
　

令
和
４
年
11
月
６
日
か
ら
11
月
８

日
ま
で
庄
内
由
良
か
ら
14
名
の
皆
様

に
丹
後
由
良
（
宮
津
市
）
に
親
善
訪

問
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。　
　
　

　

丹
後
由
良
と
庄
内
由
良
と
の
交
流

の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
公
民
館
だ

よ
り
第
１
７
６
号
の
飯
澤
登
志
朗
様

の
記
事
を
も
う
一
度
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

公
民
館
は
こ
の
親
善
交
流
の
協
力

団
体
と
し
て
か
か
わ
っ
た
こ
と
を
中

心
に
、
私
の
感
想
を
述
べ
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
そ
の
他
の
こ
と
は
主

催
で
あ
る
自
治
連
合
会
に
お
願
い
し

ま
す
。　

11
月
６
日
（
日
）
由
良
地
区
文
化

祭
で
庄
内
由
良
の
皆
様
を
迎
え
ま
し

た
。
玄
関
に
歓
迎
の
看
板
、
ス
テ
ー

ジ
に
歓
迎
の
横
幕
（
飯
澤
登
志
朗
様

作
）
座
席
の
準
備
、
庄
内
由
良
と
の

交
流
展
、
蜂
子
皇
子
紙
芝
居
の
準
備

を
し
て
迎
え
ま
し
た
。
午
後
３
時
前

に
到
着
し
歓
迎
式
を
行
い
ま
し
た
。

　

席
に
つ
い
て
い
た
だ
い
た
後
、
挨

拶
を
中
島
武
文
府
会
議
員
、
濱
本
喜

彦
宮
津
市
由
良
自
治
連
合
会
長
、
榊

原
健
一
鶴
岡
市
由
良
自
治
会
長
に
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
蜂

子
皇
子
紙
芝
居
を
見
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
紙
芝
居
が
終
わ
っ
て
か
ら
榊

原
自
治
会
長
に
「
最
後
に
出
て
き
た

唄
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
唄
わ
れ
て
い
る

の
か
」
と
聞
か
れ
、
答
え
る
こ
と
が

庄
内
由
良
親
善
交
流
訪
問
団
を
迎
え
て

由
良
地
区
公
民
館
長
　
千
　
坂
　
幸
　
雄

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
わ
か
る
方
が

お
ら
れ
た
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
よ
う
な
唄
で
す
。

　

庄
内
の

　

由
良
に
行
き
た
し

　

丹
後
か
ら

　

蜂
子
皇
子
の

　

船
出
の
よ
う
に

　

庄
内
の

　

由
良
か
ら
来
た
か

　

海
つ
ば
め

　

丹
後
由
良
の
戸

　

め
ぐ
る
年
月

　

丹
後
由
良
か
ら
の
出
席
者
は
自
治

会
長
、
由
良
の
歴
史
を
さ
ぐ
る
会
、

今
ま
で
の
交
流
で
縁
の
あ
る
方
約
20

名
で
し
た
。

　

ホ
テ
ル
＆
リ
ゾ
ー
ツ
京
都
宮
津
に

宿
泊
し
て
い
た
だ
き
、
７
日
は
宮
津

市
長
表
敬
訪
問
と
宮
津
・
伊
根
観
光

で
し
た
。
７
日
は
自
治
連
会
長
と
自

治
会
長
で
参
加
で
き
る
方
、
そ
し
て

私
が
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

特
に
印
象
に
残
っ
た
の
は
夜
の
食

事
会
で
の
こ
と
で
す
。
み
な
さ
ん
お

酒
が
強
い
の
で
す
。
私
と
同
じ
く
ら

い
の
年
の
方
達
で
す
が
、
私
が
若
い

時
と
同
じ
く
ら
い
飲
ま
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
話
好
き
で
自
分
や
皆
さ
ん

の
生
活
に
つ
い
て
多
く
聞
か
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
庄
内
由
良
の
多
く

の
方
達
は
魚
を
獲
っ
た
り
、
船
を
操

っ
た
り
、
船
の
機
械
関
係
に
携
わ
っ

た
り
と
海
の
仕
事
を
し
て
お
ら
れ
ま

す
。
こ
ん
な
話
を
聞
き
な
が
ら
楽
し

い
ひ
と
時
を
過
ご
し
ま
し
た
。
私
は

車
を
運
転
し
て
帰
宅
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
た
め
、
お
酒
が
飲
め
ず
、

残
念
で
し
た
。

　

３
年
後
、
庄
内
由
良
訪
問
の
時
に

は
是
非
参
加
し
て
山
形
県
の
お
い
し

い
お
酒
を
よ
ば
れ
た
く
思
い
ま
す
。

　

榊
原
自
治
会
長
か
ら
館
長
あ
て
に

お
礼
文
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、

一
部
分
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　
「
帰
り
に
は
蜂
子
皇
子
碑
前
で
大

勢
の
皆
さ
ん
か
ら
お
見
送
り
い
た
だ

き
、
特
産
の
オ
リ
ー
ブ
や
み
か
ん
な

ど
沢
山
お
土
産
ま
で
頂
戴
い
た
し
ま

し
て
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
次
回

丹
後
由
良
の
皆
様
の
庄
内
へ
の
ご
来

訪
を
心
か
ら
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お

り
ま
す
」

令和5年3月発行（1）第177号 由良公民館だより

令和5年3月
宮津市字由良

由良の里センター内

由良地区公民館

№177



ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
む

　
　
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ

実
施
日

10
月
16
日
（
日
）

参
加
者

33
名

　
　
　
　
（
内　

子
ど
も
11
名

　
　
　
　
　

推
進
委
員
さ
ん
4
名
）

　

子
ど
も
も
高
齢
者
も
楽
し
め
る
ニ

ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
バ
ト

ミ
ン
ト
ン
と
ユ
ニ
ボ
ッ
チ
ャ
」
を
行

い
ま
し
た
。
３
歳
か
ら
89
歳
の
参
加

者
全
員
が
推
進
委
員
さ
ん
の
指
導
の

下
、
約
２
時
間
を
楽
し
く
過
ご
し
ま

し
た
。　

　

小
学
生
低
学
年
で
は
難
し
い
か
な

と
思
っ
た
フ
ァ
ミ
リ
ー
バ
ト
ミ
ン
ト

ン
で
し
た
が
、「
楽
し
か
っ
た
。
特

に
フ
ァ
ミ
リ
ー
バ
ト
ミ
ン
ト
ン

が
！
」
と
感
想
を
言
っ
て
く
れ
ま
し

た
。

　

今
後
も
年
齢
に
関
係
な
く
、
た
く

さ
ん
の
方
が
楽
し
め
る
事
業
を
考
え

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

由
良
地
区
文
化
祭

実
施
日

11
月
6
日
（
日
）

　

場
所　
　

は
ま
の
子
体
育
館

　

来
館
者　

約
２
０
０
名

　

３
年
ぶ
り
の
開
催
と
な
り
ま
し
た

が
、
ま
だ
ま
だ
新
型
コ
ロ
ナ
が
心
配

さ
れ
る
た
め
食
べ
物
な
ど
は
取
り
扱

わ
ず
に
作
品
展
示
を
中
心
に
実
施
し

ま
し
た
。
今
ま
で
里
セ
ン
タ
ー
が
会

場
で
し
た
が
、
よ
り
広
い
ワ
ン
フ
ロ

ア
ー
の
「
は
ま
の
子
体
育
館
」
で
初

め
て
開
催
し
ま
し
た
。

【
出
展
作
品
】

栗
田
幼
稚
園
児
、
栗
田
小
学
校
児
童
、

栗
田
中
学
校
生
徒
の
作
品
、
生
け
花

（
池
坊
・
嵯
峨
御
流
）
計
10
点
、
焼

き
物　

宮
津
焼
き
13
点
、
写
真
（
カ

メ
ラ
ク
ラ
ブ
）
27
点
、
書
道
（
習
字

教
室
・
田
中
氏
）
計
20
点
、
吊
り
飾

り
（
山
口
氏
）
20
点
以
上
、
特
別
展

と
し
て
「
由
良
小
学
校
閉
校
10
年
目

記
念
展
」
そ
し
て
、
今
年
は
４
年
ぶ

り
に
庄
内
由
良
か
ら
親
善
交
流
訪
問

が
実
施
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
「
親

善
交
流
訪
問
記
念
展
」
を
設
置
。

【
物
品
販
売
】

手
芸
作
品
等
の
販
売（
は
ま
な
す
苑
・

由
利
氏
）、
点
字
用
紙
を
再
利
用
し

た
小
袋
販
売
（
由
良
オ
リ
ー
ブ
を
育

て
る
会
）

　

