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開
催 
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7
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記
念
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式
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わ
れ
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ロ
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者
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も
あ
り
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秀
者
８
名
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・
学
校
関
係
者
で
の
表
彰
式
で
あ
っ
た
が
、
受
賞
し

た
児
童
や
生
徒
た
ち
は
、
笑
顔
い
っ
ぱ
い
で
表
彰
状
を
受
け

取
っ
て
い
た
。
式
に
は
保
護
者
も
参
加
。
会
場
に
掲
示
さ
れ

た
絵
画
を
こ
ど
も
と
一
緒
に
に
こ
や
か
に
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賞
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れ
る
姿
が

見
ら
れ
た
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今
年
「
茶
山
ポ
エ
ム
展
」
が
30
回
を
迎
え
た
。
節
目
に

当
り
、
茶
山
ポ
エ
ム
展
に
深
く
か
か
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
2

名
の
方
に
寄
稿
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

○「
茶
山
ポ
エ
ム
絵
画
展
三
〇
周
年
に
寄
せ
て
」 

 
 
 
 
 
 

元
菅
茶
山
記
念
館
職
員 

矢
田
笑
美
子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

菅
茶
山
顕
彰
会
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
「
茶
山
ポ
エ
ム
絵

画
展
」
が
30
周
年
を
迎
え
ら
れ
る
と
の
こ
と
、
心
よ
り
お
祝

い
を
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
れ
も
偏
に
顕
彰
会
始
め
、
同
展
を

あ
た
た
か
く
ご
支
援
く
だ
さ
い
ま
し
た
皆
さ
ま
の
ご
尽
力
の

賜
物
と
元
関
係
者
と
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
同
展
三
〇

周
年
に
あ
た
り
思
い
出
話
な
ど
寄
稿
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

さ
て
、
同
展
は
教
育
者
、
漢
詩
人
で
あ
る
菅
茶
山
を
広
く

子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い
く
と
い
う
趣
旨
か
ら
茶
山
の
漢
詩

の
意
訳
を
鑑
賞
し
て
も
ら
い
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
絵
に
描
く

こ
と
で
、
そ
の
詩
と
人
物
へ
の
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
と
い

う
も
の
で
す
。 

そ
の
先
駆
け
と
な
っ
た
の
が
、
『
ま
ん
が
物
語
・
神
辺
の

歴
史
』
（
中
山
善
照
著
、
神
辺
を
元
気
に
す
る
会
一
九
八
九 

年
出
版
）
で
し
た
。 

同
書
に
菅
茶
山
の
漢
詩
が
「
夕
日
」
「
冬
至
」
「
蝶
」
な 

ど
に
改
題
さ
れ
て
、
わ
か
り
や
す
い
意
訳
と
英
訳
で
紹
介
さ

れ
、
子
ど
も
に
限
ら
ず
誰
も
が
菅
茶
山
の
漢
詩
を
と
て
も
身

近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
「
茶
山
ポ
エ

ム
・
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
パ
ー
テ
ィ
ー
」
と
題
し
て
、
茶

山
ポ
エ
ム
（
意
訳
）
を
音
楽
と
ラ
ッ
プ
で
楽
し
む
ミ
ニ
コ
ン

サ
ー
ト
も
催
さ
れ
、
当
時
と
し
て
は
斬
新
な
と
り
組
み
と
し

て
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
も
発
想
を
得

て
、
一
九
九
三
年
に
茶
山
ポ
エ
ム
絵
画
展
が
始
ま
り
ま
し

た
。（
そ
の
前
年
一
九
九
二
年
に
菅
茶
山
記
念
館
が
開
館
し
、

同
展
と
と
も
に
三
〇
周
年
の
節
目
を
迎
え
る
）
既
存
の
茶
山

ポ
エ
ム
（
中
山
善
照
氏
意
訳
）
に
加
え
、
新
た
に
漢
詩
の
選

定
と
意
訳
を
当
時
の
顕
彰
会
役
員
で
教
育
現
場
OB
の
方
々

が
熱
心
に
と
り
組
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。 

第
1
回
当
時
は
六
〇
〇
点
余
り
の
出
品
点
数
で
し
た
が
、

ワ
ー
プ
ロ
の
時
代
で
し
た
の
で
、
出
品
者
情
報
は
す
べ
て
手

入
力
で
、
何
を
ど
こ
ま
で
確
認
す
る
か
な
ど
、
作
業
に
も
か

な
り
時
間
が
か
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
パ
ソ
コ
ン
が
導
入
さ

れ
て
平
均
的
に
約
三
〇
〇
〇
点
の
出
品
数
と
な
っ
て
、
作
業

に
も
要
領
を
得
て
、
現
在
の
よ
う
な
形
式
で
継
続
さ
れ
て
い

ま
す
。 

審
査
は
、
当
初
か
ら
児
童
絵
画
の
審
査
に
定
評
の
あ
っ
た

故
縄
稚
輝
雄
先
生
が
務
め
ら
れ
、
何
回
展
か
ら
と
は
思
い
出

せ
ま
せ
ん
が
、顕
彰
会
理
事･

神
辺
美
術
協
会
理
事
長
で
あ
っ

た
故
長
谷
川
樹
先
生
も
ご
一
緒
に
務
め
ら
れ
ま
し
た
。
審
査

会
の
た
び
に
「
毎
回
こ
の
審
査
会
は
楽
し
み
な
ん
で
す
よ
」

と
、
両
先
生
と
も
に
実
に
手
際
が
よ
く
、
溌
剌
と
し
た
姿
が

思
い
出
さ
れ
ま
す
。 

そ
の
後
、
審
査
は
神
辺
美
術
協
会
に
依
頼
す
る
こ
と
と
な

り
、
数
年
前
か
ら
は
審
査
会
場
を
神
辺
文
化
会
館
小
ホ
ー
ル

に
移
す
な
ど
、
年
々
手
順
も
改
善
さ
れ
な
が
ら
現
在
に
至
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
作
品
の
受
付
か
ら
審
査
、
展
示
、
表

彰
式
、
返
却
ま
で
の
冬
シ
ー
ズ
ン
は
本
当
に
慌
た
だ
し
い

日
々
で
し
た
が
、
展
示
会
期
中
は
、
多
く
の
子
ど
も
た
ち
と

そ
の
家
族
等
で
館
内
が
一
番
活
気
に
満
ち
て
い
ま
し
た
。 

こ
れ
ま
で
記
念
館
展
の
ほ
か
に
、
ふ
く
や
ま
美
術
館
展
、

県
庁
・
市
役
所
ロ
ビ
ー
展
、
医
院
展
、
町
並
み
格
子
戸
展
々

の
移
動
展
で
広
く
PR
し
て
こ
ら
れ
た
労
力
に
も
頭
が
下
が

る
思
い
で
す
。
同
展
の
あ
ゆ
み
は
顕
彰
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
す
が
、
三
〇
周
年
と
い
え

ば
、
す
で
に
親
子
二
代
に
亘
っ
て
出
品
さ
れ
て
い
る
方
も
多

く
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
層
感
慨
深

く
感
じ
ら
れ
て
、
あ
ら
た
め
て
今
日
ま
で
の
ご
支
援
に
対
し

感
謝
の
言
葉
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

○
「
茶
山
ポ
エ
ム
絵
画
展
黎
明
の
こ
ろ
」 

 
 
 
 
 

元
菅
茶
山
顕
彰
会
事
務
局
長 

渡
辺
慧
明 

 

こ
の
と
こ
ろ
首
を
痛
め
て
町
内
の
整
形
外
科
医
院
に
通
っ

て
い
る
。
あ
る
日
、
リ
ハ
ビ
リ
室
正
面
の
椅
子
に
額
装
さ
れ

た
一
点
の
絵
が
置
か
れ
て
い
た
。 

「
令
和
4
年
度
ポ
エ
ム
絵
画
深
安
地
区
医
院
展
」
画
題
「
雪

の
日
」
そ
し
て
町
内
小
学
校
1
年
生
の
名
前
が
書
か
れ
て
い

た
。
思
わ
ず
近
寄
っ
て
し
み
じ
み
と
眺
め
て
い
る
と
「
こ
の

子
を
ご
存
じ
な
ん
で
す
か
？
」
案
内
の
女
性
が
話
し
か
け
て

き
た
。 

「
い
や
、
こ
の
絵
画
展
が
始
ま
っ
た
頃
に
か
か
わ
っ
て
い
た

も
の
で
す
か
ら
懐
か
し
く
て
。
で
も
、
ず
い
ぶ
ん
昔
の
こ
と

で
す
。」 

「
そ
う
な
ん
で
す
か
」 

 

今
年
は
ポ
エ
ム
絵
画
展
３０
周
年
だ
と
い
う
。
そ
ん
な
に
長

い
年
月
が
経
っ
た
の
か
。
こ
の
絵
画
展
は
多
く
の
有
志
の
ご

支
援
と
ご
協
力
を
得
な
が
ら
今
を
迎
え
て
い
る
。 

そ
し
て
、
こ
の
絵
画
展
を
語
る
に
つ
け
、
欠
か
す
こ
と
の

で
き
な
い
人
が
い
る
。 

故
岩
川
千
年
先
生
で
あ
る
。 

岩
川
先
生
は
福
山
市
内
の
中
学
校
長
を
退
職
の
後
、
旧
神

辺
町
教
育
長
を
務
め
ら
れ
た
。
毎
月
１
回
の
町
内
校
長
会
で

は
「
終
わ
っ
た
ら
ワ
シ
に
５
分
ほ
ど
話
さ
せ
て
く
れ
ん
か
の

う
。」
と
言
わ
れ
「
ワ
シ
は
町
内
の
全
部
の
学
校
に
茶
山
の
絵

を
描
か
せ
た
い
ん
じ
ゃ
」と
繰
り
返
し
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。 

そ
の
頃
（
平
成
４
年
）「
ま
ん
が
神
辺
の
歴
史
」
が
発
刊
さ

特 

別 

寄 

稿 
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れ
、著
者
の
中
山
善
照
氏
に
よ
る
茶
山
詩
の
紹
介
が
あ
っ
た
。

原
文
か
ら
読
み
下
し
文
、
そ
し
て
子
ど
も
向
け
の
訳
詩
に
は

心
和
む
絵
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。
今
、
子
ど
も
た
ち
が
画
題

に
し
て
い
る
「
茶
山
ポ
エ
ム
」
が
こ
こ
に
生
ま
れ
た
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
年
を
追
っ
て
画
題
は
増
え
、
子
ど
も
た
ち
は
よ

り
多
く
の
選
択
肢
か
ら
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
る
よ

う
に
な
っ
た
。 

あ
る
時
私
は
岩
川
先
生
に
尋
ね
た
。 

「
先
生
は
教
育
長
を
退
任
さ
れ
た
あ
と
何
を
さ
れ
ま
す
か
？
」 

「
そ
り
ゃ
ポ
エ
ム
よ
う
、
あ
ん
た
が
退
職
し
た
ら
、
手
伝
う

て
く
れ
ん
か
の
う
」 

私
が
定
年
を
迎
え
る
と
す
ぐ
に
、先
生
が
拙
宅
に
来
ら
れ
た
。

「
こ
れ
か
ら
お
金
を
も
ら
い
に
行
く
か
ら
一
緒
に
来
て
く
れ 

え
、
あ
ん
た
は
領
収
書
を
書
い
て
く
れ
え
」 

町
内
の
医
院
、
歯
科
医
院
を
く
ま
な
く
回
っ
て
寄
付
を
募

る
と
言
う
。
医
院
の
窓
口
に
行
く
と 

「
ち
ょ
っ
と
先
生
に
お
会
い
し
た
い
ん
で
す
が…

」 

「
先
生
は
今
、
診
察
中
で
す
が…

」 

「
そ
こ
を
ち
ょ
っ
と…

」 

何
事
か
と
出
て
き
た
医
師
に
当
顕
彰
会
会
長
高
橋
孝
一
氏

の
名
に
よ
る
趣
意
書
を
手
渡
し
、
患
者
を
待
た
せ
て
説
明
す

る
。
ま
だ
ゴ
ム
印
も
角
印
も
作
っ
て
い
な
い
。
交
渉
が
成
立

す
る
と
領
収
書
づ
く
り
。
手
書
き
で
「
菅
茶
山
先
生
遺
芳
顕

彰
会
」（
当
時
の
正
式
名
称
）
渡
辺
慧
明 

印
。
大
急
ぎ
で
書

い
て
渡
す
の
が
私
の
役
目
で
し
た
。
そ
の
強
引
さ
に
あ
き
れ

な
が
ら
も
岩
川
先
生
の
強
烈
な
意
欲
と
情
熱
に
圧
倒
さ
れ
る

思
い
で
し
た
。 

こ
う
し
て
先
生
自
ら
が
体
を
張
っ
て
集
め
ら
れ
た
貴
重
な

資
金
を
も
と
に
町
内
６
小
学
校
１
年
か
ら
６
年
生
ま
で
全
員
、

一
部
保
育
所
、
幼
稚
園
、
中
学
校
か
ら
の
応
募
も
加
わ
り
、

菅
茶
山
記
念
館
展
、
医
院
・
歯
科
医
院
展
、
町
並
み
格
子
戸

展
、や
が
て
は
福
山
市
役
所
ロ
ビ
ー
展
と
発
展
し
て
行
っ
た
。 

栄
枯
盛
衰
、
茶
山
ポ
エ
ム
絵
画
展
も
我
々
民
間
団
体
の
手

を
離
れ
、
運
営
を
公
的
機
関
に
委
ね
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

が
、
播
か
れ
た
種
が
大
き
く
育
っ
た
今
、
か
つ
て
そ
れ
を
描

い
た
子
ど
も
た
ち
が
立
派
に
成
長
し
、
社
会
の
担
い
手
と
し

て
活
躍
し
て
い
る
姿
を
思
う
に
つ
け
、
一
入
の
感
慨
を
覚
え

る
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
先
も
神
辺
に
育
ち
神
辺
を
ふ
る
さ

と
と
す
る
人
た
ち
の
幼
い
日
の
思
い
出
と
し
て
深
く
心
に
留

ま
る
こ
と
を
願
う
こ
の
頃
で
あ
る
。 

        

   

一
、
廉
塾
生
へ
の
追
悼
詩
㈡ 

 

廉
塾
に
入
塾
し
た
人
物
に
つ
い
て
は
「
塾
生
預
銀
差
引
算

用
帳
」
に
あ
る
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
多
く
の
若
者
が
全

国
か
ら
学
び
に
訪
れ
て
い
る
が
、
志
半
ば
で
死
去
し
た
若
者

が
い
る
の
で
紹
介
す
る
。 

 

○
高
橋
子
貫 

沼
隈
郡
山
手
村
（
現
福
山
市
山
手
町
）
高
橋
周
右
衛
門
の 

三
子
、
通
称
は
多
田
吉
、
字
が
子
貫
。
年
十
三
歳
で
入
塾
し

留
寓
四
年
目
の
文
化
10
年
（
一
八
一
三
）
12
月
26
日
、
廉

塾
で
没
す
る
。
そ
の
経
過
に
つ
い
て
茶
山
の
日
記
に
次
の
記

述
（
抜
粋
）
が
あ
る
。 

  

12
月
24
日 

唯
吉
腹
痛 

招
滋
野
医
診
之 

 
 
  

25
日 

唯
吉 

兄
市
郎
介
來 

 

招
三
箇
看 

唯
吉
疾 

 
  

 

26
日 

唯
吉
父
母
來 

屬
絋 

 

「
子
貫
急
病
」
の
報
を
山
手
村
の
家
族
に
知
ら
せ
る
。
兄
や

両
親
が
駆
け
つ
け
医
師
に
診
せ
た
が
没
し
た
の
で
あ
る
。
墓

は
山
手
村
三
寶
寺
に
あ
る
。 

こ
の
時
期
、
茶
山
は
体
調
が
す
ぐ
れ
ず
、
藩
主
正
精
の
出

府
要
請
が
あ
っ
た
が
体
調
不
良
を
理
由
に
出
発
を
延
ば
し
て

い
た
頃
で
、
子
貫
急
死
の
対
処
は
で
き
な
か
っ
た
。
回
復
し

た
茶
山
は
床
を
払
う
と
急
い
で
神
辺
を
出
発
し
て
い
る
。
山

手
村
に
あ
る
子
貫
の
墓
に
参
っ
た
の
は
没
後
三
年
目
で
次
の

詩
を
詠
ん
で
い
る
。 

 

 

子
貫
墓 

『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
』 

後
巻
六
ー
十
六 

三
歳
淸
揚
在
目
前 

三
歳
の
清
揚 

目
前
に
在
り 

奈
何
宿
艸
已
芊
芊 

奈
何

い
か
ん

せ
ん 

宿
草 

已
に
芊
芊

せ
ん
せ
ん 

却
忻
一
面
佳
山
水 

却 か
え

っ
て

忻
よ
ろ
こ

ぶ 

一
面
の
佳
山

か
さ
ん

水す
い 

占
作
君
家
好
墓
田 

占
め
て 

君
家
の
好
墓
田

こ
う
ぼ
で
ん

と
作
す
を 

 

【
大
意
】
眉
目
秀
麗
な
子
貫
の
姿
が
目
前
に
あ
る
よ
う
だ
が 

既
に
三
年
が
経
ち
、
墓
に
は
宿
草
が
芊
芊
と
伸
び
て
い
る
。 

せ
め
て
も
の
喜
び
は
、
眺
望
の
佳
地
に
あ
っ
て
、
君
の
永
住 

地
を
こ
こ
に
占
め
、
好
墓
地
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

茶
山
は
「
子
貫
墓
」
の
詩
を
詠
ん
だ
後
、
遺
族
の
要
請
を 

受
け
て
次
の
よ
う
な
跋
「
書
子
貫
墓
下
詩
後
」
を
送
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
『
黄
葉
夕
陽
村
舎
文
巻
四
ー
八
』
に
あ
る
。 

