
児
減
な
ど
で
、
十
数

人

と
減
っ
て
し
ま
い
、
後
継
者
不
足
に
悩

ん

で
い
ま
す
。

　
稽
古

は
、
夜
六
時
半
か
ら
八
時
半
ま
で

の

二
時

間
で
、
神
楽
師
会
の
会
員
の
指
導

の

も
と
で
一
人
1
人
細
か
く
、
和
や
か
な

ム

ー
ド
の
中
に
も
厳
し
く
、
稽
古
を
し
て

い

ま
す
。
稽
古
だ
か
ら
と
い
っ
て
テ
ー
プ

な
ぞ
は
使
い
ま
せ
ん
。
楽
難
会
の
会
員
が

交
代
で
太
鼓
や
笛
を
受
け
持
っ
て
い
ま
す
。

　
今
で
は
演
目
も
初
め
の
頃
よ
り
だ
い
ぶ

多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
前
年
の
第
十
七
回

発
表
会
で
は
、
「
国
が
た
め
」
、
「
種
ま
き
」
、

F
天
狐
の
舞
」
、
コ
ニ
人
和
合
」
、
「
え
び
す

d
i
」
’
　
r
湯
立
」
、
「
千
鳥
」
、
「
黒
面
」
と
八

つ
も
演
目
が
揃
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
’
「
い

な
り
っ
こ
」
な
ら
で
は
の
「
茶
番
」
と
い

う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
落
語
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　

う
に
落
ち
の
つ
い
た
劇
で
す
。
面
も
か
ぶ

ら
ず
、
太
鼓
、
笛
も
あ
り
ま
せ
ん
。
顔
に

お

も
し
ろ
お
か
し
く
化
粧
を
し
て
セ
リ
フ

で
や

る
も
の
で
す
。

　

今

日
ま
で
参
加
し
た
子
供
達
は
’
百
人

ぐ
ら
い
で
す
。
こ
の
よ
う
な
、
素
朴
な
郷

土
芸
能
を
’
私
達
は
、
な
ん
と
し
て
で
も

守
り
’
育
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

い

ま
す
。
多
く
の
人
達
に
見
て
も
ら
い
た

い

と
い
う
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。

　
先

日
の
寒
川
町
で
の
芸
能
大
会
の
「
い

な

り
っ
こ
」
は
ど
う
で
し
た
か
？
子
供
達

は
た
い
へ
ん
喜
ん
で
い
ま
し
た
。
私
達
い

な

り
っ
こ
保
存
会
は
’
地
域
社
会
の
生
活

の

中
か
ら
生
ま
れ
た
素
朴
な
芸
能
が
、
今

日
の
文
化
遺
産
と
し
て
評
価
さ
れ
る
よ
う

に

「
い

な
り
っ
こ
」
の
継
承
を
続
け
る
と

と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
合
い
や
ふ
れ
あ

い

を
通
し
て
’
住
ん
で
い
る
町
へ
の
郷
土

愛
、
上
下
の
友
達
関
係
、
情
操
面
も
そ
な

え
た
後
継
者
づ
く
り
に
励
ん
で
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
年
も
、
二
月
十
三

日
よ
り
、
毎
週
火
曜
日
、
木
曜
日
、
土
曜

日
と
稽
古
を
重
ね
、
四
月
一
日
（
日
曜
日
）

の
県

立
三
浦
青
少
年
会
館
で
の
発
表
会
ま

で
’
元
気
に
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
子
供
達
と
と
も
に
，
郷

土
芸
能
の
灯
、
「
い
な
り
っ
こ
」
を
守
っ
て

い
き
ま
す
。

　
　
　
　