広
い
会
場
を
い
っ
ぱ
い
に
埋
め
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
ス
テ
ー
ジ
で
は
10
年
前
の

由
良
小
学
校
の
写
真
ス
ラ
イ
ド
シ
ョ

ー
や
奉
納
太
鼓
の
ビ
デ
オ
上
映
、
そ

し
て
「
ラ
イ
リ
ッ
シ
ュ
オ
カ
リ
ナ
み

か
ん
の
花
」
の
皆
さ
ん
に
オ
カ
リ
ナ

演
奏
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
特

行
事
報
告

主
事
　
山
下
ま
さ
代

別
に
お
願
い
し
て
「
由
良
小
学
校
校

歌
」
も
演
奏
し
て
い
た
だ
き
、
来
場

者
み
ん
な
で
口
ず
さ
み
ま
し
た
。

　
「
景
品
コ
ー
ナ
ー
」を
初
め
て
設
け
、

来
場
者
に
く
じ
を
引
い
て
い
た
だ
き
、

当
た
れ
ば
由
良
特
産
品
の
オ
リ
ー
ブ

オ
イ
ル
や
青
み
か
ん
サ
イ
ダ
ー
、
オ

リ
ー
ブ
テ
ィ
ー
な
ど
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
。

ま
た
、
全
員
に
箱
テ
ィ
シ
ュ
ペ
ー
パ

ー
を
持
っ
て
帰
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
で
活
動
さ
れ
て
い
る
地

域
の
方
の
文
化
的
な
取
組
が
ま
だ
ま

だ
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
い
っ

た
方
た
ち
の
力
を
借
り
て
参
加
型
文

化
祭
の
実
施
で
由
良
地
区
全
体
が
盛

り
上
が
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

購入した
展示パネル使用

推進委員さんから説明をうける参加者

令和5年3月発行 第177号（2）由良公民館だより



昭和２７年から６０年間
発行された文集“はまの子”
多くの方が思わず手に

取りました

濱本自治連合会長　あいさつ

紙芝居「蜂子皇子」を鑑賞する庄内由良の方たち

令和5年3月発行（3）第177号 由良公民館だより



グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会

　
　
　
　
　
　（
団
体
戦
）

実
施
日

11
月
13
日
（
日
）

参
加
者

35
名
（
内
小
学
生
３
名
）

　

年
度
当
初
の
計
画
に
は
な
か
っ
た

が
、
体
育
部
会
で
相
談
し
実
施
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

参
加
チ
ー
ム

　

・
由
良
オ
リ
ー
ブ
を
育
て
る
会

　

・
由
良
松
寿
会　

　

・
さ
く
ら
ち
ゃ
ん

　

・
ミ
マ
の
会
と
お
友
達　

　

・M
ori to T

aniguti

　

・
ぎ
ん
な
ん　
　
　
　
　
　
　
　

計
６
チ
ー
ム
で
和
気
あ
い
あ
い
と

楽
し
く
ゲ
ー
ム
が
で
き
ま
し
た
。
は

じ
め
は
雨
が
心
配
で
一
周
り
で
終
了

し
よ
う
と
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
参

加
者
の
希
望
と
天
候
を
見
て
予
定
通

り
二
周
り
で
き
て
よ
か
っ
た
で
す
。

　

今
年
は
二
家
族
で
チ
ー
ム
（
小

学
生
と
親
）
を
つ
く
り
参
加
し
て

く
れ
た
チ
ー
ム
が
あ
り
ま
し
た
。

苦
戦
し
て
い
た
小
学
生
も
後
半
で

は
ホ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン
を
し
、
拍
手

喝
采
。
小
学
生
が
大
会
を
盛
り
上

げ
て
く
れ
ま
し
た
。
次
年
度
は
、

さ
ら
に
フ
ァ
ミ
リ
ー
で
参
加
す
る

チ
ー
ム
が
増
え
る
こ
と
を
願
い
ま

す
。

　

結
果
は
次
の
と
お
り
。

優
勝
「
由
良
オ
リ
ー
ブ
を
育
て
る

会
」

準
優
勝
「
ミ
マ
の
会
と
お
友
達
」

３
位　
「
ぎ
ん
な
ん
」

ホ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン　

３
名

七
曲
八
峠
（
古
道
）

　
　
　
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

実
施
日

11
月
27
日
（
日
）

参
加
者

21
名

（
内　

由
良
地
区
10
名
）

　

今
年
も
栗
田
地
区
公
民
館
と
の

共
催
事
業
（
３
回
目
）。
丹
後
由
良

駅
で
合
流
し
、
21
名
で
出
発
し
ま

し
た
。

40
分
程
歩
い
た
と
こ
ろ
に
壊
れ

た
「
不
動
明
王
像
」
を
発
見
。
で

き
る
だ
け
修
復
を
し
ま
し
た
。

昨
年
引
き
起
こ
し
た
「
宮
津
ヨ

リ
壱
里
三
拾
三
町
三
拾
間
」
の
道

標
の
無
事
を
確
認
し
、
さ
ら
に
竹

や
ぶ
や
落
ち
葉
で
滑
り
や
す
く

な
っ
た
道
な
き
道
を
前
進
し
、
予

定
通
り
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。

不
動
明
王
像　

修
復
作
業
中

一
列
に
な
っ
て
竹
藪
の
中
を
前
進

子
ど
も
料
理
教
室

　
　
　
　
　（
餅
つ
き
）

実
施
日

12
月
18
日
（
日
）

参
加
者

36
名
（
内
子
ど
も
20
名
）

年
度
当
初
の
計
画
に
は
な
か
っ
た

が
、
由
良
地
区
公
民
館
と
由
良
子
供

会
連
絡
協
議
会
と
の
共
催
で
３
年
ぶ

り
に
実
施
。

　

一
人
ひ
と
り
が
餅
つ
き
を
体
験

し
、
子
ど
も
達
の
手
で
丸
め
て
、
ぜ

ん
ざ
い
に
し
て
ご
馳
走
に
な
り
ま
し

た
。

　

自
分
で
つ
い
て
丸
め
た
餅
の
味
は

格
別
で
す
。
ス
ー
パ
ー
に
行
け
ば
何

で
も
手
に
入
る
時
代
で
す
が
、
昔
な

が
ら
の
作
り
方
も
伝
え
つ
つ
、
自
分

で
作
る
喜
び
や
お
い
し
さ
を
知
り
、

食
に
関
心
を
も
つ
子
ど
も
達
に
な
っ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

食
生
活
改
善
推
進
員
さ
ん
に
は
準

備
か
ら
当
日
の
作
業
ま
で
大
変
お
世

話
に
な
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

　
　
（
12
、
13
ペ
ー
ジ
に
関
係
記
事
）

令和5年3月発行 第177号（4）由良公民館だより



卓
球
教
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
回
目
実
施
日　

１
月
21
日
（
土
）

　
　
　

参
加
者　

７
名

２
回
目
実
施
日　

２
月
４
日
（
土
）

　
　
　

参
加
者　

７
名

今
年
も
冬
場
の
健
康
づ
く
り
の
一

環
と
し
て
実
施
。
３
月
25
日
ま
で
の

計
８
回
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

１
回
目
は
、
初
め
に
準
備
体
操
を

し
て
か
ら
、
２
台
の
卓
球
台
に
分
か

れ
乱
打
。
体
が
慣
れ
る
ま
で
は
な
か

な
か
続
か
な
っ
た
が
、
徐
々
に
勘
を

取
り
戻
さ
れ
楽
し
い
時
間
を
過
ご
す

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

２
回
目
は
少
し
メ
ン
バ
ー
の
変
更

が
あ
り
ま
し
た
が
、
楽
し
く
、
良
い

汗
を
か
き
ま
し
た
。

　