 

 

茶 

山 

研 

究 

三日市通の民家に掲示された

ポエム絵画を見る子どもたち 

（2018年春、町並格子展） 
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○
森
岡
綱
太 

 
名
は
惟
寅
、
字
は
士
直
、
綱
太
は
幼
名
で
号
は
な
い
。
讃

岐
国
琴
平
の
酒
屋
炭
屋
保
治
の
子
。
炭
屋
は
琴
平
随
一
の
富

豪
で
金
毘
羅
金
光
院
の
御
用
金
を
掌
る
家
柄
で
あ
っ
た
。 

茶
山
の
日
記
に
、 

「
（
文
化
十
四
年
九
月
）
十
三
、
晴
、
小
雨
數
次
、
月
明
し

讃
岐
の
三
野
信
平（
茶
山
弟
子
）、童
綱
太
を
携
え
て
來
る
・・
」

と
あ
り
、
１２
歳
で
茶
山
に
入
塾
す
る
。
綱
太
は
当
時
、
神
童

と
し
て
聞
え
の
高
か
っ
た
少
年
で
あ
っ
た
。 

北
條
霞
亭
は
弟
碧
山
宛
の
書
簡
の
中
で 

「
先
日
來
讃
州
よ
り
才
子
の
童
子
滞
留
い
た
し
候
、
森
岡
綱

太
と
申
す
も
の
、
十
二
歳
に
て
ふ
り
わ
け
髪
の
小
児
に
候
へ

ど
も
、
書
物
は
よ
く
よ
み
候
。
史
記
左
傳
な
ど
も
一
通
手
を

通
し
居
候
。
先
は
奇
童
と
申
す
べ
き
も
の
也
」
と
認
め
て
い

る
。 

 

 

し
か
し
、
文
政
4
年
（
一
八
二
一
）
4
月
11
日
、
帰
省

先
の
琴
平
で
病
没
す
る
。
葬
儀
に
は
門
田
朴
斎
や
塾
生
が
参

列
し
た
と
い
う
。
6
月
に
は
綱
太
の
両
親
が
訪
ね
来
て
、
謝

意
を
表
し
て
い
る
。
「
森
岡
綱
太
墓
誌
銘
」
は
茶
山
の
撰
で

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 

 

「
綱
太
、
年
始
め
て
十
二
、
海
に
抗
し
て
來
り
、
余
の
塾

に
寓
す
。
白
晳
纖
瘦
、
羅
綺
に
勝
え
ざ
る
が
如
し
。
詩
を
賦

し
、
書
を
作
り
畧
已
に
緒
に
就
く
。
而
し
て
人
と
應
接
す
る

老
成
人
の
如
し
。
人
皆
愛
慕
す
る
焉
。
後
略
」（
も
と
漢
文
） 

       

二
、 

頼
山
陽
史
跡
資
料
館
を
訪
ね
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

菅
茶
山
顕
彰
会
副
会
長 

 

黒
瀬
道
隆 

 

12
月
９
日
、
頼
山
陽
史
跡
資
料
館
（
広
島
市
）
を
訪
ね 

た
。
企
画
展
「
青
年
頼
山
陽
」
の
見
学
で
あ
る
。 

展
示
は
「
山
陽
の
幼
少
期
か
ら
廉
塾
に
来
る
」
ま
で
の
足

跡
を
紹
介
し
て
い
る
。
展
示
内
容
を
簡
略
に
紹
介
す
る
。 

○
幼
少
期
の
山
陽 

 

山
陽
は
安
永
9
年
（
一
七
八
〇
）
竹
原
出
身
の
儒
学
者

頼
春
水
と
大
坂
の
儒
医
飯
岡
義
斎
の
娘
静
子
（
号
梅
颸
）
の

長
男
と
し
て
大
坂
江
戸
堀
に
誕
生
。
翌
年
春
水
が
広
島
藩
儒

に
登
用
さ
れ
広
島
に
移
転
。
天
明
５
年
か
ら
広
島
の
生
活
が

本
格
的
に
始
ま
る
。 

 

山
陽
の
幼
名
は
久
太
郎
。
幼
少
期
か
ら
病
弱
で
精
神
的
に

も
不
安
定
な
こ
と
が
多
か
っ
た
。
天
明
６
年
に
は
「
癇
癖

か
ん
ぺ
き

の
症
」
を
発
し
、
以
後
持
病 

と
し
て
久
太
郎
を
苦
し
め
る 

こ
と
と
な
る
。 

 
 
 
 
 

春
水
の
後
継
者
と
し
て
期 

待
さ
れ
、
天
明
８
年
に
学
問 

所
に
入
り
、
築
山
嘉
平
に
武 

芸
も
学
ぶ
。
天
明
８
年
６
月
１２
日
、
茶
山
は
広
島
・
宮
島

に
遊
ん
だ
際
、
『
遊
芸
日
記
』
に
山
陽
と
対
面
し
そ
の
聡
明

さ
を
認
め
る
文
を
記
し
て
い
る
。 

 

○
江
戸
遊
学
と
そ
の
後
の
山
陽 

 

寛
政
９
年
、
江
戸
遊
学
の
た
め
頼
杏
坪
に
同
行
し
、
道
中

の
旅
日
記
「
東
行
手
記
巻
」
を
残
す
。 

江
戸
の
昌
平
黌
に
入
学
。
母
方
の
叔
母
の
夫
尾
藤
二
洲
に

世
話
に
な
り
、
概
ね
真
面
目
に
学
業
に
励
ん
で
い
た
と
い
う 

 

往
時
に
廉
塾
に
立
ち
寄
り
「
夕
陽
黄
葉

・

・

・

・

村
舎
図
」
を
描
い
て

い
る
。
江
戸
か
ら
の
帰
途
面
会
し
た
茶
山
は
「
頼
久
太
郎
寓

尾
藤
博
士
塾
二
年
、
歸
路
過
艸
堂 

因
賦
此
爲
贈
」
（
『
黄

葉
夕
陽
村
舎
詩
』
前
五―

一
）
の
詩
を
詠
ん
で
い
る
。 

寛
政
10
年
（
一
七
九
八
）
４
月
、
帰
郷
し
た
久
太
郎
は
鬱

病
を
発
症
し
、
「
気
色
あ
し
き
」
日
が
続
い
た
。
母
の
「
梅

颸
日
記
」
に
は
宮
島
の
管
弦
祭
に
連
れ
出
す
な
ど
療
養
に
心

を
砕
い
て
い
る
記
述
が
あ
る
。 

翌
年
2
月
、
藩
医
御
園
道
英
の
娘
・
淳
子
と
結
婚
。
し
か

し
、
夜
遊
び
が
多
く
な
り
、
春
水
か
ら
戒
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
詩
文
会
「
輔
仁
会
」
に
入
り
、
文
章
の
錬
磨
に
取
り

組
む
。
久
太
郎
は
、
心
身
に
不
安
を
抱
え
な
が
ら
、
悶
々
と

し
た
日
々
を
送
っ
て
い
る
。 

○
出
奔
～
山
陽
脱
藩
始
末 

 

 

寛
政
12
年
９
月
５
日
、
竹
原
の
大
叔
父
が
死
去
。
春
水
の

名
代
と
し
て
弔
問
に
向
か
う
が
、香
奠
を
持
っ
た
ま
ま
出
奔
。

頼
家
は
大
騒
ぎ
と
な
る
。 

 

久
太
郎
が
京
都
に
居
る
こ
と
が
判
明
し
、
広
島
に
連
れ
戻

さ
れ
る
。
10
月
29
日
神
辺
に
到
着
。
茶
山
も
逃
亡
を
防
ぐ

た
め
警
護
に
当
た
っ
た
と
い
う
。
頼
家
で
は
大
急
ぎ
で
座
敷

牢
を
設
け
て
、
久
太
郎
は
幽
閉
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
２
月
、
淳
子
と
離
縁
と
な
り
、

長
男
聿
庵
が
誕
生
す
る
が
、
頼
家
に
引
き
取
ら
れ
る
。 

座
敷
牢
は
「
囲
」
（
仁
室
）
と
呼
ば
れ
、
久
太
郎
は
「
憐

二
」と
称
し
、読
み
た
い
本
を
差
し
入
れ
て
も
ら
っ
て
い
る
。

「
日
本
外
史
」
は
こ
の
「
囲
」
の
中
で
執
筆
さ
れ
る
。 

脱
藩
は
死
罪
と
な
る
重
罪
で
あ
る
が
、
頼
家
や
周
囲
の

人
々
の
奔
走
で
「
押
し
込
め
」
と
な
り
、
放
免
ま
で
足
か
け

３
年
。
謹
慎
は
さ
ら
に
２
年
続
く
。 

○
雌
伏
～
廃
嫡
後
の
日
々
～ 

 

享
和
3
年
（
一
八
〇
三
）
１２
月
、
幽
閉
を
解
か
れ
る
。

文
化
元
年
「
廃
嫡
」
と
な
り
、
春
風
の
子
景
譲
が
養
子
と
な 

森岡綱太肖像 

「菅茶山の師と弟子たち」 

「菅茶山記念館」発行より 

山陽像の前にて 
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る
。
久
太
郎
が
自
由
の
身
に
な
っ
た
の
は
文
化
２
年
で
あ
る

が
、
無
聊
を
囲
う
日
々
が
続
く
。
久
太
郎
は
著
述
を
続
け
る

傍
ら
、
景
譲
と
遊
郭
へ
出
か
け
る
な
ど
夜
遊
び
が
過
ぎ
、
梅

颸
を
悩
ま
せ
、
春
水
か
ら
叱
責
を
受
け
て
い
る
。 

 

文
化
２
年
（
一
八
〇
五
）
、
春
水
は
久
太
郎
の
幽
閉
生
活

の
保
養
と
景
譲
の
継
嗣
を
先
祖
に
報
告
す
る
た
め
、
連
れ
立

っ
て
竹
原
に
赴
く
。
こ
の
時
、
茶
山
も
招
か
れ
て
い
た
。 

久
太
郎
は
屡
々
茶
山
に
書
簡
を
送
っ
て
お
り
、
文
化
４
年

に
は
「
将
来
へ
の
不
安
や
悩
み
を
吐
露
し
、
茶
山
を
頼
り
に

し
て
好
処
置
を
期
待
す
る
」
等
の
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。 

 

久
太
郎
の
将
来
を
案
じ
た
春
水
は
、
茶
山
に
相
談
。
文
化

6
年
12
月
26
日
（
一
八
〇
九
）
廉
塾
の
都
講
と
し
て
神
辺

に
出
発
す
る
。
30
歳
で
あ
っ
た
。 

 

資
料
館
で
は
主
任
学
芸
員
花
本
哲
志
氏
に
お
世
話
に
な
り

ま
し
た
。 

    

茶
山
は
生
涯
で
何
首
の
詩
を
詠
ん
だ
の
か
。
『
黄
葉
夕
陽

村
舎
詩
』
だ
け
で
も
二
千
四
百
を
超
え
て
い
る
し
、
若
い
時

に
詠
ん
だ
詩
集
『
花
月
吟
』
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
ど
の
詩
集

に
も
記
載
し
て
い
な
い
詩
が
『
菅
茶
山
遺
稿
集
』
と
し
て
纏

め
ら
れ
て
も
い
る
。
一
説
で
は
四
千
首
は
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
さ
れ
る
。
漢
字
は
旧
漢
字
で
新
漢
字
し
か
知
ら
な
い

我
々
に
は
難
解
で
あ
る
し
、
白
文
に
な
る
と
お
手
上
げ
で
あ

る
。
現
在
、
学
校
教
育
で
漢
文
の
学
習
時
間
が
減
少
し
て
、 

ま
す
ま
す
漢
詩
の
世
界
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。

し
か
し
、
有
難
い
こ
と
に
、
研
究
者
の
方
々
が
読
み
下
し 

文
に
し
、
さ
ら
に
漢
字
の
意
味
の
解
説
ま
で
も
提
供
し
て
い 

た
だ
い
て
い
る
の
を
頼
り
に
し
て
、
茶
山
詩
に
触
れ
る
こ
と 

が
で
き
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 顕

彰
会
と
し
て
、
「
茶
山
詩
」
に
取
り
組
む
こ
と
は
必
至

で
あ
り
、
茶
山
詩
を
少
し
で
も
知
っ
て
も
ら
う
取
り
組
み
が

求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
会
報
に
「
茶
山
詩
」
を

紹
介
し
、
茶
山
詩
の
世
界
に
入
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ

て
い
る
。 

 

一
、
子
ど
も
を
詠
っ
た
詩 

 

 

茶
山
詩
の
特
長
は
農
村
詩
に
あ
る
。
茶
山
が
見
た
日
常
の

農
村
の
様
子
を
、
農
民
の
辛
苦
や
喜
び
を
通
し
て
表
現
し
て

い
る
。
今
回
は
子
ど
も
を
題
材
に
し
た
詩
で
、
思
わ
ず
微
笑

ん
で
し
ま
う
詩
を
紹
介
す
る
。 

○
夏
日
雜
詩 
 

『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
』 

後
巻
八―

二
十 

 

村
童
日
々
挾
書
來 

 

村
童 

日
々
書
を
挟は

さ

み
て
来
た
る 

講
席
偏
愁
暑
若
猥 

 

講
席 

偏ひ
と

え
に
愁
う 

 

暑し
ょ 

猥わ
い

す
る
が
若 ご

と

く
な
る
を 

歸
路
逢
牛
臥
凉
處 

 

帰
路 

牛
の
凉
処

り
ょ
う
し
ょ

に
臥ふ

す
る
に
逢
う 

直
將
牧
竪
疊
騎
回 

 

直
ち
に
牧
竪

ぼ
く
じ
ゅ

と
畳
騎

じ
ょ
う
き

し
て
回か

え

る 

〔
猥
〕
う
ず
み
火
で
む
し
焼
き
に
す
る
。〔
凉
〕
涼
の
俗
字
。

〔
将
〕
と
。
〔
牧
竪
〕
牛
飼
い
の
子
。
〔
畳
〕
か
さ
ね
る
様 

【
大
意
】 

村
の
子
ど
も
た
ち
が
毎
日
書
物
を
小
脇
に
抱
え

て
廉
塾
に
や
っ
て
く
る
。
講
席
は
火
で
あ
ぶ
る
よ
う
な
暑
さ

で
辛
い
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
気
づ
か
う
に
は
及
ば
な
い
。
帰

り
道
で
木
陰
に
臥
せ
っ
て
い
る
牛
に
出
会
っ
た
と
み
る
や
、

牛
飼
い
の
子
と
の
交
渉
が
な
っ
た
の
か
、
二
人
乗
り
し
て
帰

っ
て
行
っ
た
。 

（
情
景
）
廉
塾
に
は
子
ど
も
た
ち
も
勉
強
に
や
っ
て
く
る 

真
夏
の
暑
い
日
、
汗
が
ダ
ラ
ダ
ラ
出
る
よ
う
な
昼
下
が
り
、

暑
す
ぎ
る
こ
と
を
「
猥
す
る
が
若
し
」
と
表
現
し
て
い
る
。 

そ
こ
で
「
も
う
授
業
は
終
わ
り
」
と
い
う
と
、
「
わ
～
、 

や
っ
た
」
と
喜
ん
で
帰
る
。
高
屋
川
の
土
手
の
木
陰
で
休

ん
で
い
る
牛
飼
い
の
子
と
話
を
つ
け
て
、
牛
に
二
人
乗
り
し

て
帰
っ
て
行
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
様
子
が
手
に
取

る
よ
う
に
わ
か
る
。
文
政
2
年
72
歳
の
作
。 

 

○ 

路
上 

二
首 

㈠
『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
』
前
巻
三―

十
六 

 
 

 
 

晴
川
綵
舫
影 

 

晴
川 

綵
舫

さ
い
ほ
う

の
影 

 
 

午
市
畫
橋
聲 

 

午
市

ご
い
ち 

畫 が

橋
き
ょ
う

の
声 

 

 
 

垂
髪
誰
家
子 

 

垂
髪

す
い
は
つ 

誰
が
家
の
子
ぞ 

 
 

累
騎
老
豕
行 

 

老
豕

ろ
う
し

に 

累
騎

る

い

き

し
て
行
く 

 

〔
綵
舫
〕
美
し
く
飾
り
付
け
た
船
。
〔
畫
橋
〕
絵
に
か
い
た

よ
う
な
き
れ
い
な
橋
。
〔
垂
髪
〕
お
さ
げ
の
女
の
子
。
〔
累

騎
〕
二
人
乗
り
。
〔
豕
〕
豚
、
い
の
し
し
。 

【
大
意
】 

晴
の
日
、
川
に
は
管
弦
祭
見
物
用
の
船
が
色
鮮

や
か
に
飾
ら
れ
浮
か
ん
で
い
る
。
昼
下
が
り
の
城
下
町
の
き

れ
い
な
橋
を
大
勢
の
人
が
行
き
交
っ
て
い
る
。
お
さ
げ
髪
を

し
た
子
は
ど
こ
の
子
だ
ろ
う
か
。
あ
れ
っ
、
老
い
た
豚
に
二

人
乗
り
を
し
て
い
る
ぞ
。 

（
情
景
）
天
明
8
年
（
一
七
八
八
）
６
月
、
41
歳
の
茶
山
は

弟
子
藤
井
料
介
（
暮
庵
）
を
伴
っ
て
、
宮
島
の
管
弦
祭
見
物

に
出
か
け
る
。
１０
日
、
頼
春
水
宅
を
訪
ね
久
太
郎
（
山
陽
）

た
ち
が
出
迎
え
る
。
市
内
の
見
物
で
は
、
管
弦
祭
の
た
め
に

飾
り
付
け
た
船
が
浮
か
び
、
賑
や
か
に
行
き
交
う
人
々
の
多

さ
に
驚
く
。
茶
山
が
び
っ
く
り
し
た
の
は
、
幼
子
が
豚
に
二

人
乗
り
し
て
い
く
姿
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

【
広
島
に
な
ぜ
豚
が
い
る
】 

 