（
三
浦
い

な
り
っ
こ
保
存
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
務
局
長
）

倉
見

離
子
保
存
会
に
つ
い
て

o
　　少

　　女

　　ば

蕾や

　町し
　立
　崇

長雀

崎歪

真

樹

　
わ
た

し
の
入
っ
て
い
る
倉
見
ば
や
し
保

存
会
は
’
1
年
生
か
ら
高
校
生
ぐ
ら
い
ま

で
で
い

ま
練
習
に
き
て
い
る
人
は
四
十
人

ほ

ど
い
ま
す
。
指
導
の
先
生
は
四
人
で
熱

心
に

教
え
て
く
れ
ま
す
。
た
ま
に
高
校
生
の

お
姉
さ
ん
が
教
え
に
来
て
く
れ
て
い
ま
す
。

火
曜

日
の
四
時
か
ら
一
年
生
よ
り
順
に
タ

イ
ヤ
を
か
こ
ん
で
叩
く
の
で
す
。
ひ
と
通

り
終
え
る
と
太
鼓
を
出
し
て
叩
き
ま
す
。

春
三

月
か
ら
十
1
月
の
町
の
産
業
祭
り
ま
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で
練
習
し
ま
す
。
寒
川
神
社
の
浜
降
祭
や

盆
踊

り
凧
揚
げ
大
会
な
ど
、
た
び
た
び
出

演

し
ま
す
が
、
倉
見
神
社
の
お
祭
が
近
づ

く
と
何
時
も
よ
り
一
層
し
ん
け
ん
に
な
っ

て

汗

を
流
す
ほ
ど
練
習
に
打
込
み
ま
す
。

暗
く
な
っ
て
も
皆
な
か
な
か
家
へ
帰
り
ま

せ

ん
o
家
か
ら
迎
え
に
く
る
人
も
い
ま
す
。

　
昨
年
わ
た
し
達
の
町
で
開
催
さ
れ
た
十

一
月
十
九
日
の
神
奈
川
県
民
俗
芸
能
大
会

に

は
’
わ
た
し
達
の
倉
見
ば
や
し
が
町
を

代

表
し
て
出
演
し
ま
し
た
。
男
子
が
数
人

し
か
い
な
い
た
め
に
全
員
女
子
で
出
ま
し

た
。
上
手
な
高
校
生
た
ち
が
そ
の
時
都
合

が

つ
か
な

く
て
出
ら
れ
な
い
で
残
念
だ
っ

た

よ
う
で
す
。
前
日
に
舞
台
で
リ
ハ
ー
サ

ル

し
た
の
で
す
が
、
あ
が
っ
て
う
ま
く
出

来
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
よ
い
よ
当
日
控
え

室

で
待
つ
問
少
し
練
習
し
ま
し
た
が
体
が

か
た

く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
皆
の
顔
も
、

こ
わ
ば
っ
て
緊
張
し
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

大
人
の
ひ

と
が
出
番
を
告
げ
て
き
た
の
で

細
い
通
路
を
太
鼓
や
バ
チ
を
持
っ
て
皆
で

ど
や
ど
や
舞
台
に
運
び
ま
し
た
。
幕
の
外

に

は

見
物
客
の
ざ
わ
め
き
が
し
て
い
ま
し

た
。
幕
が
あ
い
て
笛
の
合
図
で
夢
我
夢
中

で
叩

き
ま
し
た
。
何
時
も
よ
り
テ
ン
ポ
が

早
く
な
っ
て
、
あ
が
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
だ
ん
だ
ん
落
ち
つ
き
客
席
の
顔