平
成
20
年（
２
０
０
８
年
）

に
府
立
大
の
学
生
や
地
域
の

方
た
ち
の
協
力
で
「
由
良
ヶ

岳
山
の
案
内
所
」
が
完
成
し

ま
し
た
。
そ
こ
に
は
登
山
証

明
書
と
ア
ン
ケ
ー
ト
箱
、
由

良
散
策
の
し
お
り
、
登
山
行

程
表
な
ど
が
置
い
て
あ
り
ま

す
。
年
間
の
登
山
者
数
や
登

山
者
の
意
見
、
感
想
等
を
知

る
上
で
重
要
で
あ
り
、
ま
た

登
山
者
の
休
憩
所
と
し
て
活

用
さ
れ
て
い
ま
す
。　
　

（
公
民
館
だ
よ
り
１
３
４
号

参
照
）

　

登
山
証
明
書
の
発
行
枚
数

は
、
山
の
案
内
所
が
完
成
し

た
翌
年
平
成

　　　　21　　　　
年
は
１
０
１

０
枚
。（
１
月
か
ら
12
月
ま

で
の
一
年
間
の
発
行
枚
数
）

少
し
ず
つ
減
っ
て
き
て
、
令

和
４
年
は
３
１
７
枚
で
し

た
。
案
内
所
の
中
に
証
明
書

が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ

た
り
、
数
回
登
山
さ
れ
て
い

る
方
で
持
ち
帰
っ
て
い
な

か
っ
た
り
、
漆
原
方
面
か
ら

の
登
山
の
方
な
ど
で
実
際
は
も
っ
と

多
く
の
方
が
登
っ
て
お
ら
れ
る
と
思

い
ま
す
。　

登
山
者
の
声
（
一
部
抜
粋
）

３
月
12
日　

京
丹
後
市
よ
り

　

良
い
天
気
で
よ
か
っ
た
で
す
。
頂

上
に
１
ｍ
の
雪
が
あ
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

〜
〜
〜
〜
〜
〜

４
月
24
日

　

初
め
て
来
ま
し
た
。

　

５
号
目
の
林
部
分
の
案
内
が
よ
く

わ
か
ら
ず
迷
っ
た
。
初
心
者
に
も
よ

く
わ
か
る
よ
う
に
標
示
し
て
ほ
し
い

で
す
。

　

景
色
は
最
高
！

　
　
　
　
　

〜
〜
〜
〜
〜
〜

５
月
２
日　

吹
田
市
よ
り

　

母
と
２
人
で
登
り
ま
す
。

　

途
中
で
雨
が
降
っ
た
り
晴
れ
た
り

し
ま
し
た
が
有
意
義
な
登
山
で
し
た
。

登
山
道
も
整
備
さ
れ
て
い
て
良
か
っ

た
で
す
。

６
月
25
日

　

丹
鉄
さ
ん
の
艦
こ
れ
コ
ラ
ボ
車
両

「
由
良
号
」
を
頂
上
か
ら
見
た
く
て
登

り
ま
し
た
。
天
気
も
良
く
バ
ッ
チ
リ

見
れ
ま
し
た
！　

勝
利
で
す
！

　
　
　
　
　

〜
〜
〜
〜
〜
〜

８
月
12
日　

山
梨
県
河
口
湖
町
よ
り

　

ス
テ
キ
な
景
色
が
見
ら
れ
ま
し
た

　
　
　
　
　

〜
〜
〜
〜
〜
〜

12
月
９
日　

大
阪
府
富
田
林
市
よ
り

　

山
頂
か
ら
の
宮
津
の
海
が
き
れ
い

で
し
た
。
原
発
が
な
け
れ
ば
も
っ
と

良
い
の
に
！

　

由
良
ヶ
岳
は
「
丹
後
富
士
」
と
も

言
わ
れ
、
関
西
百
名
山
に
も
選
ば
れ

て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
山
頂
か
ら
の
絶

景
を
満
喫
し
て
く
だ
さ
い
。

由良ヶ岳山の案内所と登山証明書の発行
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図書委員長が朝会で呼び
かけ、一緒にクリスマスツ
リーを飾りました！ 

共
に
陵
墓
も
造
ら
れ
た
。

五
、
由
良
と
羽
黒
山
と
の
結
び
つ
き

　

由
良
地
区
で
は
、１
９
９
３
年
（
平

成
５
年
）
に
こ
れ
ら
の
伝
承
に
基
づ

い
て
開
村
１
４
０
０
年
祭
を
行
う
と

共
に
、
八
乙
女
の
内
の
２
子
（
恵
姫
、

美
鳳
）
の
像
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
白

山
島
の
眼
前
の
海
岸
に
建
立
し
た
。

　

尚
、
白
山
島
は
明
治
以
前
に
は
大

島
（
お
し
ま
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
も

の
で
あ
る
が
、
往
時
は
大
島
か
ら
八

乙
女
浦
一
帯
が
全
て
神
域
で
あ
っ
て

総
称
し
て
八
乙
女
浦
と
呼
ん
で
い
た

よ
う
で
あ
る
。

　

又
、
八
乙
女
岩
室
群
特
に
権
現
穴

は
羽
黒
修
験
の
メ
ッ
カ
と
云
う
こ
と

で
、
当
初
の
75
日
間
の
峰
中
（
山
伏

修
行
の
メ
イ
ン
で
入
峰
と
も
云
う
）

そ
の
後
30
日
間
と
な
り
、
現
在
は
更

に
短
縮
、
女
子
も
参
加
で
き
る
。
こ

の
岩
室
前
を
起
点
と
し
上
部
の
鳴
岩

前
広
場
で
整
列
し
て
出
発
し
た
も
の

だ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。

　

更
に
は
羽
黒
山
に
仕
え
る
神
子（
み

こ
）
も
社
家
（
神
職
）
も
由
良
か
ら

参
籠
す
る
八
乙
女
（
女
子
）
と
八
童

子
（
男
子
）
を
以
て
始
ま
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

又
、
積
善
院
権
大
僧
都
法
印
（
神

林
家
、
手
向
華
蔵
院
出
身
）
が
江
戸

の
初
期
に
は
羽
黒
山
か
ら
派
遣
さ
れ

て
い
て
、
大
島
の
白
山
権
現
と
八
乙

女
権
現
の
管
掌
に
当
た
っ
て
い
る
。

　

現
在
、
こ
の
「
八
乙
女
」
は
羽
黒

神
の
誕
生
地
更
に
は
羽
黒
山
の
奥
の

院
と
再
認
識
さ
れ
羽
黒
山
と
の
結
び

つ
き
が
改
め
て
強
化
さ
れ
て
い
る
。

目
下
進
行
中
の
ふ
れ
あ
い
整
備
事
業

が
完
成
す
る
頃
に
は
「
海
の
羽
黒
」

と
し
て
も
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
た
だ
残
念

の
こ
と
に
は
本
拠
で
あ
り
最
大
の
岩

室
権
現
穴
が
、
１
８
９
４
年
（
明
治

27
年
）
庄
内
大
地
震
の
た
め
入
口
部

分
が
陥
没
し
て
い
る
。
こ
の
中
は
大

変
に
広
く
奥
は
羽
黒
山
項
迄
続
い
て

い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
。

　

尚
、
１
４
９
２
〜
１
５
０
０
年
間

（
明
応
年
間
）
に
、
こ
の
岩
室
を
拝
所

と
し
て
の
八
呼
止
女
神
社
が
、
新
規

建
立
が
さ
れ
て
い
る
が
、
祭
神
は
勿

論
由
良
姫
命
即
ち
八
乙
女
と
な
っ
て

い
る
。

　

上
述
の
羽
黒
山
入
峰
修
行
が
此
処

を
起
点
と
し
て
始
ま
っ
た
時
期
に
当

た
る
。

　

以
上
の
レ
ポ
ー
ト
の
中
に
面
白
い

点
が
二
点
あ
り
ま
す
。

　