当
時
の
日
本
で
は
豚
を
家
畜
と
し
て
育
て
、
食
用
に
す
る
習
慣

は
な
く
、
こ
の
豚
は
江
戸
時
代
に
来
日
し
た
朝
鮮
通
信
使
に
食
用 

と
し
て
提
供
す
る
た
め
に
、
長
崎
か
ら
取
り
寄
せ
、
余
っ
た
豚
を

城
下
に
放
し
た
こ
と
が
起
源
の
よ
う
で
あ
る
。  

 

茶 

山 

詩 

の 

世 

界 
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○ 

螢 

七
首
（（
四
） 

『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
』
後
巻
七―

四 
 
 

連
夜
収
來
滿
練
嚢 

 

連
夜 

収
め
来
た
っ
て 

練
嚢

れ
ん
の
う

に
満
つ 

柳
陰
懸
照
納
涼
牀 

 

柳
陰 

懸
け
て
照
ら
す 

納
涼
の
牀

し
ょ
う 

童
言
螢
火
亦
眞
火 

 

童 わ
ら
べ

は
言
う 

螢
火

ほ
た
る
び

も
亦 ま

た 

真
火

ま

ひ 

揺
扇
將
然
加
手
陽 

 

扇
を
揺
る
が
せ
ば 

将 ま
さ

に
然 も

え
ん
と
し 

 

手
を
加
え
れ
ば

陽
あ
た
た
か

し
と 

〔
練
嚢
〕
ね
り
ぎ
ぬ
で
作
っ
た
袋
。
〔
牀
〕
こ
し
か
け
。 

〔
眞
火
〕
火
の
美
称 

【
大
意
】
毎
晩
、
練
り
絹
の
袋
に
蛍
を
捕
っ
て
は
入
れ
、
捕

っ
て
は
入
れ
て
い
る
の
で
蛍
袋
が
一
杯
に
な
っ
た
。
そ
の
袋

を
柳
の
枝
に
ぶ
ら
下
げ
て
、
涼
み
台
の
灯
に
す
る
。
あ
る
子

ど
も
が
言
う
。
蛍
の
火
も
本
当
の
火
だ
よ
。
ほ
ら
、
団
扇
で

仰
ぐ
と
明
る
く
な
る
し
、
手
を
添
え
る
と
暖
か
い
よ
と
。 

（
情
景
）
文
化
13
年
茶
山
69
歳
、
老
境
に
達
し
た
茶
山
は

蛍
狩
り
に
も
億
劫
に
な
り
か
け
る
年
齢
。
近
所
の
子
ど
も
が

蛍
を
沢
山
捕
ま
え
来
て
、
柳
の
木
に
懸
け
て
い
る
。
茶
山
は

涼
み
台
に
座
り
一
緒
に
眺
め
て
い
る
。
子
ど
も
が
言
う
。

「
蛍
の
火
も
本
当
の
火
だ
よ
。
団
扇
で
仰
ぐ
と
、
ぱ
あ
～
っ

と
明
る
く
な
る
し
、
手
を
添
え
る
と
暖
か
い
よ
」
と
。 

子
ど
も
が
い
な
か
っ
た
茶
山
は
、
近
所
の
子
ど
も
た
ち
と 

こ
の
よ
う
な
触
れ
合
い
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。 

 

二
、「
大
人
の
た
め
の
茶
山
ポ
エ
ム
絵
画
」 

 

第
２
回
学
習
会
の
中
で
、
理
事
山
下
英
一
さ
ん
が
茶
山
詩

の
内
容
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
日
本
画
を
発
表
さ
れ
た
。 

 

 

山
下
さ
ん
は
会
報
32
号
で
、
「
毎
年
３
０
０
０
点
を
超

え
る
応
募
が
あ
り
、
子
ど
も
達
に
と
っ
て
貴
重
な
情
操
教
育

に
な
っ
て
い
る
。
私
は
審
査
員
と
し
て
参
加
し
て
い
た
が
、

審
査
は
嬉
し
い
反
面
、
審
査
に
苦
労
し
て
い
た
。
（
中
略
） 

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
教
室
に
行
く
と
、
画
一
的
な
色
彩
の
も

の
が
多
い
。
私
が
自
分
の
思
い
で
、
自
分
の
色
で
描
き
子
ど

も
達
に
見
せ
る
と
み
ん
な
が
一
様
に
驚
く
。
茶
山
ポ
エ
ム
絵

画
展
は
子
ど
も
達
の
成
長
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。 

 

山
下
さ
ん
は
、
子
ど
も
の
ポ
エ
ム
絵
画
展
が
あ
る
が
、
大

人
の
ポ
エ
ム
絵
画
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
な
い
か
と
、
「
大

人
の
茶
山
ポ
エ
ム
画
」
に
挑
戦
さ
れ
、
会
で
発
表
さ
れ
た
。 

 

題
材
は
子
ど
も
ポ
エ
ム
絵
画
展
で
は
「
夏
の
思
い
出
」
と

あ
る
「
夏
日
雜
詩
（
九
）
」
を
題
材
に
し
た
作
品
で
あ
る
。 

 

「
夏
日
雑
詩
（
九
）
」
『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
』
後
八―

二
〇 

 

凉
棚
待
月
向
渓
濵 

凉

棚

り
ょ
う
ほ
う 

月
を
待
ち
て
渓
浜

け
い
ひ
ん

に
向
う 

恰
値
前
峯
上
半
輪 

恰
あ
た
か

も
値 あ

う 

前
峯

ぜ
ん
ほ
う 

半
輪
を
上 の

ぼ

す 

童
子
爲
儂
添
勝
概 

童
子 

儂 わ

が
為
に 

勝

概

し
ょ
う
が
い

を
添
う 

聚
沙
激
水
作
金
隣 

沙 さ

を
聚 あ

つ

め 

水
を
激
し
て
金 き

ん

鱗 り
ん

を
作
す 

 
 〔

大
意
〕
谷
川
の
ほ
と
り
で
、
涼
み
台
に
座
っ
て
月
の
出
を 

待
っ
て
い
る
と
、
ち
ょ
う
ど
前
の
峰
か
ら
満
月
の
半
分
が
顔

を
出
し
た
。
日
中
、
私
の
た
め
に
子
ど
も
た
ち
が
好
い
景
色 

を
添
え
よ
う
と
、
砂
を
集
め 

て
堰
き
止
め
て
、
い
き
よ
い 

よ
く
水
を
流
し
込
ん
で
、
そ 

の
中
に
月
を
映
し
て
金
の
鱗 

を
作
っ
て
見
せ
て
く
れ
た
。 

 

写
真
は
描
い
た
絵
に
つ
い 

て
説
明
さ
れ
る
山
下
さ
ん
。 

  

   

一
、
特
別
史
跡
「
廉
塾
な
ら
び
に
菅
茶
山
旧
宅 

 

 
 
 
 
 

保
存
整
備
現
地
見
学
会
」
が
開
か
る
。 

  

10
月
16
日
、
神
辺
観
光
協
会
主
催
「
神
辺
城
下
歴
史
ま

つ
り
」
の
一
環
と
し
て
、
福
山
市
文
化
振
興
課
に
よ
る
現
地

説
明
会
が
実
施
さ
れ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

保
存
整
備
事
業
は
平
成
29
年
度
か
ら

調
査
・
基
本
設
計
に
着
手
さ
れ
、
令
和

14
年
度
に
完
了
す
る
計
画
で
あ
る
。

上
記
の
写
真
は
見
学
会
の
様
子
で
、
進

捗
状
況
を
記
し
た
資
料
が
配
布
さ
れ

説
明
が
あ
っ
た
の
で
紹
介
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
講
堂
・
付
属
施
設
修
復
中 

 

講
堂
は
寛
政
３
年
（
一
七
九
一
）
に
建
て
ら
れ
、
寛
政
９ 

年
、
藩
の
郷
校
と
し
て
認
可
さ
れ
た
「
桁
行
六
間
梁
間
二
間 

半
」
の
建
物
で
、
後
の
時
代
に
北
側
一
間
、
東
側
の
縁
、
南 

側
半
間
の
犬
走
り
が
追
加
さ
れ
た
。
西
側
も
槐
寮
（
台
所
） 

と
の
間
に
増
築
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。 

工
事
の
内
容
は
現
場
に
写
真
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
そ 

の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

○
祠
堂
修
復
終
了 

 

令
和
4
年
3
月
、
祠
堂
の
修
復
工
事
が
終
了
し
、
元
の

姿
に
復
元
さ
れ
た
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

祠
堂
と
は
位
牌
が
安
置
さ
れ
た
場
所
で
、
茶
山
と
そ
の
一

族
の
位
牌
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
内
部
は
、
位
牌
室
、
４
畳

半
の
和
室
、
風
呂
を
供
え
た
物
置
か
ら
な
り
、
沐
浴
し
た
後

廉 

塾 

あ
れ
こ
れ 
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に
茶
を
喫
し
て
祭
祀
を
執
り
行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。 

       

廉
塾
の
見
学
は
土
・
日
や
祝
日
等
に
観
光
協
会
の
ボ
ラ
ン 

テ
ィ
ア
が
対
応
さ
れ
て
い
る
。 

二
、
修
復
現
地
説
明
会
に
参
加
し
て 

 

菅
茶
山
顕
彰
会
会
長 
藤
田
卓
三 

令
和
4
年
10
月
「
神
辺
城
下
歴
史
ま
つ
り2022
」(
神
辺

町
観
光
協
会
主
催)

の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、工
事
担
当
の
福
山

市
文
化
振
興
課
主
催
の
現
地
説
明
会
が
行
わ
れ
、
約
二
百 

 
 
 
 
 

人
が
参
加
し
た
。 

見
学
者
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
、
市
職
員
や
工
事
担
当

者
の
案
内
で
、
普
段
は
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
解
体
現
場
を

間
近
に
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
増
設
さ
れ
た
建
物
北
面

を
除
い
て
、
小
屋
組
部
材(

垂
木
な
ど)

な
ど
の
痛
み
が
少
な

く
、
茶
山
が
新
塾
を
永
続
す
る

堅
固
な
も
の
に
と
考
え
て
い
た

こ
と
が
実
感
で
き
た
。 

昨
年
度
か
ら
講
堂
は
素
屋
根 

で
覆
わ
れ
待
望
の
修
復
工
事
が 

始
ま
り
、
屋
根
瓦
・
野
地
板
・

畳
・
床
板
が
解
体
さ
れ
、
破
損 

の
著
し
か
っ
た
建
物
北
部
分
の 

一
部
は
大
ば
ら
し
に
よ
る
解
体 

も
行
わ
れ
て
い
る
。 

破
損
状
況
は
全
般
的
に
大
き
な
破
損
は
見
ら
れ
な
い

が
、
建
物
北
面
の
倒
れ
・
ゆ
が
み
が
大
き
く
現
在
は
調
査
と

修
理
計
画
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。 

興
味
深
か
っ
た
の
は
、
寛
政
2
年(

一
七
九
〇)

頃
に
建
て

ら
れ
た
講
堂
が
そ
の
後
増
改
築
さ
れ
、
現
在
の
姿
に
な
っ
た

こ
と
を
目
で
確
認
で
き
た
こ
と
。
即
ち
、
西
側
に
あ
っ
た
住

居
（
槐
寮
）
と
接
続
す
る
和
室
・
納
戸
が
増
築
さ
れ
て
い

る
こ
と
。
南
側
全
体
が
半
間
増
設
さ
れ
玄
関
が
設
け
ら
れ
、

東
側
に
竹
縁
が
作
ら
れ
、
北
側
に
は
和
室
・
板
間
な
ど
が
増

設
さ
れ
て
い
る
。
茶
山
と
後
継
者
た
ち
が
着
実
に
塾
経
営
を

継
続
し
て
い
っ
た
こ
と
が
実
感
で
き
た
。
廉
塾
保
存
整 

備
工
事
は
10
年
が
か
り
だ
が
、
来
年
度
か
ら
は
講
堂
の
組
立

と
修
理
が
本
格
化
す
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
早
期
の
修
復

が
望
ま
れ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
、
「
廉
塾
な
ら
び
に
菅
茶
山
旧
宅
」
保
存
整
備
事
業 

「
福
山
市
議
会
だ
よ
り
NO

86
号
」
よ
り
引
用 

〔
質
問
〕
榊
原
則
男
議
員
（
水
曜
会
）
の
質
問
内
容 

 

適
切
に
保
存
・
活
用
し
、
次
世
代
へ
と
確
実
に
継
承
す
る

た
め
、
二
〇
一
九
年
か
ら
は
本
格
的
な
保
存
整
備
事
業
が
開

始
さ
れ
た
。
そ
れ
に
伴
い
駐
車
場
整
備
も
計
画
さ
れ
て
い
る 

そ
れ
ぞ
れ
の
進
捗
状
況
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
。 

〔
回
答
〕 

二
〇
一
八
年
度
か
ら
、
保
存
整
備
事
業
に
着
手
し
、
昨
年

度
ま
で
に
発
掘
調
査
や
祠
堂
の
半
解
体
・
組
み
立
て
工
事
な

ど
を
完
了
し
た
。
現
在
は
、
講
堂
の
実
施
計
画
に
取
り
か
か

っ
て
お
り
、
二
〇
二
四
年
度
、
講
堂
の
修
理
が
完
了
予
定
。

そ
の
後
は
茶
山
旧
宅
・
中
門
・
土
蔵
な
ど
の
整
備
を
順
次
予

定
し
、
二
〇
三
二
年
度
の
保
存
整
備
の
完
了
を
見
込
む
。
駐

車
場
整
備
は
二
〇
二
〇
年
度
に
用
地
取
得
、
実
施
設
計
な
ど

を
行
っ
た
。
今
年
度
は
ブ
ロ
ッ
ク
塀
改
修
に
な
ど
取
り
か
か

る
こ
と
と
す
る
。
一
般
車
両
は
二
〇
二
四
年
度
中
、
中
型
バ

ス
な
ど
は
二
〇
二
七
年
度
共
用
開
始
に
む
け
整
備
を
進
め
て

い
る
。 

  
 

一
、
廉
塾
バ
ラ
は
庚
申
バ
ラ 

 
 
 

～ 

神
辺
宿
民
が
楽
し
ん
だ
バ
ラ 

～ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

神
辺
宿
文
化
研
究
会 

菅
波
哲
郎 

 
 

 

廉
塾
の
見
学
者
へ
の
説
明
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
て
十
数
年

に
な
る
。
そ
の
間
、
中
門
左
側
に
美
し
い
花
を
咲
か
せ
る
バ

ラ
は
、
時
に
「
何
故
、
西
洋
バ
ラ
が
廉
塾
な
の
か
」
と
違
和

感
を
持
っ
て
い
た
。 

二
年
前
の
春
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
を
し
て
い
た
時
福

山
市
バ
ラ
課
職
員
が
「
こ
の
バ
ラ
は
古
い
。
も
し
か
し
た
ら

江
戸
時
代
か
ら
繁
茂
し
て
い
た
の
で
は
」
と
の
一
言
が
あ
っ

た
。早
速
、古
木
の
バ
ラ
を
扱
っ
て
い
る
専
門
業
者 

に
、花
、

葉
っ
ぱ
、
実
、
棘
、
そ
し
て
枝
ぶ
り
の
写
真
を
メ
ー
ル
で
送

っ
た
。
返
事
は
「
庚
申
バ
ラ
で
す
」
と
の
回
答
。 

 

原
産
は
中
国
で
古
来
か
ら
日
本
に
伝
来
し
、
四
季
を
通
し

て
花
を
咲
か
せ
る
四
季
咲
き
と
の
説
明
で
あ
っ
た
。
早
速
、

菅
茶
山
の
資
料
に
「
薔
薇
」
の
二
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
の

か
否
か
。
詩
集
『
黄
葉
夕
陽
村
舎 

遺
稿
巻
之
一
』
文
政
四

年
（
一
八
二
一
）
作
「
片
岡
珉
夫
に
訪
わ
れ
、
韻
に
次
す
」

に
あ
っ
た
。 

 

  
  

次
片
岡
珉
夫
見
訪
韻 

片
岡
珉
夫

か
た
お
か
た
み
お

に
訪 と

わ
れ 

韻 い
ん

に
次
す 

対
酌
閑
看
晩
雨
飛  

対

酌

た
い
し
ゃ
く 

閑 し
ず

か
に
看 み

る 

晩
雨

ば
ん
う

の
飛 ひ  

尊
前
香
霧
爛
薔
薇  

尊
前

そ
ん
ぜ
ん

の
香
霧

こ
う
む 

薔
薇

ば

ら

を
爛 た

だ

れ
さ
す  

修理された祠堂 

修理の様子を伝える 

修復工事現場での説明の様子 

特 

別 

寄 

稿 
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即
逢
鶯
語
能
呼
友 

即
た
だ
ち

に
鶯
語

お
う
ご

の
能 よ

く
友
を
呼
ぶ
に
逢 あ

う
も 

無
奈
鵑
聲
苦
勧
歸 

奈 い
か

ん
と
も
す
る
な
し 

鵑
声

け
ん
せ
い

の

苦
ね
ん
ご
ろ

に 

 
   

帰
を
勧
む
を  

〔
対
酌
〕
二
人
向
か
い
合
っ
て
酒
を
飲
む
こ
と
。
〔
晩
雨
〕

夕
方
の
雨
。
〔
尊
前
〕
酒
樽
の
前
。
〔
鶯
語
〕
鶯
の
な
き
声
。

〔
鵑
声
〕
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
。
鵑
は
ほ
と
と
ぎ
す
。
田