が
見

え
て
き
ま
し
た
。
腕
を
大
き
く
高
く

あ
げ
て
叩
き
ま
し
た
。
体
も
や
わ
ら
か
く

な
り
掛
声
も
出
ま
し
た
。
そ
し
て
何
時
ま

で
も
叩
き
続
け
て
い
た
い
気
持
ち
に
な
り

ま
し
た
。

　
わ

た

し
は
太
鼓
が
何
よ
り
も
大
好
き
で

す
。
こ
れ
か
ら
も
機
会
が
あ
れ
ば
’
は
な

や

か

な
大
舞
台
で
上
手
に
祭
ば
や
し
を
叩

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

o

お

は
や
し
雑
唱

o
い

に

し
え
が
見
ゆ
る
祭
の
笛
太
鼓

　
江
戸
時
代
末
期
に
発
祥
し
て
明
治
初
年

に

改
作
補
修
完
成
さ
れ
た
倉
見
ば
や
し

は
、
戦
中
も
途
絶
え
る
事
な
く
受
継
が
れ

て
連
綿
と
し
て
現
在
に
及
ん
だ
こ
と
は
、

誠
に

意
義
深
く
、
こ
の
先
人
の
尊
い
遺
産

を
し
っ
か
り
と
守
っ
て
後
世
に
伝
え
ね
ば

な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
　
こ

o
掌
開
け
ば
汗
ま
み
れ
な
る
難
子
腓
砥

o
稽

古
難
子
蹟
つ
く
た
び
に
大
声
す

o
笛
稽
古
終
る
少
女
ら
唇
な
め
て

　
今

は
す
っ
か
り
子
供
達
が
難
子
連
の
主

役
に

な
っ
て
定
着
し
て
し
ま
っ
た
倉
見
ば

や

し
が
、
そ
れ
も
殆
ど
女
子
で
占
め
ら
れ

て

男
子
の
影
が
薄
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は

極
め

て
残
念
で
あ
る
。
し
か
し
乙
女
ば
や

し
と
し
て
一
味
違
っ
た
貴
重
な
存
在
を
示

猪
　
上
　
操

し
て
い
る
。

1

o
大
鳥
居
潜
る
は
や
し
の
研
か
な

o
海
ま
で
の
道
の
三
里
を
笛
太
鼓

o
神
輿
く
る
難
子
車
を
先
だ
て
て

o
く
ら
闇
に
絡
む
や
神
輿
笛
太
鼓

　
倉
見
は
や
し
は
倉
見
神
社
の
祭
礼
は
も

ち
ろ
ん
盆
踊
り
凧
揚
げ
大
会
な
ど
夏
季
か

ら
の
出
番
は
頻
繁
で
あ
る
。
特
に
盛
大
に

し
て
勇
壮
な
寒
川
神
社
の
浜
降
祭
に
は
午

前
零
時
よ
り
神
輿
と
共
に
暗
闇
の
中
を
茅

ケ
崎
海
岸
ま
で
延
々
七
時
間
の
長
き
に
渡

っ

て
難
子

を
叩
き
続
け
’
い
や
が
上
に
も

伴
奏
と
し
て
祭
を
盛
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。

o
駈

け
だ
し
て
難
子
車
を
迎
え
た
り

o
乙

女
ば
や
し
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
睨

ま
る
る
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も
う
遠
い
昔
日
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が