一
点
目
は
、
蜂
子
皇
子
が
庄
内
由

良
の
八
乙
女
浦
で
八
人
の
天
女
の
舞

に
導
か
れ
上
陸
し
た
と
の
伝
説
で
す

が
、
こ
の
八
乙
女
伝
説
こ
そ
、
丹
後

に
古
く
か
ら
伝
わ
る
伝
説
で
あ
り
、

六
千
年
の
歴
史
を
誇
る
丹
後
王
国
の

国
お
こ
し
の
場
面
に
登
場
す
る
八
人

の
天
女
達
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
何
故
皇
子
一
行
が

南
で
は
な
く
北
の
地
を
目
指
し
た
の

か
？
こ
の
疑
問
も
レ
ポ
ー
ト
に
も
書

か
れ
て
い
た
よ
う
に
、
大
和
朝
廷
が

ま
だ
地
方
の
一
王
国
に
過
ぎ
な
か
っ

た
頃
に
丹
後
王
国
か
ら
さ
か
ん
に
姫

君
を
娶
っ
て
両
国
の
関
係
を
強
力
な

も
の
と
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
つ
ま

り
母
方
の
ル
ー
ツ
が
丹
後
王
国
だ
と

し
た
ら
南
で
は
な
く
北
、
つ
ま
り
丹

後
王
国
の
入
り
口
で
あ
る
由
良
の
湊

を
目
指
し
た
の
が
理
解
で
き
ま
す
。

実
際
聖
徳
太
子
の
母
上
の
間
人
皇
女

が
間
人
に
一
時
避
難
し
た
伝
説
と
も

一
致
し
ま
す
。

　

そ
し
て
二
点
目
の
興
味
あ
る
伝
説

が
、
蜂
子
皇
子
上
陸
後
、
八
咫
烏
が

羽
黒
山
ま
で
の
道
を
案
内
し
た
伝
説

で
す
。
つ
ま
り
こ
の
伝
説
は
大
和
朝

廷
の
伝
説
神
武
東
征
の
際
に
神
武
天

皇
を
熊
野
国
か
ら
大
和
国
へ
の
道
案

内
を
し
た
と
さ
れ
る
伝
説
に
類
似
し

て
い
る
点
で
す
。

　

つ
ま
り
、
蜂
子
皇
子
伝
説
は
そ
の

ル
ー
ツ
に
丹
後
王
国
と
大
和
朝
廷
の

存
在
が
見
え
隠
れ
す
る
。
つ
ま
り
ど

ち
ら
か
片
方
だ
け
で
は
、
こ
の
伝
説

は
成
立
し
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
母

方
を
丹
後
、
父
方
を
大
和
と
そ
こ
に

生
ま
れ
て
き
た
蜂
子
皇
子
だ
か
ら
こ

そ
、
語
り
継
が
れ
て
き
た
伝
説
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

今
回
、
庄
内
由
良
訪
問
団
の
方
々

と
親
交
を
深
め
る
に
あ
た
っ
て
あ
ら

た
め
て
、
そ
の
歴
史
と
そ
の
関
係
の

深
さ
に
感
銘
を
受
け
た
次
第
で
あ
り

ま
す
。

　

次
回
は
丹
後
由
良
か
ら
庄
内
由
良

へ
の
訪
問
と
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
是
非
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

悠
々
た
る
歴
史
の
流
れ
を
感
じ
た
い

と
考
え
ま
す
。

　
　

（
栗
田
学
院
）
学
校
運
営
協
議
会
と
協
働
し
て

栗
田
小
学
校
　
教
頭

香
山　

美
知
代

　
「
次
は
、何
が
で
き
る
か
な
？
」と
、

ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら
学
校
運
営
協
議

会
の
皆
様
と
協
働
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
地
域
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
様

に
は
、
子
ど
も
達
の
学
習
支
援
と
し

て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
の
募
集
、

学
習
サ
ポ
ー
ト
等
を
お
世
話
に
な
っ

て
い
ま
す
。
い
つ
も
、
栗
田
学
院
の

子
ど
も
達
の
た
め
に
ご
協
力
を
い
た

だ
き
、
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
今
回

は
、
学
校
運
営
協
議
会
の
皆
様
と
の

主
な
協
働
活
動
に
つ
い
て
、
ご
紹
介

い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
他
に
も
、
ま
だ
ま
だ
、
た
く

さ
ん
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今

後
も
、
子
ど
も
達
が
笑
顔
い
っ
ぱ
い

で
、
豊
か
に
成
長
で
き
ま
す
よ
う
、

学
校
運
営
協
議
会
の
皆
様
と
共
に
、

協
働
し
て
い
き
ま
す
。

　

地
域
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
様
が
、

学
校
と
地
域
を
繋
い
で
く
だ
さ
り

協
働
活
動
が
広
が
っ
て
い
ま
す

　

昨
年
（
令
和
四
年
）
十
一
月
六
〜

八
日
に
か
け
て
、
庄
内
由
良
自
治
会

榊
原
会
長
以
下
総
勢
一
四
名
の
訪
問

団
を
お
迎
え
し
て
四
年
ぶ
り
に
庄
内

由
良
と
の
親
交
を
深
め
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
際
、
改
め
て
感
じ
た
こ
と
を

お
書
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
今
回
、
訪
問
団
の
方
々
を
お

迎
え
す
る
に
あ
た
っ
て
、
由
良
地
区

公
民
館
役
員
皆
さ
ま
に
協
力
を
い
た

だ
き
盛
大
に
訪
問
団
一
行
の
歓
迎
式

展
を
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た

こ
と
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
ま
し
て

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
特
に
、
千
坂

公
民
館
館
長
が
自
ら
語
り
手
・
紙
芝

居
の
進
行
・
司
会
と
ひ
と
り
三
役
を

こ
な
し
て
披
露
さ
れ
た
蜂
子
皇
子
物

語
は
た
い
へ
ん
素
晴
し
か
っ
た
で
す
。

こ
う
し
て
、
あ
ら
た
め
て
蜂
子
皇
子

伝
説
を
鑑
賞
し
て
み
て
気
づ
い
た
こ

同
山
内
で
入
定
し
、
開
山
堂
に
祀
ら

れ
て
い
る
。

　

尚
、
由
良
か
ら
の
道
案
内
は
何
処

に
も
あ
る
伝
承
と
同
じ
く
三
本
足
の

カ
ラ
ス
が
行
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。

所
謂
天
狗
（
て
ん
ぐ
）
の
こ
と
を
云

っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
自
然
の
洞
窟
な
ど
に

籠
も
っ
て
修
行
す
る
の
は
仏
教
特
有

の
こ
と
で
あ
つ
て
、
皇
子
よ
り
時
代

は
新
し
く
な
る
が
、
弘
法
大
師
空
海

も
阿
波
の
国
の
室
戸
の
海
岸
の
岩
室

に
籠
も
っ
て
悟
り
を
開
い
た
と
さ
れ

て
お
り
、
こ
こ
八
乙
女
洞
窟
に
も
皇

子
の
み
な
ら
ず
、
妙
達
上
人
や
弁
寛

僧
都
な
ど
こ
の
地
方
の
著
名
僧
な
ど

が
籠
も
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

尚
、
皇
子
に
対
し
て
は
江
戸
時
代

に
な
っ
て
羽
黒
山
の
開
祖
と
し
て
能

除
太
子
と
呼
称
、
１
８
２
３
年
（
文

政
６
年
）
に
正
一
位
照
見
大
菩
薩
の

称
号
を
授
け
、更
に
１
８
７
３
年
（
明

治
６
年
）
に
新
政
府
の
配
意
に
よ
り

第
32
代
崇
崚
天
皇
の
第
一
皇
子
と
し

て
皇
族
と
正
式
に
認
定
さ
れ
、
蜂
子

神
社
が
建
立
、
そ
の
祭
神
と
な
る
と

心温まる話、思わず
笑ってしまう話等の
読み聞かせの時間を、
子ども達は、毎回、
とても楽しみにして
います！

③
地
域
と
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

①
読
み
聞
か
せ（
月
二
回
）

②
図
書
室
の
整
備

④
コ
ラ
ボ
が
実
現

図書室に行く
子どもが
増えました！ 

毎週木曜日に、本の整
理、新刊コーナーの入
れ替え、季節の飾り付
け、塗り絵やクイズ等
を準備してくださって
います！ 

創作クラブのティッシュケース
作り、５年生のナップザック製
作では、ボランティアの方に
教えていただきました！ 

中学校では、浴衣の着付け
体験をしました！ 

陸上大会や駅伝大会に向
けた専門的な指導で、自己
ベストを更新しました！ 

ＰＴＡ本部役員様との
合同会議で、ＰＴＡ会
長が校庭除草への協力
を依頼されました！ 

年末の大掃除で、
窓ガラスまで
ピカピカに
なりました！ 

３年ぶりの水泳指導のサポート
や、ＳＵＰ（スタンドアップパドルボ
ート）のデモンストレーションを
見せていただくなど、大喜びの
子ども達でした！ 

児童会が、冬の遊び（コマ、けん玉等）
をお願いしました。当日は、コツ
を教えてもらったり、一緒に遊ん
だりして、楽しい取組となりまし
た。園児も招待しました！
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共
に
陵
墓
も
造
ら
れ
た
。