植
え
頃
に
日
本
に
や
っ
て
く
る
渡
り
鳥
。
杜
鵑
・
時
鳥
・
子

規
・
蜀
魂
等
の
沢
山
の
異
名
を
持
つ
。
「
催
帰
」
の 

異
名
も

あ
る
。  

【
大
意
】
片
岡
珉
夫
の
来
訪
を
受
け
、
ふ
た
り
で
酒
を
酌
み

交
わ
し
な
が
ら
、
飛
び
散
る
ほ
ど
に
激
し
い
晩
雨
を
静
か
に

眺
め
て
い
る
。 

残
念
な
こ
と
に
、
酒
樽
を
前
に
し
て
香
ば
し
い
霧
が
立
ち

込
め
、
薔
薇
の
花
を
爛
れ
さ
せ
た
。
折
し
も
鶯
の
友
を
呼
ぶ

声
が
聞
え
た
の
に
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
を
聞
く
と
、
ね

ん
ご
ろ
に
帰
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
よ
う
だ
。  

 
 
 
 
 
 

※
片
岡
珉
夫 

元
塾
生
。
象
頭
山
多
門
院
主  

 

こ
の
詩
で
、
廉
塾
に
は
歴
史
事
実
と
し
て
「
庚
申
薔
薇
」

が
美
し
い
赤
色
の
花
を
咲
か
せ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
。 

さ
ら
に
、
茶
山
詩
に
「
薔
薇
」
の
二
文
字
を
探
し
て
い
く
と
、

詩
集
の
『
前
編 

巻
之
二
』 

天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
の
詩

の
中
に
次
の
詩
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

        

夏
日
田
家
同
士
信
子
発
子
晦
賦 

夏
日 

田
家
に
子
信

し
し
ん

子
発

し
は
つ

子
晦

し
か
い

と
同 と

も

に
賦 ふ

す  

十
里
晴
輝
落
碧
渓  

十
里 

晴
れ
輝
き 

碧
渓
に
落
つ  

家
家
曜
麦
圯
橋
西 

 

家
家
は
麦
を
嚶 さ

ら

す
圯
橋

い
き
ょ
う

の
西 

桑
陰
半
転
薔
薇
径  

桑
陰 

半
転
す
れ
ば 

薔
薇
の
径 み

ち    

穉
子
朱
朱
喚
母
鶏  

 

穉
子

お
さ
な
ご 

朱
朱

し
ゅ
し
ゅ

と
し
て
母
鶏
を
喚
ぶ 

 

〔
田
家
〕
田
舎
家
、
農
家
。
〔
十
里
〕
十
の
里
、
こ
こ
で
は

村
里
と
い
う
村
里
す
べ
て
の
意 

。
〔
圯
橋
〕
土
で
で
き
た

橋
。
〔
桑
陰
〕
桑
の
木
陰
。
〔
半
転
〕
反
転
と
同
じ
か
。
反

対
の
方
向
。
〔
薔
薇
〕
し
ょ
う
び 

・
バ
ラ
。
〔
穉
子
〕 

幼

い
子
ど
も
。
〔
朱
朱
〕
鶏
を
呼
ぶ
声
。
〔
喚
〕
鳴
き
た
て

る
。  

※
士
信 

姓
は
藤
井
氏
、
暮
庵
の
義
父
。
子
發 

中
条
の
人
。

子
晦 

藤
井
暮
庵
の
こ
と
で
、
廉
塾
の
都
講
を
務
め
る
。 

【
大
意
】
村
里
中
、
見
渡
す
限
り
晴
れ
渡
っ
て 

日
の
光
を

あ
び
て
碧
い
渓
水
が
き
ら
き
ら
輝
い
て
い
る
。
土
橋
の
西
側

の
家
々
で
は
麦
の
晒
し
干
し
。
桑
の
木
陰
の
反
対
に
は
、
薔

薇
の
咲
く
道
が
続
い
て
い
る
。
幼
い
子
供
は
鶏
を
追
い
か
け

て
母
鶏
を
呼
び
続
け
て
い
る
。
の
ど
か
な
農
村
の
夏
日
で
あ

る
こ
と
よ
。 

 
 

こ
の
詩
は
、
「
片
岡
珉
夫
」
の
詩
よ
り
も
三
七
年
早
く
詠

じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
茶
山
の
文
政
二
年
一
〇
月
一
三
日

の
日
記
中
に
「
福
山
藩
士
に
薔
薇
の
数
枝
を
届
け
る
」
と
い

う
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
神
辺
宿
や
近
村
の
各
地
に
繁
茂

し
て
い
た
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
昨
年
（
令
和
四
年
）
、
神
辺
学
区
ま
ち
づ
く 

り
推
進
委
員
会
は
三
〇
〇
本
の
廉
塾
バ
ラ
の
挿
木
苗
を
育
成 

講
習
会
で
参
加
者
に
苗
を
配
布
し
た
。
こ
れ
か
ら
、
「
神
辺 

 

宿
の
廉
塾
バ
ラ
」
は
四
季
を
通
し
て
、
学
区
地
域
の
み
な
ら

ず
各
地
で
美
し
い
花
を
咲
か
せ
、
多
く
の
人
々
に
親
し
ま
れ

る
で
あ
ろ
う
。 

 

二
、
廉
塾
バ
ラ
の
苗
木
配
布 

 
 
 
 
 
 
 
 

神
辺
学
区
ま
ち
づ
く
り
推
進
委
員
会 

 

廉
塾
バ
ラ
の
「
挿
し
木
」
「
鉢
替
え
」
「
苗
木
配
布
」
に 

取
り
組
ま
れ
た
。
今
後
も
栽
培
講
習
会
も
開
か
れ
る
予
定
で 

あ
り
、
廉
塾
バ
ラ
が
地
域
住
民
の
手
に
よ
っ
て
広
が
る
こ
と 

を
期
待
し
た
い
。 

        

三
、
超
群
の
一
鶴
「
廉
塾
並
び
に
菅
茶
山
旧
宅
」  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

顧
問 

上 

泰 

二 

廣
瀬
旭
荘
（
豊
後
日
田
・
兄
淡
窓
「
咸
宜
園
」
塾
主
の
養

子
）
は
こ
こ
傘
寿
に
至
る
詩
聖
茶
山
先
生
浮
世
の
宿
、
廉
塾

へ
五
カ
月
間
、
逗
留
、
傍
近
く
に
居
て
、
何
く
れ
と
な
く
老

師
の
面
倒
を
見
て
い
た
が
、
８
月
、
兄
淡
窓
へ
托
さ
れ
た
書 

状
を
懐
に
帰
郷
し
た
。
軈
て
、
茶
山
は
最
期
を
看
取
っ
て
く

れ
る
肉
親
妹
好
と
姪
敬
へ
「
臨
終
訣
妹
姪
」
（
遺
稿
巻
七
）

を
Swan 

Song
に
他
界
し
た
。 

そ
の
前
々
年
、
文
政
八
年
（
１
８
２
５
）
３
月
16
日
、
笠

岡
の
緑
陰
亭
で
開
催
さ
れ
た
尚
歯
会
に
出
席
し
て
い
る
。
林 

多
恵
子
氏
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば
、
尚
歯
会
と
は
、
「
よ
は
ひ 

原
産
地 

中
国 

来
歴 

古
く
か
ら
渡
来 

 

鎌
倉
時
代
と
推
定
さ
れ
る 

花
弁 

赤
色
又
は
ピ
ン
ク 

6
月
20
日
、
神
辺
公
民
館
で
薔

薇
の
苗
木
の
植
え
替
え
作
業
が
行

わ
れ
た
。
4
月
に
挿
し
木
さ
れ 

た
約
300
本
の
苗
が
一
回
り
大
き 

な
鉢
に
植
え
ら
れ
た
。
こ
の
薔
薇

は
11
月
の
神
辺
宿
ま
ち
な
み
講 

演
会
参
加
者
に
配
布
さ
れ
た
。 
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を
尚
ぶ
会
」
（
敬
老
会
）
。
中
国
で
877
年
、
白
楽
天
が
開
い

た
の
が
嚆
矢
。
主
人
を
含
む
七
人
の
老
耆
文
士
が
集
い
、
そ

れ
以
外
は
相
伴
と
し
て
列
席
、
詩
歌
を
作
り
遊
楽
す
る
習
と

か
。 こ

の
日
の
招
待
者
は
他
に
賴
春
風
、後
藤
漆
谷
。そ
れ
に
、

後
に
「
備
中
笠
岡
尚
歯
記
」
を
依
頼
さ
れ
た
木
村
雅
壽
な
ど

錚
々
た
る
老
耆
英
た
ち
が
い
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
自
己
都
合

で
や
む
な
く
出
席
で
き
な
か
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。 

 

「
緑
陰
亭
集
分
得
覃
」 
菅
茶
山
（
遺
稿
五―

二
） 

原
文
『
茶
山
詩
五
百
首
』
451
㌻ 

所
載 

島
谷
真
三
・ 

北
川 

勇
共
著 

 
 

【
大
意
】
（
翻
案
・
補
遺
） 

 

亭
を
繞
る
樹
々
は
新
緑
が
し
た
た
る
ば
か
り
。
偶
々
、
高

齢
者
を
集
め
て
来
客
一
同
が
楽
し
ん
だ
。 

こ
の
日
、
出
席
者
は
15
人
。
緑
陰
亭
主
橋
野
李
山
81
歳
、 

桃
甫
80
歳
・
道
光
上
人
80
歳
・
小
寺
清
先
・
茶
山
78
歳
。

80
を
１
つ
超
え
る
亭
の
主
人
を
長
に
推
し
、
年
齢
を
総
計
す

る
と
、
上
位
５
人
で
397
歳
。
後
３
歳
足
り
な
い
の
が
恨
め
し

い
。
西
山
拙
斎
子
息
65
歳
・
僧
珂
月
61
歳
を
加
え
７
人
。
そ

の
他
８
人
は
相
伴
、
壮
健
で
数
に
入
れ
な
か
っ
た
。 

雨
声
が
杯
を
勧
め
、
清
興
を
添
え
て
く
れ
、
鳥
の
鳴
き
声

も
嬉
し
気
味
、
雅
談
を
弾
ま
せ
て
く
れ
る
。 

自
分
は
病
弱
だ
が
、
幸
い
な
こ
と
に
未
だ
全
く
衰
え

て
は
居
な
く
、
松
柏
（
常
緑
樹
＝
節
操
堅
固
）
の
如
き
老
高

士
と
交
わ
り
を
得
た
こ
と
で
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
亦
生
き
甲

斐
を
覚
え
た
。
（
文
責 

筆
者
） 

し
か
し
、
遺
憾
な
が
ら
、
こ
の
集
い
の
半
年
後
の
９
月
11

日
、
桃
甫
が
、
相
次
い
で
２
年
後
、
李
・
清
先
が
茶
山
に
先

立
っ
て
い
る
。
因
み
に
、
道
光
上
人
は
文
政
12
年
、
84
歳
で

入
寂
し
て
い
る
。 

 

 

茶
山
は
生
来
、
「
沈
痾
」
の
た
め
「
微
醺
・
少
飽
」
息
災

に
努
め
長
寿
を
授
か
っ
て
は
い
た
が
、
衰
老
の
た
め
、
「
飛

鳥
川
の
渕
瀬
常
な
ら
ぬ
」
浮
世
の
掟
に
は
抗
う
術
も
な
い
こ

と
を
実
感
す
る
現
実
に
直
面
す
る
。 

文
政
９
年
５
月
19
日
、
茶
山
は
夢
の
よ
う
な
「
四
十
餘
年
」

を
過
ご
し
た
賢
夫
人
宣
（
享
年
70
歳
）
を
永
久
に
喪
い
、「
悼

亡
」
（
遺
稿
巻
六
）
に
痛
恨
の
心
情
と
独
り
身
の
寂
寥
を
詠

ん
だ
。 

顧
み
る
と
、
茶
山
と
宣
夫
婦
は
子
ど
も
運
に
恵
ま
れ
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
、
茶
山
は
生
涯
、
後
継
者
問
題
に
悩
み
続

け
た
。 

そ
こ
で
、
父
樗
平
と
「
先
十
七
回
忌
祭
郷
例
行
香
涙
餘
賦

此
」
（
後
編
巻
四
）
で
偲
ん
で
い
る
賢
母
半
の
間
に
授
か
っ

た
五
人
弟
妹
の
子
の
中
か
ら
、
跡
継
ぎ
を
選
ぼ
う
と
し
た
。

い
ず
れ
も
、
好
学
だ
っ
た
が
、
次
々
に
早
世
。
血
族
外
の
候

補
、
塾
頭
賴
山
陽
は
出
奔
、
北
条
霞
亭
も
病
没
。
養
子
縁
組

み
し
て
い
た
甥
門
田
朴
齋(

妻
宣
の
甥)

は
「
傲
慢
過
ぎ
る
」

と
死
の
直
前
に
離
縁
し
た
。
伯
母
宣
の
他
界
で
強
力
な
後
援

者
を
失
っ
た
こ
と
も
一
因
か
も
知
れ
な
い
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。 

 

 

最
終
的
に
、
血
族
の
菅
三
（
自
牧
斎
・
甥
萬
年
と
姪
敬
の

子
）
が
跡
を
継
い
だ
が
、
生
ま
れ
た
4
人
の
子
は
夭
折
し
て

し
ま
い
、
万
延
元
年
（
１
８
６
０
）
、
51
歳
の
生
涯
を
閉
じ

た
。
宿
命
と
は
さ
こ
そ
そ
の
よ
う
な
も
の
か
、
断
絶
の
危
機

に
直
面
し
た
廉
塾
を
継
承
し
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
門
田
朴
齋

の
五
男
晋
賢
で
あ
っ
た
。 

故
髙
橋
孝
一
会
長
は
、
「
わ
が
故
郷
の
『
廉
塾
並
び
に
菅

茶
山
旧
宅
』
は
安
藝
の
宮
島
厳
島
神
社
と
肩
を
並
べ
る
国
特

別
史
跡
。
自
ら
が
提
唱
し
た
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
街
道
313
で
真
珠

の
首
飾
り
の
よ
う
に
要
所
要
所
で
光
を
放
つ
我
が
ふ
る
さ
と

の
か
け
が
え
の
な
い
財
宝
、
そ
の
超
群
の
一
鶴
と
し
て
、
末

永
く
と
と
も
に
磨
き
を
か
け
、
次
世
代
へ
伝
え
る
こ
と
で
ふ

る
さ
と
再
生
を
・
・
・
」
が
口
癖
だ
っ
た
。 

遺
憾
な
が
ら
、
近
年
、
公
共
放
送
の
公
開
録
画
番
組
で
も

「
ふ
る
さ
と
自
慢
」
の
話
題
に
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
茶

山
詩
は
「
小
難
し
い
」
が
一
因
と
噂
さ
れ
て
い
る
が
、
正
鵠

を
射
て
い
る
だ
ろ
う
か
。 

平
成
５
年
、
末
裔
菅
好
雄
氏
の
英
断
で
、
わ
が
ふ
る
さ
と

の
財
宝
は
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
に
受
託
さ
れ
、
20
年
間
に

亘
り
、
資
料
整
理
・
調
査
研
究
な
ど
を
経
て
、
平
成
26
年
「
茶

山
関
係
資
料
」
と
し
て
国
重
要
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
た

上
、
平
成
30
年
、
新
設
の
「
近
世
文
化
展
示
室
（
菅
茶
山
の

世
界
）
」
で
常
設
展
示
さ
れ
て
い
る
。
現
在
進
行
中
の
「
廉

塾
修
復
整
備
保
存
計
画
事
業
」の
早
期
竣
工
と
併
せ
て
活
用
、

ふ
る
さ
と
創
生
の
核
「
ふ
る
さ
と
自
慢
」
の
種
に
し
て
も
ら

い
た
い
。 

    

一
、
定
期
総
会
開
催
と
記
念
講
演
を
開
催 

5
月
14
日
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
3
年
振
り
の
定
期
総

会
が
神
辺
商
工
文
化
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
た
。
議
長
に
上

泰
二
さ
ん
が
選
出
さ
れ
、
令
和
3
年
度
事
業
・
決
算
報
告
、

4
年
度
事
業
計
画
予
算
・
役
員
体
制
な
ど
審
議
の
後
、
規
約

の
一
部
改
正
と
新
設
が
提
案
さ
れ
た
。 

改
正
の
要
点
は
、
会
員
と
会
費
の
項
目
で
「
公
共
団
体
、

学
識
経
験
者
、
休
会
者
の
会
費
を
免
除
す
る
」
と
す
る
。
菅

茶
山
記
念
館
な
ど
か
ら
役
員
と
し
て
入
っ
て
い
た
だ
く
方
や

助
言
を
求
め
る
学
識
験
者
の
方
の
会
費
の
免
除
に
す
る
こ
と
。

ま
た
、
「
髙
橋
孝
一
記
念
基
金
と
基
金
運
用
規
則
」
の
新
設

の
提
案
が
あ
り
、
執
行
部
提
案
が
可
決
さ
れ
た
。 

顕
彰
会
だ
よ
り 
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令
和
4
年
新
役
員
体
制
は
次
の
と
お
り 

 
 
 
 
 

（
順
不
同
、
敬
称
略
） 

 
顧
問 

 
 

鵜
野
謙
二
・
上
泰
二
・
吉
澤
浩
一 

会
長 

 
 

藤
田
卓
三 

 

副
会
長 

 

武
田
恂
治
・
黒
瀬
道
隆 

 

理
事 

 
 

川
崎
行
輝
・
松
岡
明
美
・
羽
原
知
子 

 
 
 
 
 
 

小
林
貞
子
・
山
下
英
一 

 