昭

和
二
十
五
年
七
月
N
H
K
早
朝
ラ
ジ
オ

か

ら
（
早
起
鳥
と
い
う
番
組
）
倉
見
ば
や

し
が
放
送
さ
れ
，
ま
た
近
く
は
六
十
一
年

正
月
倉
見
乙
女
ば
や
し
が
テ
レ
ビ
東
京
よ

り
全
国
放
映
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
我
々
の

太
鼓
連
が
確
固
た
る
保
存
会
を
結
成
し
て

よ
り
ま
だ
十
数
年
で
あ
る
が
幸
い
に
も
背

後
の
温
い
協
力
賛
同
に
よ
り
経
済
的
に
も

恵
ま
れ
た
な
ご
や
か
な
会
を
運
営
す
る
こ

と
が
で
き
、
ま
た
爽
や
か
な
太
鼓
の
ひ
び

き
の
中
に
豊
か
な
感
性
の
子
供
達
を
育
成

す
る
こ
と
が
で
き
得
る
の
は
誠
に
よ
ろ
こ

ば
し
い
限
り
で
あ
る
。

o
後
世
に
残
す
嚥
子
の
音
に
を
り

（倉
見
難
子
保
存
会
副
会
長
）

寒第

川十

　六
町回

民神

蠕
擾
能婁

ぎ
会会

演

目

第
一
部

12

三

番

里

　
　
相
模
人
形
芝
居
　
前
鳥
座

『
増
補
生
写
朝
顔
話

　
　
相
模
人
形
芝
居
　
前
鳥
座

第
二
部

345

（休

平

塚

市

宿
屋
の
段
よ
り
大
井
川
ま
で
」

憩
）

獅
子
舞

　
　
田
名
八
幡
宮
獅
子
舞
保
存
会

『手
古
舞
木
遣
り
」
・
『
鎌
倉
木
遣
り
』

　
　
一
之
宮
木
遣
り
保
存
会

　蒙

。農

膿
禦　
藷
　
垂

平
塚
市

相
模
原
市

寒
川
町

寒
川
町

67

「鳩
間
中
岡
』
・
『
六
調
節
』
・
「
笠
踊
り
』
・
「
コ
－
ム
ツ
サ
ー
』
・

　
　
「
タ
イ
ラ
ク
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踊
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●

●

祭

離
子
の
採
譜

　
私
は

数
年
前
か
ら
祭
難
子
に
興
味
を
持

ち
’
関
東
地
方
、
特
に
神
奈
川
県
内
の
お

祭
を
探
し
歩
い
て
祭
難
子
を
録
音
し
て
採

譜

し
て
い
る
者
で
す
が
、
昨
年
当
協
会
に

入
会
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
も
、
祭
難

子
に

関
す
る
情
報
を
得
た
い
た
め
で
し

た
。
お
か
げ
さ
ま
で
、
海
南
神
社
の
夏
祭

の
見
学

会
（
平
成
元
年
7
月
1
8
日
実
施
）

に

参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
こ

の

見
学
会
の
講
師
の
貝
瀬
さ
ん
は
地
元
の

お
祭
青
年
だ
っ
た
由
で
’
非
常
に
興
味
深

い

お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
し

現
場

見
学
の
際
、
貝
瀬
さ
ん
御
自
身
が
、

「
木
遣
り
」
を
一
曲
唄
っ
て
み
せ
る
な
ど

楽
し
い
見
学
会
で
あ
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
祭
難
子
の
採
譜
を
始
め
て
は

み

た
の
で
す
が
、
や
っ
て
み
る
と
な
か
な

か
大
変
な

作
業
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

西

沢

正

し
た
。

　
ま
ず
、
実
際
の
祭
り
や
民
俗
芸
能
大
会

な

ど
に
出
向
い
て
録
音
す
る
わ
け
で
す
が

私
は
マ
イ
ク
ロ
カ
セ
ッ
ト
を
使
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
’
演
奏
中
に
テ
ー
プ
が
終
わ
っ