五
、
由
良
と
羽
黒
山
と
の
結
び
つ
き

　

由
良
地
区
で
は
、１
９
９
３
年
（
平

成
５
年
）
に
こ
れ
ら
の
伝
承
に
基
づ

い
て
開
村
１
４
０
０
年
祭
を
行
う
と

共
に
、
八
乙
女
の
内
の
２
子
（
恵
姫
、

美
鳳
）
の
像
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
白

山
島
の
眼
前
の
海
岸
に
建
立
し
た
。

　

尚
、
白
山
島
は
明
治
以
前
に
は
大

島
（
お
し
ま
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
も

の
で
あ
る
が
、
往
時
は
大
島
か
ら
八

乙
女
浦
一
帯
が
全
て
神
域
で
あ
っ
て

総
称
し
て
八
乙
女
浦
と
呼
ん
で
い
た

よ
う
で
あ
る
。

　

又
、
八
乙
女
岩
室
群
特
に
権
現
穴

は
羽
黒
修
験
の
メ
ッ
カ
と
云
う
こ
と

で
、
当
初
の
75
日
間
の
峰
中
（
山
伏

修
行
の
メ
イ
ン
で
入
峰
と
も
云
う
）

そ
の
後
30
日
間
と
な
り
、
現
在
は
更

に
短
縮
、
女
子
も
参
加
で
き
る
。
こ

の
岩
室
前
を
起
点
と
し
上
部
の
鳴
岩

前
広
場
で
整
列
し
て
出
発
し
た
も
の

だ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。

　

更
に
は
羽
黒
山
に
仕
え
る
神
子（
み

こ
）
も
社
家
（
神
職
）
も
由
良
か
ら

参
籠
す
る
八
乙
女
（
女
子
）
と
八
童

子
（
男
子
）
を
以
て
始
ま
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

又
、
積
善
院
権
大
僧
都
法
印
（
神

林
家
、
手
向
華
蔵
院
出
身
）
が
江
戸

の
初
期
に
は
羽
黒
山
か
ら
派
遣
さ
れ

て
い
て
、
大
島
の
白
山
権
現
と
八
乙

女
権
現
の
管
掌
に
当
た
っ
て
い
る
。

　

現
在
、
こ
の
「
八
乙
女
」
は
羽
黒

神
の
誕
生
地
更
に
は
羽
黒
山
の
奥
の

院
と
再
認
識
さ
れ
羽
黒
山
と
の
結
び

つ
き
が
改
め
て
強
化
さ
れ
て
い
る
。

目
下
進
行
中
の
ふ
れ
あ
い
整
備
事
業

が
完
成
す
る
頃
に
は
「
海
の
羽
黒
」

と
し
て
も
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
た
だ
残
念

の
こ
と
に
は
本
拠
で
あ
り
最
大
の
岩

室
権
現
穴
が
、
１
８
９
４
年
（
明
治

27
年
）
庄
内
大
地
震
の
た
め
入
口
部

分
が
陥
没
し
て
い
る
。
こ
の
中
は
大

変
に
広
く
奥
は
羽
黒
山
項
迄
続
い
て

い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
。

　

尚
、
１
４
９
２
〜
１
５
０
０
年
間

（
明
応
年
間
）
に
、
こ
の
岩
室
を
拝
所

と
し
て
の
八
呼
止
女
神
社
が
、
新
規

建
立
が
さ
れ
て
い
る
が
、
祭
神
は
勿

論
由
良
姫
命
即
ち
八
乙
女
と
な
っ
て

い
る
。

　

上
述
の
羽
黒
山
入
峰
修
行
が
此
処

を
起
点
と
し
て
始
ま
っ
た
時
期
に
当

た
る
。

　

以
上
の
レ
ポ
ー
ト
の
中
に
面
白
い

点
が
二
点
あ
り
ま
す
。

　

一
点
目
は
、
蜂
子
皇
子
が
庄
内
由

良
の
八
乙
女
浦
で
八
人
の
天
女
の
舞

に
導
か
れ
上
陸
し
た
と
の
伝
説
で
す

が
、
こ
の
八
乙
女
伝
説
こ
そ
、
丹
後

に
古
く
か
ら
伝
わ
る
伝
説
で
あ
り
、

六
千
年
の
歴
史
を
誇
る
丹
後
王
国
の

国
お
こ
し
の
場
面
に
登
場
す
る
八
人

の
天
女
達
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
何
故
皇
子
一
行
が

南
で
は
な
く
北
の
地
を
目
指
し
た
の

か
？
こ
の
疑
問
も
レ
ポ
ー
ト
に
も
書

か
れ
て
い
た
よ
う
に
、
大
和
朝
廷
が

ま
だ
地
方
の
一
王
国
に
過
ぎ
な
か
っ

た
頃
に
丹
後
王
国
か
ら
さ
か
ん
に
姫

君
を
娶
っ
て
両
国
の
関
係
を
強
力
な

も
の
と
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
つ
ま

り
母
方
の
ル
ー
ツ
が
丹
後
王
国
だ
と

し
た
ら
南
で
は
な
く
北
、
つ
ま
り
丹

後
王
国
の
入
り
口
で
あ
る
由
良
の
湊

を
目
指
し
た
の
が
理
解
で
き
ま
す
。

実
際
聖
徳
太
子
の
母
上
の
間
人
皇
女

が
間
人
に
一
時
避
難
し
た
伝
説
と
も

一
致
し
ま
す
。

　

そ
し
て
二
点
目
の
興
味
あ
る
伝
説

が
、
蜂
子
皇
子
上
陸
後
、
八
咫
烏
が

羽
黒
山
ま
で
の
道
を
案
内
し
た
伝
説

で
す
。
つ
ま
り
こ
の
伝
説
は
大
和
朝

廷
の
伝
説
神
武
東
征
の
際
に
神
武
天

皇
を
熊
野
国
か
ら
大
和
国
へ
の
道
案

内
を
し
た
と
さ
れ
る
伝
説
に
類
似
し

て
い
る
点
で
す
。

　

つ
ま
り
、
蜂
子
皇
子
伝
説
は
そ
の

ル
ー
ツ
に
丹
後
王
国
と
大
和
朝
廷
の

存
在
が
見
え
隠
れ
す
る
。
つ
ま
り
ど

ち
ら
か
片
方
だ
け
で
は
、
こ
の
伝
説

は
成
立
し
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
母

方
を
丹
後
、
父
方
を
大
和
と
そ
こ
に

生
ま
れ
て
き
た
蜂
子
皇
子
だ
か
ら
こ

そ
、
語
り
継
が
れ
て
き
た
伝
説
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

今
回
、
庄
内
由
良
訪
問
団
の
方
々

と
親
交
を
深
め
る
に
あ
た
っ
て
あ
ら

と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
蜂
子
皇
子
と
は
ど
の
よ
う

な
人
物
で
ど
の
よ
う
な
時
代
に
ど
の

よ
う
な
働
き
を
さ
れ
た
方
な
の
か
？

こ
れ
ら
の
疑
問
に
答
え
て
く
れ
て
い

る
レ
ポ
ー
ト
が
榊
原
自
治
会
長
様
か

ら
送
ら
れ
て
き
た
の
で
、
庄
内
由
良

文
化
財
愛
好
会
の
了
解
を
得
た
上
で

掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

以
下　

庄
内
由
良
文
化
財
愛
好
会

前
会
長　

伊
藤
吉
治　

著

『
伝
承

八
乙
女
と
蜂
子
皇
子
に
つ
い
て
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
り

一
、
時
代
背
景
を
み
る

　