事
務
局
長 

武
田
恂
治
（
兼
務
） 

 

会
計 

 
 

嶋
田
時
市 

 

監
事 

 
 

皿
海
弘
雄
・
安
原
美
津
代  

 
 二

、 

記
念
講
演
「
菅
茶
山
と
葛
原
し
げ
る
」 

 
 
 

～
郷
土
の
偉
人
に
想
い
を
寄
せ
て
歌
う
～ 

 
 
 
 
 

歌
手 

 

奥
野
純
子
さ
ん 

ピ
ア
ノ 

山
岡
珠
代
さ
ん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
場
に
茶
山
詩
を
基
に
作
詞
作
曲
さ
れ
た
曲
と
葛
原
し
げ 

る
作
詞
の
曲
が
、
山
岡
珠
代
さ
ん
の
ピ
ア
ノ
に
乗
っ
て
奥
野

純
子
さ
ん
の
歌
声
が
響
き
渡
っ
た
。 

ま
た
、
高
校
生
の
海
野
智
暉
さ
ん
の
バ
イ
オ
リ
ン
演
奏
も

会
場
を
盛
り
上
げ
た
・
コ
ロ
ナ
禍
で
「
生
の
演
奏
」
に
飢
え

て
い
た
参
加
者
も
一
緒
に 

歌
う
な
ど
有
意
義
な
時
間 

で
あ
っ
た
。 

〔
披
露
さ
れ
た
曲
〕 

○
菅
茶
山
の
漢
詩
か
ら 

「
黄
龍
山
に
登
る
」 

「
即
事
」 

等 

○
葛
原
し
げ
る
作
品 

「
常
盤
木
」
「
た
ん
ぽ
ぽ
」 

「
ト
ン
ビ
」 

等 
 

  

三
、
菅
茶
山
先
生
墓
参
の
集
い 

 

茶
山
の
命
日
の
８
月
１３
日
（
土
）
早
朝
、
菅
茶
山
墓
地

で
、
恒
例
の
墓
前
祭
を
行
っ
た
。
コ
ロ
ナ
感
染
者
数
増
加
の

中
で
あ
る
が
、
藤
田
会
長
以
下
８
名
が
参
加
。 

霊
前
に
香
を
供
え
冥
福
を
祈
る
。
ま
た
今
春
に
補
修
さ
れ

た
茶
山
屋
宇
内
の
墓
誌
の
解
説
と
北
條
霞
亭
に
つ
い
て
の
学

習
を
行
う
。 

・
８
月
６
日
に
は
墓
地
及
び 

周
辺
の
整
備
を
役
員
で
実
施
。 

楠
の
大
木
が
伐
採
さ
れ
た
の 

で
、
雑
草
が
繁
茂
す
る
よ
う 

に
な
り
、
日
常
の
清
掃
が
必 

要
で
あ
る 

 
 四

、
菅
茶
山
顕
彰
会
学
習
会 

◎
第
一
回
学
習
会 

6
月
27
日 

中
条
公
民
館
と
共
催 

演
題
「
菅
茶
山
と
中
條
村
の
文
人
達
」 

 
 
 
 

～
河
相
君
推
と
松
風
館
十
勝
～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講
師 

副
会
長 

黒
瀬
道
隆 

㈠
「
象
山
献
燈
」 

 

河
相
君
推
の
屋
敷
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
場
所
に
大
き
な

常
夜
灯
が
建
っ
て
い
る
。
河
相
家
は
酒
造
業
も
営
む
豪
農
で 

君
推
は
河
相
家
の
入
婿
で
和
歌
を
好
む
文
人
で
も
あ
っ
た
。 

 

こ
の
燈
籠
は
「
金
毘
羅
山
信
仰
」
の
標
と
し
て
の
石
燈
籠
で

あ
り
、
そ
の
財
力
が
偲
ば
れ
る
。
君
推
と
茶
山
は
度
々
行
き

来
す
る
関
係
で
も
あ
っ
た
。 

㈡ 

茶
山
と
文
人
サ
ロ
ン
中
條 

 

当
時
中
條
村
に
は
、
漢
詩
や
和
歌
に
通
じ
る
文
人
が
多
く

存
在
し
、
茶
山
は
中
條
村
に
足
繁
く
通
っ
て
い
る
。
集
っ
た

人
物
た
ち
に
つ
い
て
、
茶
山
詩
「
黄
龍
山
呈
充
国
」
（
前 

五‐

二
）
の
中
に
「
充
国
の
此
に
遊
べ
る
は
今
を
距
る
こ
と

二
十
年
な
り
矣
。
当
時
、
唱
和
し
た
る
者
、
篁
大
道
、
大
空

上
人
、
松
井
子
璐
、
諸
人
今
は
皆
な
在
ら
ず
。
独
り
河
子
蘭

及
び
余
存
す
」
（
元
漢
文
）
と
記
し
て
い
る
。 

・
大
空
上
人
（
黄
龍
山
遍
照
寺
上
人
） 

・
篁 

大
道
（
高
村
氏
、
中
条
八
幡
宮
神
官
？
） 

・
松
井
子
璐
（
高
居
の
庄
屋
、
医
師
を
目
指
す
） 

・
河
相
子
蘭
（
大
坊
の
庄
屋
） 

 

そ
の
足
跡
が
詩
碑
と
し
て
、
遍
照
寺
に
3
基
、
高
居
に

２
基
建
立
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
上
寒
水
寺
路
上
」
（
前

一―

九
）
「
圓
通
寺
同
諸
子
賦
」
（
四-

十
四
）
「
上
廣
山

寺
途
中
作
」
（
遺
稿
集
）
な
ど
の
詩
を
詠
ん
で
い
る
。 

 

㈢ 

河
相
君
推
と
松
風
館
十
勝 

 
 

「
松
風
館
十
勝
」
に
つ
い
て
は
『
西
中
條
村
村
史
』
に
記
述

が
あ
る
が
忘
れ
ら
れ
て
い
た
。
昭
和
年
１５
年
濱
本
鶴
賓
・

猪
原
薫
一
両
氏
に
よ
っ
て
そ
の
全
容
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

○
「
松
風
館
十
勝
」
名
と
揮
毫
し
た
人
物
は 

・
松
風
館
（
頼
杏
坪
） 

・
棣
棠
橋
（
倉
成
龍
渚
） 

 

・
鳥
語
澗
（
赤
崎
彦
禮
）
・
鳴
玉
橋
（
菅
恥
庵
） 

・
迎
碧
墩 (

柴
野
栗
山) 

・
浸
翠
池
（
山
本
北
山
） 

 
 
 
 
 
 

・
紅
於
徑 (

岩
瀬
華
沼) 

・
魚
樂
梁 (

亀
田
鵬
斎) 

 

・
垂
白
棚
（
紫 

源
）  

・
娯
論
亭(

菅
茶
山) 

 

揮
毫
は
廉
塾
を
訪
ね
来
た
儒
者
や
茶
山
が
江
戸
に
赴
い
た

際
、
依
頼
し
た
有
名
な
文
人
達
で
あ
る
。 

○
松
風
館
は
客
殿
と
し
て
建
立
さ
れ
た
。 

 

石
碑
「
迎
碧
墩
」
は
存
在
す
る
が
、
松
風
館
の
面
影
を
伝

え
る
も
の
は
な
い
。
松
風
館
で
詠
ん
だ
詩
か
ら
想
像
す
る
。 

 

河
相
保
之
松
風
館
同
菅
禮
卿
賦 

 

頼 

春
水 

 
 

河
相
保
之
の
松
風
館
に
菅
禮
卿
と
同 と

も

に
賦
す 

長
松
之
下
故
人
家 

長
松
の
下 も

と 

故
人

こ
じ
ん

家 
墓前祭の様子 

コンサートの様子 
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鳴
玉
溪
流
不
覺
譁 

鳴
玉
の
溪
流 

譁
か
ま
び
す

し
き
を
覚
え
ず 

傳
杯
更
愛
幽
香
度 

杯
を
伝
え 

更
に
愛
す
幽
香
の
度 わ

た

る
を 

屋
角
微
風
橘
柚
花 

屋
角

お
く
か
く

の
微
風 

橘
柚

き
つ
ゆ
う

の
花 

 

 

【
大
意
】
大
き
な
松
の
木
の
下
に
、
古
く
か
ら
の
友
の
家
が

あ
る
。
屋
舎
に
あ
が
る
と
玉
を
鳴
ら
す
よ
う
な
泉
水
が
ち
ょ

ろ
ち
ょ
ろ
流
れ
て
い
る
が
耳
障
り
に
は
な
ら
ず
、
快
い
音
色

を
響
か
せ
て
い
る
。
酒
を
酌
み
交
わ
し
て
い
る
と
、
ど
こ
か

ら
か
、
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
得
も
言
わ
れ
ぬ
香
が
鼻
を
く
す
ぐ

る
。
さ
て
、
何
の
匂
い
だ
ろ
う
か
。
家
の
屋
敷
の
隅
の
方
か 

ら
吹
く
風
に
の
っ
て
く
る
。
あ
あ
、
橘
柚
の
花
の
い
い
匂
い

だ
な
あ
。 

○
松
風
館
を
訪
れ
た
文
人
達 

頼
春
水
・
頼
杏
坪
・
頼
山
陽
・
西
山
拙
斎
・
永
富
充
国
・
佐

藤
子
文
・
梨
木
祐
為
・
道
光
上
人
な
ど 

○
松
風
館
十
勝
の
配
置
場
所
を
推
定
す
る 

・
茶
山
顕
彰
会
の
推
定
地
図 

～
故
武
田
武
美
氏
の
地
図
を

部
修
正
し
た
。
＊
詳
細
は
菅
茶
山
顕
彰
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
菅
茶
山
新
報
」
を
参
照 

 

◎
第
二
回
学
習
会 

7
月
23
日 

於
菅
茶
山
記
念
館 

会
員
他
18
名
参
加 

・
菅
茶
山
顕
彰
会
30
年
を
振
り
返
え
る 

 
 
 

藤
田
会
長
作
成
の
ｐｐ
映
像
で
顕
彰
会
30
年
の
歴
史
を
振

り
返
る 

・
山
下
さ
ん
、
ポ
エ
ム
絵
画
発
表
～
茶
山
研
究
の
欄
に
記
載 

 

◎
第
三
回
学
習
会 

９
月
２４
日 

 

於
菅
茶
山
記
念
館 

 
 
 
 
 

・
テ
ー
マ
「
菅
茶
山
と
福
山
藩
Ⅰ
」 

 
 
 
 
 

コ
ロ
ナ
渦
中
、
参
加
者
16
人
。
会
員
以
外
2
名
参
加
。
シ

ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
ス
タ
イ
ル
も
、
ほ
ぼ
狙
い
ど
お
り
。
報
告
者

は
２
名
の
理
事
さ
ん
が
担
当
す
る
。 

松
岡 

明
美
さ
ん
～
茶
山
の
生
き
た
時
代 

川
崎
行
輝
さ
ん
～
青
壮
年
時
代
の
政
治
批
判
詩 

急
遽
、
ク
ロ
ー
ザ
ー
と
し
て
救
援
を
求
め
た
黒
瀬
副
会
長

に
は
晩
年
の
藩
儒
と
し
て
の
総
括
を
務
め
て
も
ら
っ
た
。
発

表
者
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
も
あ
り
、
発
表
時
間
簡
潔
。
会
場
の

雰
囲
気
も
学
習
会
的
で
堅
苦
し
く
な
か
っ
た
。 

         

◎
第
四
回
学
習
会 

１０
月
２９
日 

於
神
辺
公
民
館
と
共
催 

福
山
城
築
城
400
年
記
念
協
賛 

顕
彰
会
公
開
講
座 

・
テ
ー
マ
「
菅
茶
山
と
福
山
藩
Ⅱ
」 

 
 
 

～
政
治
批
判
詩
か
ら
廉
塾
へ
～ 

講
師 

副
会
長 

黒
瀬
道
隆 

㈠
茶
山
の
生
い
立
ち
と
思
想 

①
時
代
背
景 

老
中
田
沼
意
次
の
賄
賂
政
治
と
災
害
の
頻
発 

②
京
坂
遊
学 

計
6
回
。
4
回
目
か
ら
朱
子
学
へ 

・
西
山
拙
斎
、
頼
春
水
や
大
坂
の
儒
者
と
の
交
流 

③
茶
山
詩
の
題
材 

・
紀
行
＆
交
遊 

宮
島
・
芳
野
・
京
都
・
江
戸
な
ど 

・
題
画
詩
・
画
賛
（
絵
画
・
掛
け
軸
な
ど
） 

・
農
村
風
景
・
子
ど
も
・
弱
者
・
政
治
批
判
詩
な
ど 

 

④
福
山
藩 

茶
山
は
藩
主
4
人
～
阿
部
正
右
・
正
倫
・
正
精
・

正
寧
の
時
代
に
生
き
る
。
財
政
難
の
藩
は
重
税
を
課
す
。
結

果
と
し
て
、
農
民
の
反
発
を
招
き
再
三
に
わ
た
り
一
揆
が
頻

発
。
宝
暦
・
明
和
・
天
明
の
3
回
の
百
姓
一
揆
を
経
験
。
権

力
に
よ
る
圧
政
は
茶
山
の
思
想
形
成
に
影
響
を
与
え
る
。 

 
 

⑤
茶
山
の
政
治
批
判
詩 

・
社
会
秩
序
が
乱
れ
た
原
因
は
、
幕
府
・
藩
の
政
治
が
間
違

っ
て
お
り
、「
朱
子
学
」
を
基
本
と
し
た
政
治
を
行
う
べ
き
で

あ
る
と
し
、
西
山
拙
斎
・
頼
春
水
な
ど
と
政
治
批
判
詩
を
作

っ
て
い
る
。 

・
表
現
方
法
は
直
接
的
な
批
判
を
避
け
、
鳥
や
石
に
擬
人
化

し
た
り
、
古
代
中
国
の
話
と
し
て
詩
を
構
成
し
て
い
る
。
主

な
詩
を
挙
げ
る 

「
御
領
山
大
石
歌
」・「
秋
半
」・「
事
情
」・「
歳
杪
放
歌
」・「
歎

晋
」・「
有
鳥
」
三
首
・「
西
城
」
二
首
・「
窮
鄰
」
な
ど 

＊ 

頼
山
陽
の
「
幕
府
の
忌
憚
に
触
れ
ん
」
の
意
見
を
受
け

て
詩
集
『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
』
か
ら
除
外
し
た
詩
も
あ
る 

㈡
茶
山
と
福
山
藩 

 

・
藩
か
ら
の
弘
道
館
出
講
や
御
家
人
要
請
を
断
っ
て
お
り
、。

そ
の
時
の
心
境
を
詩
に
残
し
て
い
る
。 

 

雨
中
同
賞
庭
下
海
棠 

分
得
韻
侵 

時
有
辟
命 

 

雨
中
同 と

も

に
庭
下
の
海
棠

か
い
ど
う

を
賞
す 

分
ち
て
侵
の
韻
を
得
る 

時

に
辟
命
有
り 

 
 
 
 
 
 

『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
』 

前
三―

二 
 

幽
粧
笑
倚
短
牆
陰 

幽

粧

ゆ
う
し
ょ
う

笑
み
て
倚 よ

る
短

牆

た
ん
し
ょ
う

の
陰 か

げ 

時
有
狂
蜂
戲
蝶
尋 

 

時
に 

狂

蜂

き
ょ
う
ほ
う

戯
蝶

ぎ
ち
ょ
う

の
尋
ね
る
有
り 

晝
靜
自
堪
供
懶
睡 

昼
静
か
に
し
て

自
お
の
づ
か

ら
懶
睡

ら
い
す
い

に
供
す
る 

に
堪
へ
た
り 

春
寒
誰
共
訴
芳
心 

春
寒 

誰
と
共
に
か
芳
心

ほ
う
し
ん

を
訴
え
ん 

風
飄
翠
袖
香
仍
淺 

風
は
翠

袖

す
い
し
ゅ
う

を
飄

ひ
る
が

え
し 

香 

仍 な

ほ
浅
く

雨
洗
紅
肌
艶
未
深 

 

雨
は
紅
肌

こ
う
き

を
洗
い
て
艶 え

ん

未
だ
深
か
ら
ず 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

顕
彰
会
の
活
動
内
容
と
し
て
学

習
会
が
始
ま
っ
て
３
年
。 

講
師
の
話
を
聞
く
だ
け
で
な

く
会
員
が
発
表
す
る
新
し
い
形

の
学
習
会
で
あ
る
。
今
後
の
発

展
が
期
待
さ
れ
る
。 
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町
内
に
は
多
く
の
詩
碑
が
建 

立
さ
れ
て
い
る
。
詩
碑
巡
り 

を
さ
れ
て
は
ど
う
で
し
ょ
う 

か
。
場
所
等
は
顕
彰
会
ホ 

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て 

い
ま
す
。 

久
托
孤
根
安
陋
巷 

久
し
く
孤
根

こ
こ
ん

に
托 た

く

し
て
陋
巷

ろ
う
こ
う

に
安
ん
じ 

 
 
 
 
 
 
 
 

不
須
移
植
百
花
林 

須 も
ち

い
ず 

百
花

ひ
ゃ
っ
か

の
林
に
移
し
植
え
る
を 

【
茶
山
の
心
情
】 

春
に
な
っ
て
も
寒
い
昼
下
が
り
、
海
棠

の
花
を
愛
で
な
が
ら
、
「
久
托
孤
根
安
陋
巷 

不
須
移
植
百 

花
林
」
と
詠
ん
で
、
「
た
だ
一
本
の
根
を
頼
み
に
し
て
狭
く

む
さ
く
る
し
い
町
（
（
神
辺
）
に
安
住
し
て
い
る
が
、
た
く

さ
ん
の
花
が
咲
き
乱
れ
る
林
に
移
し
植
え
ら
れ
た
い
と
は
思

わ
な
い
」
と
、
病
弱
を
理
由
に
「
弘
道
館
」
出
仕
を
断
っ
て

い
る
。 

・
寛
政
の
改
革 

田
沼
政
治
が
終
わ
り
、
老
中
松
平
定
信
に

よ
る
改
革
が
始
ま
る
。
昌
平
黌
で
は
「
寛
政
異
学
の
禁
」
が

発
せ
ら
れ
、
朱
子
学
が
各
藩
に
広
ま
る
。
福
山
藩
も
藩
主
正

倫
に
よ
る
改
革
が
始
ま
る
が
、茶
山
は
御
家
人
登
用
を
断
る
。 

 