て

し
ま
う
事
が
あ
る
の
で
、
レ
コ
ー
ダ
ー

を
二
台
用
意
し
て
交
互
に
連
続
し
て
使
う

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
次
に
こ
れ
を
普
通

の

カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
に
ダ
ビ
ン
グ
し
ま
す

が
，
こ
れ
は
採
譜
す
る
作
業
の
時
に
何
度

も
再
生
巻
き
戻
し
を
く
り
返
す
た
め
、
オ

リ
ジ
ナ
ル
テ
ー
プ
を
い
た
め
た
り
、
う
っ

か
り
消
し
て
し
ま
う
事
が
あ
る
か
ら
で
す
。

次
に
こ
の
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
を
通
勤
途
上

な

ど
に
ウ
ォ
ー
ク
マ
ン
で
何
回
か
く
り
返

し
て
聞
い
て
’
全
体
を
大
体
頭
に
入
れ
ま

す
。
次
に
は
，
こ
れ
を
一
寸
き
ざ
み
に
何

回
も
再
生
巻
き
返
し
を
く
り
返
し
な
が
ら
、

一 14一

戸

少

し
つ
つ
楽
譜
に
落
と
し
て
い
v
わ
け
で

す
が
，
用
紙
は
笛
の
た
め
の
五
線
と
、
締

太
鼓
・
大
太
鼓
・
鉦
用
に
各
一
本
の
単
線

を
三
本
な
ら
べ
て
引
い
た
も
の
を
コ
ピ
ー

し
て
使
っ
て
い
ま
す
。

　
笛
の
記
譜
法
で
す
が
、
篠
笛
は
半
音
程

つ
つ
違
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
調
子
の
も
の
が

あ
り
’
音
の
低
い
（
長
さ
の
長
い
）
方
か

ら
l
本
、
二
本
…
と
い
う
ふ
う
に
呼

ば

れ
て
い
て
’
多
く
の
笛
で
は
歌
口
側
の

端
に

漢
数
字
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。
東
京

で

は
六
本
と
七
本
が
、
神
奈
川
県
で
は
二

本
か

ら
五
本
迄
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
よ

う
で
す
。
ま
た
，
同
じ
グ
ル
ー
プ
で
は
同

じ
調
子
の
笛
を
使
っ
て
い
る
場
合
が
多
い

の

で
す
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
り
、

実
際
の
演
奏
を
聞
い
て
い
る
と
、
笛
の
吹

き
手
が
交
代
し
た
時
に
ガ
ラ
ッ
と
調
子
が

変
わ
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
事
も
あ
り
ま
す
。

従
っ
て
、
笛
を
実
音
で
五
線
譜
に
落
す
と

そ
の
時
使
っ
て
い
る
笛
の
調
子
に
応
じ
て
、

例
え
は
ハ
調
で
書
い
た
り
嬰
ハ
調
で
書
い

た
り
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
不
合

理

な
の
で
，
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
の
チ
ュ
ー
バ

な
ど
の
よ
う
に
移
調
し
て
記
譜
す
る
こ
と

に

し
て
い
ま
す
。
こ
う
す
る
と
、
五
線
の

同
じ
位
置
に
あ
る
音
譜
は
ど
の
調
子
の
笛

を
使
っ
て
も
同
じ
指
使
い
で
吹
け
ば
よ
い

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
次
に
太
鼓
や
鉦
の
記
譜
法
で
す
が
’
こ