蜂
子
皇
子
の
由
良
八
乙
女
浦
上
陸

は
、
今
よ
り
約
１
４
０
０
年
前
の
西

暦
５
９
３
年
（
推
古
１
年
）
の
こ
と

と
云
わ
れ
て
い
る
。
時
代
は
古
墳
時

代
か
ら
飛
鳥
時
代
に
か
け
て
の
大
和

朝
政
治
（
倭
国
の
中
心
で
あ
っ
た
邪

馬
台
国
の
後
継
政
権
）
確
立
し
か
け

た
時
期
で
あ
っ
て
、
日
本
と
呼
ぶ
現

在
の
国
名
も
ま
だ
定
ま
ら
ず
、
又
天

皇
の
こ
と
を
大
王
（
お
お
き
み
）
と

呼
ん
で
い
た
頃
で
あ
る
。
遣
隋
使
と

し
て
小
野
妹
子
ら
が
中
国
に
渡
っ
た

頃
で
も
あ
る
。

　

一
方
、
庄
内
地
方
は
ま
だ
弥
生
時

代
と
云
え
る
頃
で
、
月
山
は
別
と
し

て
鳥
海
山
は
火
山
活
動
が
活
発
に
続

い
て
お
り
、
現
在
の
平
野
部
に
は
数

多
く
の
大
小
の
池
沼
が
点
在
し
、
農

耕
は
初
期
の
段
階
で
あ
り
出
羽
国
も

成
立
し
て
い
な
か
っ
た
状
態
で
あ
っ

た
。

　

尚
、
出
羽
国
の
創
設
は
７
１
２

年
、
越
後
の
国
の
出
で
端
し
と
の
意

味
づ
け
で
の
国
名
で
あ
り
、
そ
の
最

初
の
柵
は
由
良
の
一
山
越
え
た
場
所

（
山
口
集
落
辺
り
）
と
云
わ
れ
、
由
良

の
「
こ
う
づ
」
の
浜
は
、
そ
の
国
府

津
（
こ
う
づ
）
の
役
割
を
果
た
し
た

こ
と
を
示
す
地
名
で
あ
る
と
の
説
も

あ
る
。

由
良
自
治
連
合
会
　
会
長　

濱
本
喜
彦

庄
内
由
良
訪
問
団
を
お
迎
え
し
て

二
、
蜂
子
皇
子
と
は

　

皇
子
の
父
第
32
代
崇
峻
天
皇
（
迫

瀬
部
若
雀
命
、
父
は
一
大
王
朝
を
造

っ
た
第
29
代
欽
明
天
皇
で
、
そ
の
第

12
子
、
母
は
蘇
我
小
姉
君
で
そ
の
第

２
子
）
が
即
位
後
５
年
目
の
５
９
２

年
（
崇
峻
５
年
）
に
天
皇
擁
立
者
で

母
方
の
伯
父
で
も
あ
る
時
の
実
権
者

で
大
臣
（
お
と
ど
）
の
蘇
我
馬
子
と

対
朝
鮮
政
策
や
神
仏
抗
争
の
処
理
方

策
で
対
立
し
た
た
め
、
馬
子
の
命
令

を
受
け
た
東
漢
直
駒
（
や
ま
と
の
あ

や
の
あ
た
い
こ
ま
。
第
２
代
征
夷
大

将
軍
坂
上
田
村
麻
呂
の
５
代
前
の
祖

先
）
に
よ
り
、
11
月
3
日
の
新
嘗
祭

の
日
に
白
昼
宮
殿
内
で
暗
殺
さ
れ
る

と
云
う
大
事
件
が
発
生
し
た
の
で
あ

る
。
そ
の
上
現
職
の
天
皇
の
場
合
長

期
間
に
亘
っ
て
行
わ
れ
る
殯
行
事
も

な
く
、
未
だ
に
墓
陵
さ
え
も
確
定
さ

れ
て
い
な
い
。
宮
内
庁
が
指
定
す
る

倉
橋
岡
上
陵
他
推
定
箇
所
は
３
箇
所

程
あ
る
が
。

　

そ
の
第
１
子
が
峰
子
皇
子
で
あ
り
、

こ
の
非
常
事
態
の
な
か
、
従
兄
の
聖

徳
太
子
や
父
帝
を
支
援
し
て
い
た
有

た
め
て
、
そ
の
歴
史
と
そ
の
関
係
の

深
さ
に
感
銘
を
受
け
た
次
第
で
あ
り

ま
す
。

　

次
回
は
丹
後
由
良
か
ら
庄
内
由
良

へ
の
訪
問
と
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
是
非
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

悠
々
た
る
歴
史
の
流
れ
を
感
じ
た
い

と
考
え
ま
す
。

　
　

　

昨
年
（
令
和
四
年
）
十
一
月
六
〜

八
日
に
か
け
て
、
庄
内
由
良
自
治
会

榊
原
会
長
以
下
総
勢
一
四
名
の
訪
問

団
を
お
迎
え
し
て
四
年
ぶ
り
に
庄
内

由
良
と
の
親
交
を
深
め
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
際
、
改
め
て
感
じ
た
こ
と
を

お
書
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
今
回
、
訪
問
団
の
方
々
を
お

迎
え
す
る
に
あ
た
っ
て
、
由
良
地
区

公
民
館
役
員
皆
さ
ま
に
協
力
を
い
た

だ
き
盛
大
に
訪
問
団
一
行
の
歓
迎
式

展
を
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た

こ
と
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
ま
し
て

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
特
に
、
千
坂

公
民
館
館
長
が
自
ら
語
り
手
・
紙
芝

居
の
進
行
・
司
会
と
ひ
と
り
三
役
を

こ
な
し
て
披
露
さ
れ
た
蜂
子
皇
子
物

語
は
た
い
へ
ん
素
晴
し
か
っ
た
で
す
。

こ
う
し
て
、
あ
ら
た
め
て
蜂
子
皇
子

伝
説
を
鑑
賞
し
て
み
て
気
づ
い
た
こ

同
山
内
で
入
定
し
、
開
山
堂
に
祀
ら

れ
て
い
る
。

　

尚
、
由
良
か
ら
の
道
案
内
は
何
処

に
も
あ
る
伝
承
と
同
じ
く
三
本
足
の

カ
ラ
ス
が
行
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。

所
謂
天
狗
（
て
ん
ぐ
）
の
こ
と
を
云

っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
自
然
の
洞
窟
な
ど
に

籠
も
っ
て
修
行
す
る
の
は
仏
教
特
有

の
こ
と
で
あ
つ
て
、
皇
子
よ
り
時
代

は
新
し
く
な
る
が
、
弘
法
大
師
空
海

も
阿
波
の
国
の
室
戸
の
海
岸
の
岩
室

に
籠
も
っ
て
悟
り
を
開
い
た
と
さ
れ

て
お
り
、
こ
こ
八
乙
女
洞
窟
に
も
皇

子
の
み
な
ら
ず
、
妙
達
上
人
や
弁
寛

僧
都
な
ど
こ
の
地
方
の
著
名
僧
な
ど

が
籠
も
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

尚
、
皇
子
に
対
し
て
は
江
戸
時
代

に
な
っ
て
羽
黒
山
の
開
祖
と
し
て
能

除
太
子
と
呼
称
、
１
８
２
３
年
（
文

政
６
年
）
に
正
一
位
照
見
大
菩
薩
の

称
号
を
授
け
、更
に
１
８
７
３
年
（
明

治
６
年
）
に
新
政
府
の
配
意
に
よ
り

第
32
代
崇
崚
天
皇
の
第
一
皇
子
と
し

て
皇
族
と
正
式
に
認
定
さ
れ
、
蜂
子

神
社
が
建
立
、
そ
の
祭
神
と
な
る
と
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共
に
陵
墓
も
造
ら
れ
た
。

五
、
由
良
と
羽
黒
山
と
の
結
び
つ
き

　