①
新
塾
（
現
講
堂
）
を
建
て
「
黄
葉
夕
陽
村
舎
」
と
名
づ
け

る
。 

 

・
寛
政
8
年
、「
郷
塾
取
立
願
書
」
提
出 

学
種
を
広
め
た

い
。
ま
た
塾
の
永
続
を
願
い
、
願
書
提
出
。 

翌
年
許
可
。
郷
校
「
神
辺
学
問
所
」「
廉
塾
」
と
な
る
。 

②
茶
山
詩
の
変
化 

 

郷
校
と
な
っ
て
か
ら
は
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
は
「
政
治
批

判
詩
」
は
、
形
を
変
え
て
「
農
村
詩
」
へ
と
移
っ
て
い
っ
た

が
、そ
の
底
流
に
は
農
民
た
ち
を
見
る
温
か
な
眼
差
し
あ
り
、

農
村
の
閑
か
で
鄙
び
た
風
景
が
詠
ま
れ
、
素
直
な
子
ど
も
の

姿
が
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

○ 

顕
彰
会
と
し
て
初
め
て
の
公
開
講
座
。
約
40
名
が
耳
を

傾
け
た
。
配
付
さ
れ
た
冊
子
を
基
に
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
使

っ
た
内
容
は
、
難
解
な
漢
詩
で
も
理
解
が
進
ん
だ
の
で
は
な

い
か
。
次
の
学
習
会
が
期
待
さ
れ
る
。 

 

五
、
「
松
風
館
十
勝
碑
林
・
象
山
献
燈
案
内
板
設
置
」 

「
象
山
献
燈
」
や
顕
彰
会
が
中
心
と
な
り
建
立
し
た
「
松

風
館
十
勝
碑
林
」
へ
見
学
に
行
こ
う
と
し
て
も
道
が
わ
か
ら

な
い
と
い
う
声
が
多
い
。冊
子「
河
相
君
推
と
松
風
館
十
勝
」

を
出
版
し
た
こ
と
も
あ
り
、
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
お
う

と
案
内
板
２
か
所
に
を
設
置
す
る
。 

 

 

○
県
道
181
号
線 

山
田
谷
入
口
（
写
真
上
） 

 

○
山
田
公
民
館
付
近
（
写
真
下
） 

       
  六
、
「
石
碑
を
訪
ね
て
」
～
菅
茶
山
の
世
界
～ 

 
 

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
井
原
放
送 

放
送
中 

 
菅
茶
山
の
業
績
を
紹
介
す
る
番
組
と
し
て
、
神
辺
町
内
に

設
置
さ
れ
て
い
る
詩
碑
を
紹
介
す
る
月
1
回
の
シ
リ
ー
ズ

番
組
。
案
内
者
は
黒
瀬
道
隆
氏
（
本
会
副
会
長
） 

 

収
録
場
所
と
詩
碑 

４
月 

一
里
塚
跡
「
高
屋
途
中
」 

５
月 

国
分
寺
「
聯
句
戯
贈
如
実
上
人
」 

６
月 

廉
塾
・
紅
葉
堂
前
「
神
辺
驛
」   

 

７
月 

萬
念
寺
「
夏
目
雜
詩
」
松
浦
氏
宅
「
農
功
」 

８
月 

光
蓮
寺
「
十
四
日
與
嶺
松
赴
鞆
浦
途
中
口
占
」 

９
月
「
箱
田
良
助
誕
生
の
地
」
「
箱
田
道
中
」 

10
月 

寶
泉
寺 

「
送
恵
充
上
人
之
高
野
山
」 

11
月 

河
相
君
推
「
象
山
献
燈
」
と
「
松
風
館
十
勝
」 

12
月 

十
勝
碑
林
「
松
風
館
即
事
」
・
頼
春
水
詩
碑 

１
月 

西
福
寺
「
西
福
寺
賞
梅
」 

２
月 

神
辺
公
民
館
「
丁
谷
餞
子
成
卒
賦
」 

３
月 

龍
泉
寺
「
龍
泉
寺
櫻
」 

今
後
の
予
定 

 

４
月 

東
福
院
「
閑
行
」 

５
月 

故
松
井
義
典
氏
宅
「
時
子
璐
叔
姪
東
遊
」
な
ど 

６
月 

遍
照
寺 

「
黄
龍
山
呈
充
国
」
な
ど 

 
 
 

        

七
、
廉
塾
見
学
と
菅
茶
山
の
石
碑
め
ぐ
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主
催 

神
辺
観
光
協
会 

 

１
月
３１
日
、
織
物
体
験
と
廉
塾
・
茶
山
石
碑
め
ぐ
り
が

行
わ
れ
た
。
（
石
碑
め
ぐ
り
は
2
時
間
コ
ー
ス
） 

 

菅
茶
山
の
石
碑
め
ぐ
り
コ
ー
ス 

 

廉
塾
保
存
工
事
の
現
状
見
学 

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）→

西 

福
寺
「
西
福
寺
賞
梅
」→

紅
葉
堂
前
（
神
辺
驛
）→

光
蓮
寺

「
十
四
日
與
嶺
松
師
赴
鞆
浦
途
中
口
占
」
と
天
井
絵
拝
観 

→

三
日
市
通
の
町
家
見
学
（
な
ま
こ
壁
）→

福
海 

        

撮影風景 「箱田道中」 

民家のなまこ壁（三日市通） 

光蓮寺天井絵 
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   一
、
菅
茶
山
記
念
館
２
０
２
２
年
収
蔵
作
品
展 

 

◎ 

特
別
展
示
「
夏
」 

５
月
３１
日
～
８
月
２１
日 

（
解
説
） 

 

・
「
菅
茶
山
肖
像
画 
岡
本
花
亭
賛
」 

 
 

茶
山
70
歳
の
時
の
風
貌
が
描
か
れ
て
い
る
。
画
賛
は
茶

山
自
ら
が
人
生
を
回
顧
し
て
詠
ん
だ
「
自
題
画
像
」
3
首

を
岡
本
花
亭
が
天
保
１３
年
に
書
き
込
ん
で
い
る
。
肖
像
画

の
作
者
は
不
明
。 

・
「
村
塾
取
立
て
に
関
す
る
書
付
」
（
複
製
） 

・
「
郷
塾
取
立
に
関
す
る
書
簡
」
（
複
製
） 

・
「
菅
太
中
存
寄
書
」
（
複
製
） 

 
 

こ
れ
ら
は
茶
山
が
開
塾
の
経
緯
や
教
育
方
針
、
藩
に
塾 

を
差
し
出
す
に
至
っ
た
動
機
、
茶
山
の
塾
経
営
に
関
す
る 

心
得
で
あ
り
、
遺
書
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
茶
山
を
知
る 

う
え
で
必
修
と
言
え
る
。 

・
「
田
家
」
天
明
５
年
作 

 
 

茶
山
38
歳
、
「
目
耕
何
似
躬
耕
好
」
と
自
ら
の
進
路
に

迷
う
姿
を
詠
う
。
揮
毫
は
70
歳
。 

・
そ
の
ほ
か
、
「
蛍
七
首
」
「
太
公
望
図
」
な
ど 

◎ 

生
誕
１
３
０
年
記
念 

金
島
桂
華
展 

 

７
月
15
日
～
8
月
21
日 

 
 

代
表
作
～
花
鳥
其
二
木
蓮
、椿
や
双
鶴
な
ど
多
く
の
作
品

が
展
示
さ
れ
、
多
く
の
人
々
が
鑑
賞
に
訪
れ
た
。 

○
金
島
桂
華
（
本
名 

政
太 

1892
～
1974
） 

明
治
25
年
6
月
29
日
、
福
山
市
神
辺
町
湯
野
に
生
ま
れ

る
。
幼
少
時
か
ら
絵
を
描
く
こ
と
が
好
き
で
、
上
阪
、
19
歳

の
時
、
京
都
竹
内
栖
鳳
の
画
塾
「
竹
杖
会
」
に
入
門
、
大
正

７
年
、
初
期
文
展
に
初
入
選
、
そ
の
後
、
華
や
か
な
受
賞
歴

を
経
て
昭
和
34
年
、
芸
術
院
会
員
京
都
画
壇
の
重
鎮
と
し
て

活
躍
。
昭
和
44
年
、
京
都
市
文
化
功
労
者
賞
受
賞
、
昭
和
49

年
9
月
16
日
死
去
。 

昭
和
54
年
、
福
山
市
名
誉
市
民
の
称
号
が
贈
ら
れ
顕
彰
さ

れ
る
。
金
島
家
は
東
福
院
の
門
徒
で
、
寺
に
は
作
品
が
蔵
さ

れ
て
い
る
。 

◎ 

菅
茶
山
第
30
回
特
別
展 

「
菅
茶
山
と
備
陽
の
人
々
」
9
月
1
日
～
10
月
10
日 

 

～
師
弟 

黒
田
綾
山
＆
岡
本
豊
彦
の
作
品
か
ら
～ 

 

9
月
24
日
の
茶
山
学
習
会
で
、
茶
山
の
壽
詩
画
巻
が
話

題
に
な
る
が
、表
題
の
ポ
ス
タ
ー
の
一
面
に
黒
田
綾
山
画「
鍾

馗
図
」
菅
茶
山
賛
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
黒
田
綾
山
（
讃
岐

高
松 

1755
～
1814
）
は
、
福
原
五
岳
に
画
を
学
び
、
諸
国
遊
歴

後
、
1785
年
頃
、
玉
島
に
住
ん
だ
。
弟
子
、
岡
本
豊
彦
（
倉
敷 

1773
～
1845
）「
梅
花
書
屋
図
」
菅
茶
山
賛
も
出
展
。 

茶
山
と
綾
山
・
豊
彦
、
い
つ
頃
か
ら
接
点
が
あ
っ
た
の
か

は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
お
互
い
に
隣
国
同
志
、
茶
山
や
西
山

拙
齋
が
着
賛
し
た
作
品
が
多
い
。
ま
た
、
黒
田
綾
山
は
茶
山

の
父
、
菅
波
樗
平
還
暦
60
歳
の
祝
い
と
し
て
、『
松
鶴
図
』

（
賴
春
風
賛
）
を
寄
せ
て
い
る
。 

こ
う
し
て
故
郷
の
巨
峰
茶
山
は
近
隣
の
備
陽
の
み
な
ら
ず

全
国
各
地
で
多
く
の
文
人
画
家
と
も
交
流
、
江
戸
時
代
後
期

の
文
化
芸
術
活
動
を
築
き
あ
げ
、
今
日
に
幾
多
の
貴
重
な
財

を
遺
し
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
顧
問 

上
泰
二
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
、
県
博
「
菅
茶
山
関
係
史
料
」
ご
案
内 

 

草
戸
千
軒
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
（
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
）
の

近
世
文
化
展
示
室
で
は
、
博
物
館
所
蔵
の
重
要
文
化
財
「
菅

茶
山
関
係
史
料
」
の
中
か
ら
、
通
年
展
示
の
「
菅
茶
山
と
廉

塾
」
に
併
せ
て
テ
ー
マ
ご
と
の
特
別
展
示
を
し
て
い
る
の
で

紹
介
す
る
。 

（
以
下
取
材
メ
モ
） 

 第
22
回 

４
月
１
日
～
５
月
29
日 

特
別
展
示
「
菅
茶
山
と
白
河
藩
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藩
主
で
元
老
中
松
平
定
信
を
中
心
と
し
た
白
河
藩
士
た
ち 

と
交
流
し
て
い
た
。
松
平
定
信
は
、
古
文
化
財
図
録
『
集
古

十
種
』
編
纂
に
当
り
、
尾
道
浄
土
寺
の
「
観
世
音
法
楽
和
歌
」

に
興
味
を
持
ち
、
茶
山
に
そ
の
写
し
が
欲
し
い
と
側
用
人
田

内
月
堂
を
通
し
て
依
頼
し
て
い
る
。
展
示
作
品
に
は
、
定
信

か
ら
送
ら
れ
た
磁
杯
や
招
待
さ
れ
た
浴
恩
園
図
の
パ
ネ
ル
、

白
河
城
下
図
、
『
集
古
十
種
』
な
ど
も
展
示
。 

 

第
23
回 

6
月
3
日
～
7
月
31
日 

 

特
別
展
示
「
菅
茶
山
と
廉
塾
」 

・
「
寛
政
九
年
素
読
所
附
田
畑
畝
高
平
均
引
掛
米
等
記
録
」

で
は
、
藩
に
寄
付
し
た
田
畑
の
収
穫
高
等
が
世
話
人
（
武

十
郎
等
）
の
報
告
し
た
原
本
展
示
。 

・
「
廉
塾
周
辺
図
」
文
政
八
年
頃
の
廉
塾
周
辺
の
土
地
が
細

か
い
寸
法
で
記
載
。
廉
塾
・
槐
寮
・
南
寮
・
新
塾
等
が
記
載

さ
れ
当
時
の
様
子
が
わ
か
る
。 

・
講
義
で
使
用
の
書
籍
『
世
説
新
語
』
『
蒙
求
』
『
唐
詩
選
』

『
三
体
詩
』
な
ど
の
書
籍
展
示
。 

 

第
24
回 

８
月
５
日
～
10
月
２
日 

 

特
別
展
示
「
福
山
藩
儒 

菅
茶
山
」 

・
「
郷
塾
取
立
に
関
す
る
書
付
」
「
菅
茶
山
履
歴
書
付
」

「
福
山
志
料
」
「
風
俗
御
問
状
答
書
」
な
ど
茶
山
が
藩
へ
提

出
し
た
資
料
。 

・
「
奉
茶
山
菅
先
生
東
征
詩
幷
引
」
（
武
元
君
立
作
）
の
展

示
で
、
文
化
１１
年
の
江
戸
出
府
は
、
藩
主
正
精
の
命
で
あ

講
演
会
・展
示
会 
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っ
た
が
、
老
中
松
平
信
明
が
昌
平
黌
の
儒
者
と
し
て
招
聘
す

る
意
図
を
感
じ
て
お
り
、
茶
山
は
断
っ
て
帰
国
す
る
つ
も
り

だ
と
答
え
た
と
記
し
て
い
る
。 

 

第
25
回 
10
月
７
日
～
12
月
４
日 

特
別
展
示
「
菅
茶
山
と
交
流
し
た
藩
儒
た
ち
」 

・
「
対
獄
楼
宴
集
当
日
真
景
図
」
」
谷
文
晁
画 

 

文
化
元
年
、
菅
茶
山
は
柴
野
栗
山
の
屋
敷
を
借
り
て
詩
筵

を
開
く
。
招
い
た
儒
者
・
画
人
た
ち
が
中
国
風
の
衣
装
で
描

か
れ
て
い
る
作
品
。
展
示
で
は
出
席
者
の
名
前
当
て
ク
イ
ズ

が
出
さ
れ
て
お
り
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
た
。 

・
志
村
篤
次
は
な
し
、
奥
州
清
蔵
は
な
し 

 
 
 
 
 
 

仙
台
藩
儒
志
村
篤
次
（
東
與
弟
）
が
漂
流
民
に
つ
い
て
残

し
た
記
録
。
中
国
船
の
船
員
を
長
崎
に
護
送
す
る
聞
き
取

り
や
大
阪
商
人
の
船
が
安
南
国
（
ベ
ト
ナ
ム
）
か
ら
帰
国

し
、
乗
組
員
清
蔵
を
護
送
し
た
こ
と
の
記
録
写
本 

 

第
２６
回 

１２
月
９
日
～
１
月
31
日 

特
別
展
示
「
茶
山
が
収
集
し
た
モ
ノ
」 

・ 

茶
山
は
若
き
日
に
京
都
へ
6
回
に
遊
学
し
、
享
和
元
年

（
一
八
〇
一
）
藩
儒
に
な
っ
て
か
ら
２
度
の
江
戸
勤
め
で
は

多
く
の
文
人
達
と
盛
ん
に
交
流
し
た
。
ま
た
、
漢
詩
人
と
し

て
著
名
な
茶
山
に
一
目
会
お
う
と
山
陽
道
に
面
す
る
廉
塾
に

は
、
各
地
の
文
人
た
ち
が
旅
の
途
中
立
ち
寄
っ
た
。
こ
れ
ら

の
交
流
を
通
し
て
、
多
く
の
文
人
の
書
や
絵
画
、
様
々
な
情

報
が
集
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、
藩
儒
と
し
て
藩
内
の
歴
史
資
料

や
考
古
遺
物
な
ど
を
調
査
・
収
集
し
、
そ
の
結
果
は
『
福
山

志
料
』
に
結
実
し
て
い
る
。 

・
平
安
古
宮
廃
城
址
瓦
・
蔀
山
石
記
・
大
宰
府
瓦
硯
・
象
図 

中
須
村
出
土
土
器
図
、
湯
島
聖
堂
平
面
図
な
ど 

・
神
村
出
土
銅
鐸
拓
本
は
有
名
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
化
10

年
沼
隈
郡
神
村
町
万
福
寺
跡
地
で
出
土
。
こ
れ
は
現
在
知
ら

れ
る
県
内
出
土
の
銅
鐸
３
例
の
一
つ
で
、
備
後
南
部
で
唯
一

の
事
例
だ
が
、
実
物
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。 

 