れ

は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
ド
ラ
ム
の
譜
の
よ

う
に
’
1
本
の
線
に
音
譜
を
の
せ
て
書
い

て

い

ま
す
。
バ
チ
を
持
つ
手
が
右
手
か
左

手
か
と
い
う
こ
と
は
、
ビ
デ
オ
で
録
画
で

も
し
な
い
か
ぎ
り
テ
ー
プ
で
聞
い
て
は
わ

か

り
ま
せ
ん
の
で
、
区
別
し
て
記
譜
し
て

い

ま
せ
ん
。
ま
た
’
間
を
と
る
た
め
に
軽

く
バ
チ
を
皮
に
当
て
る
奏
法
と
か
、
フ
チ

打

ち
な
ど
の
音
は
、
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
の

頭

を
×
印
に
し
て
注
記
を
し
て
区
別
し
て

い

ま
す
。
鉦
の
場
合
も
、
残
響
の
多
い

「
チ
ャ
ン
」
と
い
う
音
と
、
残
響
の
少
な

い

「
チ
キ
」
と
い
う
音
を
は
っ
き
り
区
別

し
て
演
奏
し
て
い
る
場
合
に
は
’
そ
れ
を

区
別
し
て
記
譜
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
採
譜
す
る
上

で
、
い
ろ
い
ろ
と
む
ず
か
し
い
問
題
が
あ

り
ま
す
。

L
　
ホ
s
ル
の
舞
台
で
の
演
奏
の
場
合
、

2

ホ
ー
ル
の
残
響
が
多
い
と
太
鼓
の
細

か

い

リ
ズ
ム
が
明
瞭
に
分
離
で
き
な

い
o
こ
の
点
で
は
’
多
少
雑
音
が
あ

っ

て

も
屋
外
で
録
音
し
た
も
の
の
方

が
よ
い
。

シ

チ

ョ
ウ
メ
な
ど
で
、
二
つ
の
締
太

鼓
が
別

の

リ
ズ
ム
を
打
つ
場
合
、
二

　
　
つ
の
締
太
鼓
が
別
の
リ
ズ
ム
を
打
つ

　
　
場
合
、
二
つ
の
締
太
鼓
の
音
質
が
同

　
　
じ
な
た
め
、
分
離
し
て
聞
き
と
れ
な

　
　
い
o

3
　
笛
の
吹
き
そ
こ
な
い
や
、
太
鼓
の
叩

　
　
き
そ
こ
な
い
が
あ
る
。
鉦
の
場
合
な

　
　
ど
、
気
が
向
い
た
時
に
打
つ
だ
け
と

　
　
い
う
場
合
す
ら
あ
る
。

4
　
笛
の
低
音
域
の
音
は
音
量
が
小
さ
い

　
　
の

で
、
太
鼓
の
音
に
マ
ス
ク
さ
れ
て

　
　
聞
き
と
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、

同

じ
演
奏
を
何
回
か
録
音
し
て
、
比
較
し

な

が

ら
採
譜
す
る
し
か
な
い
の
で
す
が
、

笛
の
奏
者
が
未
熟
で
何
回
録
音
し
て
も
キ

チ
ン
と
演
奏
し
て
く
れ
な
い
よ
う
な
場
合

は

お

手
上
げ
で
す
。

　

さ
て
’
祭
難
子
の
伝
承
は
口
承
伝
承
に

よ
っ
て
い
て
，
楽
譜
は
無
い
場
合
が
大
部

分
の
よ
う
で
す
。
こ
の
口
承
伝
承
の
方
法

は
、
笛
の
場
合
な
ら
「
ト
ヒ
ャ
ラ
ヒ
ャ
ラ

…
　
J
’
太
鼓
の
場
合
な
ら
「
テ
ン
テ

ケ
ツ
ク
…
」
と
い
う
よ
う
な
文
句

（
唱
歌
シ
ョ
ウ
ガ
’
又
は
ジ
ゴ
ト
な
ど
と

呼
は

れ

る
）
を
覚
え
さ
せ
て
教
え
る
方
法

が

と
ら
れ
て
い
て
’
楽
譜
が
あ
る
場
合
も

こ
れ
ら
の
文
句
を
そ
の
ま
ま
仮
名
文
字
で

書

き
下
し
た
仮
名
譜
が
多
く
、
五
線
譜
が

使

わ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
よ
う
で
す
。
し

か

し
、
こ
れ
ら
の
仮
名
譜
だ
け
で
は
音
を

再
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
が
、
五
線

譜

で

あ
れ
ば
、
譜
さ
え
読
め
れ
ば
初
め
て

の

人

で

も
容
易
に
演
奏
す
る
こ
と
が
出
来

る
と
思
い
ま
す
。
最
近
は
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク

シ

が
読
め

る
若
者
も
多
く
な
っ
て
い
る
よ

う
で
す
の
で
、
祭
難
子
を
伝
承
し
て
い
る

方
々
も
、
録
音
テ
ー
プ
を
残
す
と
共
に
、

い

っ

た
ん
五
線
譜
に
採
譜
し
て
お
け
ば
’

正
確

に
伝
承
で
き
る
で
し
ょ
う
し
、
い
っ

た

ん
伝
承
が
途
絶

え
た
場
合
で
も
’
再
現

す
る
こ
と
が
容
易
に
な
ろ
う
と
思
い
ま
玄
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・
　
　
　
　
　
　
、

新

規

会

員

募

集

　
民
俗
芸
能
を
実
際
に
行
っ
て
い
る
人
’