由
良
地
区
で
は
、１
９
９
３
年
（
平

成
５
年
）
に
こ
れ
ら
の
伝
承
に
基
づ

い
て
開
村
１
４
０
０
年
祭
を
行
う
と

共
に
、
八
乙
女
の
内
の
２
子
（
恵
姫
、

美
鳳
）
の
像
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
白

山
島
の
眼
前
の
海
岸
に
建
立
し
た
。

　

尚
、
白
山
島
は
明
治
以
前
に
は
大

島
（
お
し
ま
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
も

の
で
あ
る
が
、
往
時
は
大
島
か
ら
八

乙
女
浦
一
帯
が
全
て
神
域
で
あ
っ
て

総
称
し
て
八
乙
女
浦
と
呼
ん
で
い
た

よ
う
で
あ
る
。

　

又
、
八
乙
女
岩
室
群
特
に
権
現
穴

は
羽
黒
修
験
の
メ
ッ
カ
と
云
う
こ
と

で
、
当
初
の
75
日
間
の
峰
中
（
山
伏

修
行
の
メ
イ
ン
で
入
峰
と
も
云
う
）

そ
の
後
30
日
間
と
な
り
、
現
在
は
更

に
短
縮
、
女
子
も
参
加
で
き
る
。
こ

の
岩
室
前
を
起
点
と
し
上
部
の
鳴
岩

前
広
場
で
整
列
し
て
出
発
し
た
も
の

だ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。

　

更
に
は
羽
黒
山
に
仕
え
る
神
子（
み

こ
）
も
社
家
（
神
職
）
も
由
良
か
ら

参
籠
す
る
八
乙
女
（
女
子
）
と
八
童

子
（
男
子
）
を
以
て
始
ま
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

又
、
積
善
院
権
大
僧
都
法
印
（
神

林
家
、
手
向
華
蔵
院
出
身
）
が
江
戸

の
初
期
に
は
羽
黒
山
か
ら
派
遣
さ
れ

て
い
て
、
大
島
の
白
山
権
現
と
八
乙

女
権
現
の
管
掌
に
当
た
っ
て
い
る
。

　

現
在
、
こ
の
「
八
乙
女
」
は
羽
黒

神
の
誕
生
地
更
に
は
羽
黒
山
の
奥
の

院
と
再
認
識
さ
れ
羽
黒
山
と
の
結
び

つ
き
が
改
め
て
強
化
さ
れ
て
い
る
。

目
下
進
行
中
の
ふ
れ
あ
い
整
備
事
業

が
完
成
す
る
頃
に
は
「
海
の
羽
黒
」

と
し
て
も
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
た
だ
残
念

の
こ
と
に
は
本
拠
で
あ
り
最
大
の
岩

室
権
現
穴
が
、
１
８
９
４
年
（
明
治

27
年
）
庄
内
大
地
震
の
た
め
入
口
部

分
が
陥
没
し
て
い
る
。
こ
の
中
は
大

変
に
広
く
奥
は
羽
黒
山
項
迄
続
い
て

い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
。

　

尚
、
１
４
９
２
〜
１
５
０
０
年
間

（
明
応
年
間
）
に
、
こ
の
岩
室
を
拝
所

と
し
て
の
八
呼
止
女
神
社
が
、
新
規

建
立
が
さ
れ
て
い
る
が
、
祭
神
は
勿

論
由
良
姫
命
即
ち
八
乙
女
と
な
っ
て

い
る
。

　

上
述
の
羽
黒
山
入
峰
修
行
が
此
処

を
起
点
と
し
て
始
ま
っ
た
時
期
に
当

た
る
。

　

以
上
の
レ
ポ
ー
ト
の
中
に
面
白
い

点
が
二
点
あ
り
ま
す
。

　

一
点
目
は
、
蜂
子
皇
子
が
庄
内
由

良
の
八
乙
女
浦
で
八
人
の
天
女
の
舞

に
導
か
れ
上
陸
し
た
と
の
伝
説
で
す

が
、
こ
の
八
乙
女
伝
説
こ
そ
、
丹
後

に
古
く
か
ら
伝
わ
る
伝
説
で
あ
り
、

六
千
年
の
歴
史
を
誇
る
丹
後
王
国
の

国
お
こ
し
の
場
面
に
登
場
す
る
八
人

の
天
女
達
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
何
故
皇
子
一
行
が

南
で
は
な
く
北
の
地
を
目
指
し
た
の

か
？
こ
の
疑
問
も
レ
ポ
ー
ト
に
も
書

か
れ
て
い
た
よ
う
に
、
大
和
朝
廷
が

ま
だ
地
方
の
一
王
国
に
過
ぎ
な
か
っ

た
頃
に
丹
後
王
国
か
ら
さ
か
ん
に
姫

君
を
娶
っ
て
両
国
の
関
係
を
強
力
な

も
の
と
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
つ
ま

り
母
方
の
ル
ー
ツ
が
丹
後
王
国
だ
と

し
た
ら
南
で
は
な
く
北
、
つ
ま
り
丹

後
王
国
の
入
り
口
で
あ
る
由
良
の
湊

を
目
指
し
た
の
が
理
解
で
き
ま
す
。

実
際
聖
徳
太
子
の
母
上
の
間
人
皇
女

が
間
人
に
一
時
避
難
し
た
伝
説
と
も

一
致
し
ま
す
。

　

そ
し
て
二
点
目
の
興
味
あ
る
伝
説

が
、
蜂
子
皇
子
上
陸
後
、
八
咫
烏
が

羽
黒
山
ま
で
の
道
を
案
内
し
た
伝
説

で
す
。
つ
ま
り
こ
の
伝
説
は
大
和
朝

廷
の
伝
説
神
武
東
征
の
際
に
神
武
天

皇
を
熊
野
国
か
ら
大
和
国
へ
の
道
案

内
を
し
た
と
さ
れ
る
伝
説
に
類
似
し

て
い
る
点
で
す
。

　

つ
ま
り
、
蜂
子
皇
子
伝
説
は
そ
の

ル
ー
ツ
に
丹
後
王
国
と
大
和
朝
廷
の

存
在
が
見
え
隠
れ
す
る
。
つ
ま
り
ど

ち
ら
か
片
方
だ
け
で
は
、
こ
の
伝
説

は
成
立
し
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
母

方
を
丹
後
、
父
方
を
大
和
と
そ
こ
に

生
ま
れ
て
き
た
蜂
子
皇
子
だ
か
ら
こ

そ
、
語
り
継
が
れ
て
き
た
伝
説
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

今
回
、
庄
内
由
良
訪
問
団
の
方
々

と
親
交
を
深
め
る
に
あ
た
っ
て
あ
ら

力
渡
来
族
の
秦
（
は
た
）
氏
な
ど
の

助
力
を
得
て
、
皇
居
倉
橋
紫
垣
宮
を

脱
出
し
、
本
津
川
、
淀
川
を
舟
で
北

上
し
て
、
丹
波
の
国
由
良
川
の
河
口

に
辿
り
着
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
河
口
の
由
良
浜
か
ら

新
天
地
を
求
め
半
ば
風
と
潮
に
委
ね

た
船
旅
に
出
発
す
る
こ
と
に
な
る
。

丹
波
地
方
は
穴
穂
部
の
乱
の
際
、
叔

母
の
間
人
皇
女
と
そ
の
子
の
聖
徳
太

子
幼
児
期
の
前
例
が
あ
り
、
又
逃
亡

な
ど
の
場
合
ほ
と
ん
ど
北
を
目
指
し

て
い
る
の
は
日
本
人
の
特
性
と
云
う

の
で
あ
ろ
う
。
尚
、
皇
子
の
母
は
大

伴
の
小
手
古
姫
で
、
妹
に
錦
代
皇
女

が
一
人
い
る
が
消
息
不
明
と
な
る
。

但
し
、
母
に
つ
い
て
は
福
島
県
内
に

ゆ
か
り
の
地
が
あ
り
、
皇
子
崇
拝
者

が
多
く
訪
れ
て
来
て
い
る
。

　

尚
、丹
後
の
国
誕
生
は
後
年
で
あ
る
。

三
、
八
乙
女
が
八
乙
女
浦
に
招
く

　