三
、 

県
博 

博
物
館
大
学
第
３
回 

 
 

演
題
「
江
戸
時
代
後
期
の
教
育
」
～
廉
塾
を
中
心
に 

11
月
5
日 

広
島
県
立
歴
史
博
物
館
講
堂 

講
師 

岡
野
将
士
氏
（
当
館
主
任
学
芸
員
） 

・
江
戸
の
学
び 

寺
子
屋
、
私
塾
、
郷
校
、
藩
校 

寺
子
屋
～
読
み
書
き
算
盤
で
日
常
生
活
に
必
要 

藩
校
～
藩
士
の
子
弟
教
育 

8
才
頃
入
塾 

閑
谷
学
校
（
岡
山
県
）
は
藩
主
導
の
代
表
例 

郷
校 

廉
塾
は
民
間
設
立
、
藩
の
保
護 

・
学
問
の
内
容 

四
書
五
経
の
素
読
、
講
釈
、
会
読 

 

素
読
～
読
書
の
初
級
で
ひ
た
す
ら
読
み
暗
誦 

講
釈
～
経
書
の
一
章
、
一
節
を
解
読
し
講
釈 

会
読
～
生
徒
が
集
ま
り
経
典
や
章
句
に
つ
い
て
意
見
を
交

え
て
集
団
研
究
（
共
同
学
習
） 

・
廉
塾
の
学
び
・
・
廉
塾
規
約
（
略
） 

 

四
、 

福
山
大
学
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム2022

 
 

 

１２
月
３
日 
福
大
社
会
連
携
推
進
セ
ン
タ
ー 

 

「
神
辺
本
陣
と
神
辺
宿
」 

講
師 

柳
川
真
由
美 

福
大
准
教
授 

 
 
 
 

講
師 

山
口
佳
巳 
比
治
山
大
学
講
師 

㈠ 

柳
川
真
由
美
先
生
（
要
旨
） 

・ 

神
辺
本
陣
の
普
請
と
地
域 

 
普
請
に
伴
う
資
材
や
材 

木
・
石
材
・
瓦
・
釘
な
ど
）
は
近
隣
の
村
落
で
調
達
。 

・
芦
田
川
か
ら
高
屋
川
を
利
用
、
本
陣
の
裏
で
陸
上
げ
し
て 

い
る
。 

・
職
人
の
多
く
は
神
辺
平
野
を
中
心
と
す
る
地
域
に
住
む
大 

工
の
中
に
は
親
子
２
代
に
亘
っ
て
携
わ
っ
て
い
る
例
も
見
ら 

れ
る
。 

・
神
辺
本
陣
と
神
辺
宿 

神
辺
宿
は
川
北
・
川
南
村
両
村
か
ら
な
り
、
二
つ
の
本
陣

は
い
ず
れ
も
川
北
村
に
あ
る
。
し
か
し
、
両
村
の
相
互
扶
助

に
よ
っ
て
こ
そ
宿
場
町
全
体
の
賑
わ
い
と
繁
栄
が
醸
成
さ
れ

る
と
し
て
、
代
官
宛
「
乍
恐
以
書
附
奉
願
上
」
書
付
を
上
げ

る
。 

そ
の
内
容
は
、
東
本
陣
は
大
名
の
宿
泊
を
、
西
本
陣
（
現
神

辺
本
陣
）
に
は
公
用
の
人
々
の
宿
泊
を
割
り
当
て
、
東
西
二

つ
の
本
陣
と
七
日
市
と
三
日
市
集
落
の
共
存
共
栄
を
図
ろ
う

と
し
て
い
る 

㈡ 

山
口
佳
巳
先
生
（
要
旨
） 

 

 
 

神
辺
本
陣
は
現
存
す
る
数
少
な
い
本
陣
で
、
往
時
（
延

享
3
年
～
寛
延
年
間
）
の
建
築
を
よ
く
残
し
て
い
る
点
で

文
化
財
的
価
値
が
高
い
。
本
陣
屋
敷
は
正
式
で
高
級
な
書
院

造
り
に
、
数
寄
屋
造
り
の
意
匠
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。 

神
辺
宿
で
は
本
陣
の
ほ
か
、
江
戸
時
代
の
民
家
が
2
棟

確
認
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
座
敷
の
角
に
角
柱
、
そ
れ

以
外
の
部
屋
に
面
皮
柱
を
使
用
、
当
時
の
民
家
の
特
徴
を
裏

づ
け
る
重
要
な
要
素
と
言
え
る
。
当
地
域
に
は
江
戸
時
代
か

ら
戦
前
ま
で
幅
広
い
年
代
の
町
家
が
現
存
し
て
い
る
。
宿
場

町
か
ら
繊
維
業
へ
の
変
遷
し
た
歴
史
を
残
す
町
並
み
と
し

て
、
今
後
の
保
存
が
期
待
さ
れ
る
。
（
文
責
編
集
子
） 

 

 

  

水
野
勝
成
が
福
山
城
を
築
城
し
て
４００
年
を
記
念
し
た
様 

々
な
イ
ベ
ン
ト
が
市
内
各
地
で
実
施
さ
れ
た
。
福
山
城
の
ラ

イ
ト
ア
ッ
プ
や
ト
ー
ク
シ
ョ
ウ
な
ど
工
夫
さ
れ
た
催
し
も
の

も
展
開
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
神
辺
町
内
で
実
施
さ
れ
た
幾

つ
か
を
紹
介
す
る
。 

 

福
山
城
400
年
博 

イ 

ベ 

ン
ト 
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一
、
神
辺
城
下
歴
史
ま
つ
り 

主
催 

神
辺
町
観
光
協
会 

 
 
 
 

～
備
後
福
山
の
源
流
を
め
ぐ
る
～ 

 

10
月
16
日
（
日
）
七
日
市
通
り
を
主
会
場
と
し
て
各
会

場
で
実
施
さ
れ
る
。
主
な
も
の
を
紹
介 

・
「
神
辺
城
下
ま
ち
お
ど
り
隊
」 

神
辺
ニ
上
が
り
保
存
会
他 

・
大
鍋
「
か
ん
な
べ
汁
」1000

人
分
の
豚
汁
を
提
供 

・
「
神
辺
城
下
歴
史
文
化
紹
介
」
古
地
図
や
写
真
展 

・
御
領
山
ハ
イ
ク
、
神
辺
城
探
検
ツ
ア
ー
な
ど 

・
「
廉
塾
保
存
整
備
見
学
会
」
～
修
繕
状
況
の
現
地
説
明 

・
菅
茶
山
顕
彰
会
も
協
賛
事
業
と
し
て
「
茶
山
ポ
エ
ム
町
並

格
子
戸
展
」
を
三
日
市
～
七
日
市
通
り
に
掲
示 

 

二
、
「
備
陽
六
郡
志
と
宮
原
直
倁
」
講
演
会 

 
 
 
 
 
 
 
 

主
催 

宮
原
直
倁
顕
彰
会 

 
 
 
 
 
 
 
 

10
月
29
日 

文
化
会
館
小
ホ
ー
ル

『
備
陽
六
郡
志
と
宮
原
直
倁
』
発
刊
記
念
講
演
会
と
し
て
開

催
さ
れ
、
園
尾
裕
氏
・
鐘
尾
光
世
氏
・
八
幡
浩
二
氏
等
が
宮

原
直
倁
や
備
陽
六
郡
誌
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
る
。
「
関
藤
藤

蔭
」
な
ど
の
顕
彰
会
が
消
え
て
い
く
中
で
先
人
の
顕
彰
会
活

動
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。 

 

＊
宮
原
直
倁
（
1702
～
1776
）
阿
部
家
の
下
級
武
士
の
家
に
生

ま
れ
る
。
勘
定
方
に
出
仕
す
る
が
讒
言
に
よ
り
閑
職
に
。
元

文
末
年
（
1740
）
頃
か
ら
75
歳
で
没
す
る
安
永
５
年
ま
で
約

30
年
以
上
の
永
き
わ
た
り
編
纂
作
業
に
携
わ
る
。
菅
茶
山
編

纂
の
『
福
山
志
料
」
に
は
『
備
陽
六
郡
志
』
か
ら
多
く
の
記

事
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 三

、 

地
域
の
小
・中
・高
校
生
に
よ
る 

神
辺
本
陣
「
動
く
江
戸
空
間
」 

 

11
月
６
日
（
日
）
会
場 

神
辺
本
陣
・
三
日
市
通 

 
 

主
催 

菅
波
教
育
文
化
振
興
財
団 

黒
田
家
の
行
列
が
到
着
。
高 

校
生
か
ら
小
学
生
達
が
自
作
し 

た
陣
笠
や
藁
草
履
姿
で
堂
々
と 

行
列
し
本
陣
に
入
る
。 

 

本
陣
内
で
は
建
物
の
説
明
や 

論
語
の
素
読
な
ど
高
校
生
ボ
ラ 

ン
テ
ィ
ア
が
活
躍
。
ま
た
、
お 

茶
席
も
設
け
ら
れ
多
く
の
見
学 

者
で
賑
わ
っ
た
。 

 

四
、 

菅
茶
山
顕
彰
会
公
開
講
座 

・
テ
ー
マ
「
菅
茶
山
と
福
山
藩
Ⅱ
」 

 
 

茶
山
学
習
会
に
詳
細
を
掲
載
（
13
頁
） 

 

五
、
「
神
辺
宿
ま
ち
な
み
講
演
会
」
と 

古
民
家
リ
ノ
ベ
工
事
現
場
見
学
会 

 
 
 
 
 
 
 
 

11
月
19
日 

会
場 

神
辺
公
民
館
他 

 
 
 
 
 
 
 
 

主
催 

神
辺
宿
文
化
研
究
会 

 

㈠
「
地
域
遺
産
」
と
し
て
の
神
辺
宿 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

講
師 

佐
藤
圭
一
氏
（
福
山
大
学
教
授
） 

・
暫
定
定
義
～
有
形
無
形
を
問
わ
ず
、
地
域
の
人
々
が
守
り

後
世
に
伝
え
た
い
地
域
の
至
宝
で
、
旧
街
道
宿
場
町
の
空
間

形
成
と
そ
の
変
容
・
転
生
・
保
全
・
継
承
と
し
て
「
神
辺
宿
」

を
取
り
上
げ
る
。 

・
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
も
の
～
別
所
砂
留
、
藺
草
栽
培
と

備
後
表
の
保
全
・
継
承
、
鞆
町
の
江
戸
期
町
家
の
創
造
的
再

利
用
、
能
舞
台
や
能
楽
堂
の
予
備
調
査
と
復
元
な
ど 

・
「
神
辺
宿
」
～
神
辺
本
陣
・
廉
塾
を
は
じ
め
と
し
て 

虫

籠
窓
に
な
ま
こ
壁
、
厨
子
二
階
や
格
子
や
駒
寄
を
持
つ
町
家

が
当
時
の
面
影
を
残
し
て
い
る
。 

・
現
地
調
査
で
17
軒
の
古
民
家
を
訪
れ
た
が
、
町
並
を
入
っ

た
路
地
に
も
古
民
家
が
多
く
あ
り
、
さ
ら
に
調
査
が
必
要
で

あ
る
。 

・
古
民
家
を
残
す
だ
け
で
な
く
、
活
用
す
る
こ
と
も
大
切
で

あ
る
。 

 

㈡ 

古
民
家
リ
ノ
ベ
工
事
現
場
見
学
会 

 

旧
菅
波
家
住
宅
を
改
修
し
、
カ
フ
ェ
開
設
の
た
め
の
工
事

現
場
見
学
会
。
古
民
家
は
活
用
さ
れ
て
こ
そ
次
の
時
代
に
伝

え
ら
れ
る
。 

 

こ
の
古
民
家
は
、
尾
道
屋
菅
波
家
か
ら
分
家
し
た
「
川
南

菅
波
家
」で
、頼
杏
坪
の
手
紙
が
額
装
し
掲
示
さ
れ
て
い
る
。 

       

六 

湯
田
公
民
館
歴
史
講
座 

 

演
題 

な
ぜ
福
山
城
は
「
西
国
の
鎮
衛
」
な
の
か 

 

講
師 

芸
備
近
現
代
史
研
究
会
顧
問 

佐
藤
一
夫
氏 

㈠ 

水
野
勝
成
の
出
自 

 

水
野
家
は
尾
張
・
三
河
の
境
界
辺
を
領
地
と
し
、
信
長
・

家
康
の
勢
力
下
に
挟
ま
れ
て
い
た
。
勝
成
の
父
忠
重
は
祖
父

忠
正
の
九
男
。
家
康
に
仕
え
て
い
た
。
一
五
八
二
年
、
尾
張

小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
（
秀
吉
vs
家
康
・
織
田
信
雄
）
で

父
の
寵
臣
を
斬
り
奉
公
構
の
上
、
勘
当
さ
れ
る
。
四
国
・
九

州
な
ど
で
転
戦
。
天
正
年
18
（
一
五
九
〇
）
鞆
に
上
陸
。

文
録
3
年
（
一
五
八
四
）
、
備
中
成
羽
三
村
親
重
の
食
客

と
な
り
、
慶
長
2
年
（
一
五
九
七
）
、
藤
井
利
直
娘
於
登

三日市通りを行進する行列 

現
在
は
カ
フ
ェ
工
事
中
。

オ
ー
プ
ン
は
３
月
と
の
こ

と
。
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な

が
ら
頼
杏
坪
の
手
紙
を
見

て
も
・
・
・
。 
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久
を
娶
る
。
翌
年
、
2
代
藩
主
と
な
る
勝
重
（
勝
俊
）
が

誕
生
。
慶
長
4
年
（
一
五
九
九
）
、
妻
子
を
残
し
、
上

洛
。
徳
川
家
康
に
謁
見
。
家
康
の
と
り
な
し
で
、
父
忠
重

（
実
姉 
於
大
＝
家
康
の
実
母
）
と
の
勘
当
が
解
か
れ
る
。

翌
年
、
家
康
の
會
津
攻
め
（
vs
上
杉
）
で
、
父
が
暗
殺
さ

れ
、
刈
屋
3
万
石
を
継
ぐ
。
慶
長
19
年
（
一
六
一
四
）
年

大
坂
冬
の
陣
、
翌
年
、
夏
の
陣
で
殊
勲
。
大
和
郡
山
6
万

石
城
主
と
な
る
。 

㈡ 

久
松
築
城 

 

天
正
5
（
一
六
一
九
）
年
7
月
22
日
、
大
和
郡
山
よ
り

備
後
転
封
を
命
じ
ら
れ
、
海
路
鞆
に
到
着
。
10
万
石
余
の
領

地
引
き
渡
し
を
受
け
た
。
神
辺
城
は
破
却
さ
れ
て
い
た
（
程

度
・
櫓
な
ど
福
山
城
へ
移
築
の
信
憑
性
は
不
明
）
た
め
、
品

治
郡
櫻
山
（
奥
へ
入
り
す
ぎ
る
）
、
沼
隈
郡
簑
島
（
海
に
浮

か
ぶ
・
幕
府
が
難
色
）
、
深
津
郡
常
興
寺
山
の
中
か
ら
、
現

在
地
常
興
寺
山
に
決
定
し
た
。 

㈢ 

何
故
福
山
城
は
「
西
国
の
鎮
衛
」
な
の
か 

 

福
山
城
完
成
当
時
、
中
四
国
・
九
州
に
は
53
家
の
大
名
中
、

譜
代
大
名
は
豊
後
日
田
石
川
忠
総
と
水
野
勝
成
だ
け
。
後
は

外
様
大
名
。
そ
こ
に
、
西
国
鎮
衛
の
城
と
し
て
の
意
義
が
あ

る
。 

 

そ
こ
で
、
築
城
に
当
っ
て
、
幕
府
も
一
国
一
城
令
下
、
資

金
援
助
な
ど
を
含
め
特
別
な
配
慮
を
し
た
。 

 

正
式
名
称
は
「
鐵
覆
山
朱
雀
院
久
松
城
」
。
築
城
と
並
行

し
て
造
っ
た
城
下
町
福
山
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
福
山
城
と
呼

ん
だ
。 

①
攻
撃
の
難
し
い
大
規
模
な
城 

 

城
郭
（
本
丸
・
二
の
丸
・
内
堀
・
外
堀
）
を
中
心
に
、
外

部
要
塞
と
し
て
寺
社
を
配
置
、
吉
津
川
や
入
川
、
奈
良
津
・

藪
路
な
ど
二
街
道
を
通
す
な
ど
し
て
、
庶
民
に
周
囲
の
荒
れ

地
を
地
子
諸
役
等
御
除
地
と
し
て
町
並
み
作
り
を
奨
励
、
近

国
諸
所
よ
り
多
く
の
人
を
集
め
た
。 

②
戦
さ
上
手
の
水
野
氏
の
居
城 

・
大
坂
冬
の
陣
・
夏
の
陣
の
殊
勲
者 

 

（
こ
の
冬
・
夏
の
陣
に
20
歳
以
上
で
参
戦
、
島
原
の
乱
に

も
加
勢
し
た
武
士
は
5
人
） 

・
島
原
の
乱
に
於
け
る
戦
略
上
の
指
揮
官 
 

総
大
将
松
平
信
綱
＋
水
野
日
向
守
宛
派
遣
命
令 

・
水
野
勝
成
・
勝
俊
・
勝
貞
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
要
請 

（
勝
成
・
勝
俊
＝
大
坂
夏
の
陣
当
時
20
歳
以
上
の
5
人
中

2
人
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
文
責 

編
集
子
） 

 
 

  

一
、 

堂
々
川
ホ
タ
ル
同
好
会
総
括
in 

2022 

 
 