ま
た
民
俗
芸
能
に
興
味
を
お
持
ち
の
人
等

協
会
で
は
，
多
く
の
方
々
の
入
会
を
お
持

ち
し
て
お
り
ま
す
。
会
員
の
皆
様
も
勧
誘

に

御
協
力
下
さ
い
。
な
お
’
協
会
の
事
業

と
し
て
は
’
県
民
俗
芸
能
大
会
の
開
催
、

各
種
芸
能
見
学
会
、
講
演
と
映
画
の
会
、

会
報
の
発
行
等
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

入
会
ご

希
望

の
方

は
、
氏
名
、
住
所
、
職

業
、
電
話
番
号
を
明
記
の
上
’
会
費
（
年

額
1
口
個
人
千
円
、
団
体
二
千
円
）
を
納

入
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
納
入
方
法
に

つ
い

て

は
’
事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
下

さ
い
。

会
費
の
納
入
に
つ
い
て

　
当
協
会
の
事
業
の
円
滑
な
運
営
の
た
め

に

は
、
会
員
の
皆
様
の
会
費
納
入
に
つ
い

て
の
御
協
力
が
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
す
。
会

費
は
原
則
と
し
て
’
各
年
度
五
月
末
日
ま

で
に

納
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

協

会

行

事

報
告

o
全

国
民
俗
芸
能
大
会
の
見
学
会

期
　
日
　
平
成
元
年
H
月
2
5
日
（
土
）

場
　
所
　
（
財
）
日
本
青
年
館

概
　
要
　
こ
の
全
国
民
俗
芸
能
大
会
は

　
文
化
庁
企
画
で
毎
年
催
さ
れ
て
お
り

　
今
回

で
39

回
目
を
数
え
る
。

　
　

こ
の
見
学
会
は
昨
年
度
に
引
き
続

　
き
会
員
か
ら
の
要
望
に
よ
り
実
施
。

　
参
加
者
数
38
名

　
　
今
回
は

開
演
前
に
解
説
書
を
配
布

　
し
’
自
由
見
学
の
形
で
行
っ
た
。

　
　
演
目
は
鵜
鳥
神
楽
（
岩
手
県
）
・

　
徳
山
の
ヒ
ー
ヤ
イ
踊
り
（
静
岡
県
）

　
・
奈
良
豆
比
古
神
社
の
翁
舞
（
奈
良

　
県
）
・
津
田
の
盆
踊
り
（
徳
島
県
）

　
．
徳
之
島
の
歌
と
踊
り
（
鹿
児
島
県
）
。

o
講
演

と
昔
の
小
田
原
難
子
の
レ
コ
ー
ド

　

を
聴
く
集
い

日
時
平
成
2
年
3
月
4
日
（
日
）

　
　
　
　
14

時

～
1
6
時

　
　
場

　
小
田
原
市
中
央
公
民
館

会　
　
演
　
祭
難
子
の
さ
ま
ざ
ま

講　
　
ー
小
田
原
嚥
子
を
中
心
と
し
て
ー

　
　
師
　
樋
口
　
昭
氏

講　
　
要
　
小
田
原
市
教
育
委
員
会
お
よ

概　
び

小
田

原
民
俗
芸
能
協
会
の
後
援
、

　
ま
た
小
田
原
難
子
多
古
保
存
会
の
協

　
力
を
得
て
実
施
。

　
　
小

田
原
難
子
を
中
心
に
現
在
の
他

　
の
地
方
の
祭
嚥
子
と
の
比
較
や
昔
の

　
小

田
原
難
子
の
レ
コ
ー
ド
に
よ
る
比

　
較
な
ど
の
講
演
と
な
っ
た
。
参
加
者

25
人
。

　
1編

集

後
記

　
永
田
衡
吉
会
長
が
突
然
死
去
さ
れ
、
本

号
に

お
い
て
そ
の
卦
報
を
お
届
け
し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い
の
は
誠
に
残
念
な
こ
と
で

す
。
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

　
第
二
十
六
回
神
奈
川
県
民
俗
芸
能
大
会

は

神
奈
川
県
教
育
委
員
会
、
寒
川
町
教
育

委
員
会
、
当
協
会
の
主
催
で
行
わ
れ
ま
し

た
。
今
回
は
大
会
特
集
号
を
お
届
け
し
ま

す
。
お
忙
し
い
中
を
原
稿
を
お
寄
せ
い
た

だ

き
ま
し
た
皆
さ
ま
に
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。　

ま
た
’
本
号
に
久
し
ぶ
り
の
投
稿
が
あ

り
ま
し
た
の
で
お
届
け
し
ま
す
。
編
集
部

で
は

会
員
の
方
々
か
ら
の
投
稿
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
の
で
’
日
頃
の
活
動
状
況
な

ど
お
気
軽
に
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
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