～ 

ホ
タ
ル
と
花
と
砂
留
＋
大
石
岩
と
古
墳
群 

～ 
  

わ
が
会
報
第
18
号
（
2008
年
）
に
堂
々
川
ホ
タ
ル
同
好
会

の
起
源
に
遡
及
す
る
当
時
の
土
肥
徳
之
事
務
局
長
の
熱
烈
な

思
い
が
綴
ら
れ
て
い
る
。 

所
載
記
事
に
よ
れ
ば
、
土
肥
氏
が
「
茶
山
先
生
が
江
戸
の

昔
眺
め
た
で
あ
ろ
う
『
黄
色
い
光
に
魅
せ
ら
れ
て
』
」
、
同

好
会
設
立
準
備
を
開
始
し
た
の
は
、
2004
年
の
こ
と
。 

 

そ
の
後
、
営
々
と
し
て
、
ひ
た
む
き
、
ひ
た
す
ら
、
ひ
と

す
じ
に
、
テ
ー
マ 

ホ
タ
ル
と
花
と
砂
留
と 

定
例
日
、
会

員
、
原
則
「
精
勤
」
の
活
動
を
開
始
す
る
。
情
報
紙
も
2006

年
5
月
創
刊
、
2003
年
12
月
号
を
以
て
、
16
年
7
カ
月
の

年
輪
を
刻
み
213
号
に
到
達
し
た
。
最
近
、Line

に
よ
る
会

員
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
開
始
し
た
。 

㈠ 

土
肥
徳
之
会
長
か
ら
中
山
晋
一
会
長
へ 

こ
の
節
目
の
年
に
、
第
3
代
土
肥
徳
之
会
長
80
歳
が
引 

退
、
中
山
晋
一
氏
が
第
四
代
会
長
に
就
任
。 

土
肥
氏
は
特
に
請
わ
れ
て
、
こ
の
一
年
間
、
事
務
局
長
と 

し
て
後
見
役
を
務
め
た
が
、
今
年
度
限
り
で
引
退
を
明
言
し

て
い
る
。
意
を
尽
く
し
き
れ
な
い
が
、
「
長
い
間
、
大
変
ご

苦
労
様
で
し
た
。
奇
し
く
も
、
2023
年
1
月
9
日
、
2022
年

度
受
賞
式
で
、
木
村
実
愛
さ
ん
（
県
立
松
永
高
校
二
年
）
の

堂
々
川
砂
留
を
バ
ッ
ク
に
、
無
数
の
ホ
タ
ル
が
乱
舞
す
る
作

品
が
最
優
秀
賞
に
選
ば
れ
た
。
天
知
る
、
地
知
る
、
自
他
知

る
、
土
肥
氏
の
徳
行
に
対
す
る
何
よ
り
の
贐
に
な
っ
た
。 

㈡ 

今
年
度
、
ホ
タ
ル
飛
翔
数
は
市
内
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
、
彼

岸
花
の
開
花
数
は
県
下
ト
ッ
プ 

福
山
市
の
新
た
な
観
光
地
と
し
て
多
く
の
観
光
客
を
集

め
、
地
方
創
生
の
活
力
源
と
し
て
の
期
待
か
ら
、
す
で
に
水

車
小
屋
を
新
設
、
次
い
で
ト
イ
レ
の
改
修
工
事
が
計
画
さ
れ

て
い
る
。 

 

一
方
、
ゴ
ミ
の
ポ
イ
捨
て
、
猪
の
被
害
対
策
な
ど
、
そ
れ

に
最
重
要
課
題
「
地
域
の
安
心
安
全
を
守
る
」
砂
留
保
全
活

動
、
福
山
市
当
局
等
か
ら
の
支
援
・
協
力
は
あ
る
が
、
随

分
、
タ
フ
で
継
続
を
要
す
る
活
動
で
あ
る
。 

幸
い
に
も
、
今
や
定
例
事
業
に
関
わ
っ
て
、
そ
の
実
績
こ

そ
が
「
環
境
保
全
功
労
賞
」
な
ど
数
多
の
公
的
機
関
か
ら
の

表
彰
、
一
般
財
団
法
人
等
か
ら
の
助
成
を
生
ん
で
い
る
。
折

に
ふ
れ
て
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
応
援
歌
な
ど
も
、
心
の
支
え

と
し
て
後
押
し
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
う
。 

㈢ 

本
年
は
福
山
城
築
城
400
年
博
市
民
企
画
事
業
と
し
て
こ

れ
ま
で
の
活
動
を
集
大
成 

「
ホ
タ
ル
と
花
と
砂
留
と
～
砂
留
周
辺
を
観
光
地
に
」

DVD
が
採
択
さ
れ
、
製
作
。
12
月
に
関
係
者
に
送
ら
れ
た
。

「
御
領
の
山 

ル
ー
ト
マ
ッ
プ
」
（
神
辺
町
観
光
協
会
）
も

同
封
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
1
月
26
日
に
は
「
ふ
る
さ
と

体
験
史
跡
め
ぐ
り
」
も
実
施
さ
れ
た
。 

今
こ
そ
、
「
Ｏ
Ｎ
Ｅ 

Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ 

神
辺
」
を
目
指
し
て

も
ら
い
た
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
文
責
編
集
子
） 

 

黄

葉

だ

よ

り 
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◎
『
江
戸
時
代
の
神
辺
宿 

神
辺
本
陣
』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

菅
波
哲
郎
氏
が
出
版
さ
れ
る 

       

現
「
神
辺
本
陣
」
（
神
辺
西
本
陣
）
は
菅
茶
山
が
弟

子
の
中
か
ら
白
羽
の
矢
を
た
て
た
第
11
代
目
菅
波
信
道

が
遺
し
た
絵
図
付
自
叙
伝
「
菅
波
信
道
一
代
記
」
、
先

代
菅
波
堅
次
著
「
神
辺
風
土
記
」
、
現
当
主
菅
波
真
吾

氏
が
付
設
し
た
「
神
辺
本
陣
資
料
館
」
、
末
弟
菅
波
哲

郎
氏
主
宰
の
研
究
グ
ル
ー
プ
「
神
辺
宿
研
究
会
」
な
ど

と
も
ど
も
、
温
故
知
新
or 

覧
古
照
今
、
高
齢
化
・
少 

子
化
、
そ
れ
に
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
ふ
る
さ
と
再
生
の
起

爆
剤
へ
の
希
い
を
託
し
て
の
全
国
八
街
道
の
本
陣
・
脇

本
陣
、
全
国
行
脚
で
あ
っ
た
ろ
う
。 

 

先
ず
、
こ
の
書
籍
の
帯
封
に
注
目
し
て
ほ
し
い
と
菅

波
氏
。
本
陣
の
建
物
を
背
景
に
、
大
名
行
列
、
当
時
の

市
井
風
俗
図
が
克
明
に
描
か
れ
て
い
る
。
今
様
に
云
え

ば
、
PP
付
、
原
本
と
し
て
類
例
の
な
い
貴
重
な
木
版
図

が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
「
第
一
章 

神
辺
宿
と
神
辺
本

陣
」
1977
年
11
月
、
宮
城
県
か
ら
「
第
四
章 

実
見
し 

た
本
陣
・
脇
本
陣
と
神
辺
本
陣
」
2020
年
９
月
、
山
口
県

ま
で
。 

残
念
な
が
ら
、
茶
山
ゆ
か
り
の
東
本
陣
は
す
で
に
消
滅

し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
西
本
陣
代
々
の
主
人
の
苦
労
が
偲

ば
れ
る
。
一
日
で
も
早
い
国
重
要
文
化
財
の
指
定
が
待
ち

望
ま
れ
る
。 

今
、
神
辺
本
陣
の
建
造
物
に
つ
い
て
は
、
福
山
大
学
柳

川
真
由
美
准
教
授
が
研
究
を
継
続
さ
れ
て
い
る
。
（
会
報

第
30
号
参
照
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
本
会
顧
問 

上
泰
二
） 

 

   

二
〇
二
二
年
度
度
茶
山
ポ
エ
ム
絵
画
展
受
賞
式 

 

 
 

豊
か
な
子
ど
も
心
に
触
れ
る
作
品
一
堂
に 

 

１
月
７
日(

土) 

菅
茶
山
記
念
館
で
受
賞
式
が
開
催
さ
れ

た
。
残
念
な
が
ら
、
コ
ロ
ナ
感
染
予
防
対
策
の
た
め
、
出
席

者
は
最
優
秀
受
賞
者
と
来
賓
・
学
校
関
係
者
に
限
定
さ
れ
行

わ
れ
た
。 

当
日
、
菅
茶
山
記
念
館
内
に
は
、
入
選
し
た
町
内
外
の
幼

小
中
高
校
の
児
童
・
生
徒
た
ち
の
作
品
が
所
狭
し
と
掲
示
さ

れ
た
。
ど
の
絵
画
も
茶
山
詩
に
触
れ
、
感
じ
た
イ
メ
ー
ジ
を

基
に
描
い
た
力
作
ば
か
り
で
、
子
ど
も
達
の
豊
か
な
心
に
触

れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
応
募
作
品
は
三
二
二
三
点
で
、
そ
の

内
か
ら
502
点
の
入
賞
作
品
が
選
ば
れ
た
。 

       

絵
画
展
は
次
の
と
お
り
実
施
さ
れ
た 

 

期
間 

１
月
７
日
か
ら
１
月
２９
日
ま
で 

 

場
所 

菅
茶
山
記
念
館 

 

入
選
点
数 

計
５
０
２
点 

 

・
最
優
秀
賞
８
点 

・
優
秀
賞
１
０
２
点 

・
入
選
３
９
２
点 

 

応
募
学
校
数 

・
保
育
所
幼
稚
園
２
園 

 

・
小
学
校 

 
 

８
校 

 

・
中
・
高
校 

 

８
校 

  部
門
別
最
優
秀
賞
受
賞
者
は
次
の
み
な
さ
ん
（
敬
称
略
） 

・
熊
谷 

綸 

（
誠
信
幼
稚
園
）
「
梅
」 

・
藤
本 

蒼
央
（
中
条
小
１
年
）
「
雪
の
日
」 

・
山
室 

諒
馬
（
中
条
小
２
年
）
「
ホ
タ
ル
」 

・
岡
崎 

桜
美
（
竹
尋
小
３
年
）
「
ホ
タ
ル
」 

・
矢
野 

新
汰
（
湯
田
小
４
年
）
「
夕
日
」 

・
大
谷 

優
心
（
御
野
小
５
年
）
「
夕
日
」 

・
高 

 

楽
児
（
道
上
小
６
年
）
「
冬
夜
読
書
」 

・
木
村 

実
愛
（
松
永
高
校
） 

「
ホ
タ
ル
」 

      【
講
評
】 

審
査
委
員
長
石
岡
洋
三
氏
講
評
よ
り
抜
粋 

 

○
幼
稚
園
や
低
学
年
の
子
ど
も
た
ち
は
、
画
面
い
っ
ぱ
い

に
梅
や
ホ
タ
ル
を
画
面
い
っ
ぱ
い
に
力
強
く
描
い
て
い
る
。 

ま
た
、
高
学
年
の
「
夕
日
」
は
今
ま
で
の
作
品
と
違
っ
て
、 

山
が
夕
日
に
照
ら
さ
れ
真
っ
赤
に
染
ま
っ
て
い
る
状
況
を
描

き
切
っ
て
い
る
こ
と
に
感
心
し
た
。 

応
募
総
数 

３
，
２
２
３
点 

茶山ポエム絵画展を

宣伝するポスター 

茶

山

ポ

エ

ム

絵

画

展 

作
品
の
前
で
受
賞
を
喜

ぶ
木
村
実
愛
さ
ん
。 

「
授
業
で
書
い
た
絵
画

が
最
優
秀
に
な
っ
て
う

れ
し
い
」
と
話
し
て
い

た
。 

帯
封
に
描
か
れ
た
本
陣
前

の
大
名
行
列
は
当
時
の
様

子
を 

彷
彿
さ
せ
る
。 

ま
た
、
全
国
に
残
る
本
陣

の
様
子
を
知
る
こ
と
も
で

き
る
一
冊
で
あ
る 
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○
最
優
秀
の
作
品
「
ホ
タ
ル
」
は
堂
々
公
園
の
砂
留
に
ホ
タ

ル
を
飛
ば
す
と
い
う
砂
留
と
ホ
タ
ル
の
融
合
が
素
晴
ら
し
く 

中
高
校
生
の
作
品
が
最
優
秀
と
な
っ
た
の
は
初
め
て
で
あ
る
。 

㈠ 

茶
山
ポ
エ
ム
展
を
支
え
る 

 

茶
山
ポ
エ
ム
絵
画
展
の
保
育
所
・
幼
稚
園
・
小
中
学
校
・

高
校
へ
の
募
集
要
項
配
布
・
応
募
作
品
の
受
付
、
展
示
パ
ネ

ル
の
準
備
は
菅
茶
山
記
念
館
が
、
審
査
は
美
術
協
会
の
皆
さ

ん
が
担
当
さ
れ
て
い
る
。
顕
彰
会
の
役
割
は
、
絵
画
の
名
札

付
け
や
作
品
の
掲
示
と
撤
去
の
支
援
な
ど
で
あ
る
。
ポ
エ
ム

絵
画
展
が
今
後
も
継
続
す
る
よ
う
支
え
た
い
も
の
で
あ
る 

               

㈡ 

ポ
エ
ム
絵
画
展
を
広
く
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に 

保
・
幼
・
小
・
中
・
高
校
生
の
茶
山
ポ
エ
ム
作
品
を
広
く

紹
介
す
る
と
と
も
に
、
創
作
意
欲
を
高
め
る
た
め
に
様
々
な

機
会
を
通
し
て
そ
の
作
品
を
掲
示
す
る
取
り
組
み
を
行
っ
て

い
る
。
今
年
は
、
新
た
に
神
辺
図
書
館
の
ご
好
意
で
、
館
内

に
64
作
品
を
4
期
に
分
け
て
展
示
を
行
う
こ
と
が
で
き

た
。
展
示
の
様
子
を
紹
介
す
る
。 

 

       

 

         
○
神
辺
図
書
館
展 

 
 

6
月
22
日
～
8
月
16
日 

○
深
安
地
区
医
院
展
（
15
医
院
） 

８
月
1
日
～
31
日 

○
深
安
地
区
歯
科
医
院
展
（
10
医
院
） 

11
月
1
日
～
31
日 

○
市
役
所
ロ
ビ
ー
展 
9
月
5
日
～
9
日 

 
 

 

○
神
辺
支
所
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
展 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12
月
13
日
～
23
日 

○
か
ん
な
べ
町
並
格
子
戸
展 
10
月
16
日 

 
 

「
神
辺
城
下
歴
史
ま
つ
り
」
（
観
光
協
会
主
催
）
に
協 

賛
し
60
点
を
１
日
限
定
で
展
示
。 

・
町
並
格
子
戸
展
は
、
例
年
春
・
秋
の
2
回
展
示
す
る
が
、 

「
神
辺
城
下
歴
史
ま
つ
り
」
に
協
賛
し
た
展
示
だ
け
と
な 

っ
た
。 

 

編
集
後
記 

◇ 

昨
年
は
「
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
」
「
コ
ロ
ナ
感

染
第
７
波
・
８
波
」
「
安
部
元
首
相
の
襲
撃
事
件
と
旧
統
一

教
会
問
題
」
「
円
安
と
物
価
高
」
な
ど
が
連
日
報
道
さ
れ
、

明
る
い
話
題
が
多
く
な
か
っ
た
。 

◇ 

大
学
改
革
が
進
め
ら
れ
、「
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
」

も
変
わ
っ
て
き
て
い
る
昨
今
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
理
系
関
係

学
部
」
の
重
要
性
が
議
論
さ
れ
、
「
文
学
部
関
係
」
が
肩
身

の
狭
い
状
況
に
あ
る
。
中
学
・
高
校
で
は
漢
文
・
古
文
の
時

間
が
削
ら
れ
、
生
徒
た
ち
が
漢
詩
に
触
れ
る
機
会
が
な
く
な

り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

◇ 

菅
茶
山
は
「
郷
塾
取
立
に
関
す
る
書
簡
」
の
中
で
「
文

な
く
ハ
武
も
根
本
な
く
統
紀
な
く
、
武
あ
り
て
も
真
の
武
に

あ
ら
ず
・
・
」
と
文
学
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
国
語
の

元
祖
漢
字
が
、肩
身
の
狭
い
思
い
を
し
て
い
る
。さ
ら
に
は
、

菅
茶
山
詩
が
忘
れ
ら
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧

を
持
つ
の
は
私
一
人
で
あ
る
ま
い
。
菅
茶
山
顕
彰
会
が
多
く

の
「
学
種
」
を
播
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。 

◇ 

紙
面
を
A4
サ
イ
ズ
に
変
更
。
読
み
や
す
く
す
る
た
め
に

文
字
も
大
き
く
、
写
真
を
多
く
掲
載
し
た
。
ご
意
見
・
ご
感

想
を
お
待
ち
し
て
い
る
。 

◎
菅
茶
山
顕
彰
会
事
務
局 

 

武
田 

恂
治 

連
絡
メ
ー
ルinfo@chazan.click 

◎
会
報
編
集
委
員 

黒
瀬
道
隆
、
上 

泰
二
、
川
崎
行
輝
、
山
下
英
一
、

藤
田
卓
三
、
松
岡
明
美
、
嶋
田
時
市
、 

◎
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
菅
茶
山
新
報
」 

http://chazan.click 

◎
印
刷
所 

 

 

（
福
山
市 

 

） 

℡
（
０
８
４―

 
 

） 
 

審査風景 

福山市役所ロビー展 

神辺城下歴史まつり協賛展 

神辺支所エントランス展 

 

展示作業 

展示作業 確認作業 

神辺図書館展 

mailto:info@chazan.click
http://chazan.click/