隣
村
三
瀬
と
の
間
の
葉
山
（
1
5
3

㎝
）
の
海
側
一
帯
を
古
く
か
ら
八
乙

女
浦
と
呼
ん
で
来
て
い
る
。
高
さ
百

米
級
の
断
崖
絶
壁
と
海
中
に
散
在
す

る
奇
岩
巨
岩
群
の
な
か
に
、
巨
大
に

し
て
神
秘
的
な
洞
窟
が
最
近
迄
３
カ

所
程
あ
り
、
古
く
か
ら
ア
ミ
ニ
ズ
ム

（
自
然
崇
拝
宗
教
）
の
聖
地
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
折
、
皇
子
一
行

が
洋
上
か
ら
眺
め
た
荘
内
地
方
は
、

鳥
海
山
は
現
在
よ
り
か
な
り
低
か
っ

た
も
の
の
、
東
方
に
輝
く
月
山
は
す

で
に
現
在
の
形
容
を
な
し
て
お
り
、

平
野
部
南
端
の
八
乙
女
浦
を
見
れ
ば
、

神
秘
極
ま
る
岩
室
辺
り
に
八
乙
女
が

舞
い
招
き
、
し
か
も
天
然
の
良
港
も

あ
る
と
い
う
こ
の
由
良
海
岸
へ
上
陸

と
な
る
の
で
あ
る
。

　

具
体
的
舟
着
場
所
は
通
称
鴨
助
間

（
か
も
す
け
ま
）
で
、
現
在
の
漁
港
の

西
の
部
分
で
あ
っ
た
と
云
う
。
江
戸

時
代
に
北
前
船
が
よ
く
寄
港
し
た
所

で
も
あ
る
。

　

そ
し
て
皇
子
は
間
も
な
く
こ
の
岩

室
の
一
つ
権
現
穴
に
籠
り
仏
法
に
よ

る
修
行
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
権
現

（
ご
ん
げ
ん
）
と
は
、
人
間
が
修
行
に

よ
っ
て
神
格
化
し
、
つ
い
に
は
仏
身

と
な
る
過
程
の
な
か
で
、
此
の
世
に

神
と
し
て
現
れ
る
存
在
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
由
良
の
場
合
、
白
山
島
に
祀

ら
れ
る
白
山
妙
理
（
き
く
り
）
大
権

現
を
通
称
権
現
様
と
呼
び
、
本
地
仏

十
一
面
観
音
が
現
世
に
神
と
し
て
現

れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
権

現
穴
は
こ
の
権
現
を
祀
る
場
所
で
あ

る
と
共
に
人
々
が
権
現
に
な
る
こ
と

を
求
め
て
修
行
に
篭
っ
た
岸
室
な
の

で
あ
る
。
尚
、
八
乙
女
と
は
弥
乙
女

の
こ
と
で
、
由
良
比
売
命
と
同
じ
女

神
で
更
に
は
上
記
の
白
山
妙
理
姫
命

と
も
同
じ
存
在
で
あ
る
説
が
あ
る
。

少
な
く
と
も
浜
の
八
人
の
少
女
達
と

す
る
の
は
誤
り
と
云
う
も
の
で
あ
ろ

う
。
又
、
由
良
の
地
名
は
、
こ
の
時

の
皇
子
一
行
が
そ
の
船
出
を
し
た
所

に
因
ん
で
名
付
け
た
と
も
云
わ
れ
て

き
て
い
る
が
、
当
時
す
で
に
現
造
船

所
付
近
に
戸
数
５
戸
か
ら
な
る
泊

（
と
ま
り
）
と
呼
ぶ
集
落
が
あ
っ
た
の

で
、
こ
の
場
合
改
称
と
云
う
こ
と
に

な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
所

は
現
在
史
蹟
と
な
っ
て
い
る
。

　

尚
、
由
良
（
ゆ
ら
）
と
は
、
古
代

朝
鮮
語
系
で
の
湊
（
み
な
と
、
ツ
ン

グ
ー
ス
語
系
の
泊
も
同
じ
意
味
）
と

同
じ
語
意
で
あ
り
、
全
国
に
同
義
の

地
名
が
12
カ
所
程
現
存
し
て
い
る
。

和
歌
山
、兵
庫
、鳥
取
と
京
都
（
宮
津
）

の
由
良
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
因

み
に
、
百
人
一
首
の
”
由
良
の
門
を

渡
る
舟
人
梶
を
た
え
行
方
も
知
ら
ぬ

恋
い
の
路
か
な
“
の
由
良
に
つ
い
て

の
和
歌
山
と
京
都
の
争
い
は
今
も
続

い
て
い
る
。

四
、
山
岳
宗
教
の
拠
点
出
羽
三
山
を   

　
　

開
く

　

八
乙
女
の
岩
室
権
現
穴
で
暫
く
修

行
を
重
ね
た
皇
子
は
上
陸
時
に
眺
め

て
心
打
た
れ
た
霊
峰
月
山
に
瑞
光
の

立
ち
昇
る
の
を
見
て
、
先
ず
そ
の
ふ

も
と
の
羽
黒
山
へ
向
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
山
中
の
阿
古
屋
な
ど
で

更
に
修
行
し
、
修
験
道
（
直
接
の
ル

ー
ツ
は
朝
鮮
半
島
）
で
究
め
て
吾
が

国
山
岳
宗
教
の
拠
点
出
羽
三
山
（
現

在
は
月
山
、
湯
殿
山
、
羽
黒
山
の
こ

と
と
な
っ
て
い
る
。
尚
、
大
和
三
山

や
熊
野
三
山
と
共
に
有
名
三
山
の
代

表
格
で
あ
る
）を
開
創
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
6
4
1
年
（
舒
明
14
年
）
に

た
め
て
、
そ
の
歴
史
と
そ
の
関
係
の

深
さ
に
感
銘
を
受
け
た
次
第
で
あ
り

ま
す
。

　

次
回
は
丹
後
由
良
か
ら
庄
内
由
良

へ
の
訪
問
と
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
是
非
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

悠
々
た
る
歴
史
の
流
れ
を
感
じ
た
い

と
考
え
ま
す
。

　
　

　

昨
年
（
令
和
四
年
）
十
一
月
六
〜

八
日
に
か
け
て
、
庄
内
由
良
自
治
会

榊
原
会
長
以
下
総
勢
一
四
名
の
訪
問

団
を
お
迎
え
し
て
四
年
ぶ
り
に
庄
内

由
良
と
の
親
交
を
深
め
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
際
、
改
め
て
感
じ
た
こ
と
を

お
書
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
今
回
、
訪
問
団
の
方
々
を
お

迎
え
す
る
に
あ
た
っ
て
、
由
良
地
区

公
民
館
役
員
皆
さ
ま
に
協
力
を
い
た

だ
き
盛
大
に
訪
問
団
一
行
の
歓
迎
式

展
を
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た

こ
と
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
ま
し
て

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
特
に
、
千
坂

公
民
館
館
長
が
自
ら
語
り
手
・
紙
芝

居
の
進
行
・
司
会
と
ひ
と
り
三
役
を

こ
な
し
て
披
露
さ
れ
た
蜂
子
皇
子
物

語
は
た
い
へ
ん
素
晴
し
か
っ
た
で
す
。

こ
う
し
て
、
あ
ら
た
め
て
蜂
子
皇
子

伝
説
を
鑑
賞
し
て
み
て
気
づ
い
た
こ

同
山
内
で
入
定
し
、
開
山
堂
に
祀
ら

れ
て
い
る
。

　

尚
、
由
良
か
ら
の
道
案
内
は
何
処

に
も
あ
る
伝
承
と
同
じ
く
三
本
足
の

カ
ラ
ス
が
行
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。

所
謂
天
狗
（
て
ん
ぐ
）
の
こ
と
を
云

っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
自
然
の
洞
窟
な
ど
に

籠
も
っ
て
修
行
す
る
の
は
仏
教
特
有

の
こ
と
で
あ
つ
て
、
皇
子
よ
り
時
代

は
新
し
く
な
る
が
、
弘
法
大
師
空
海

も
阿
波
の
国
の
室
戸
の
海
岸
の
岩
室

に
籠
も
っ
て
悟
り
を
開
い
た
と
さ
れ

て
お
り
、
こ
こ
八
乙
女
洞
窟
に
も
皇

子
の
み
な
ら
ず
、
妙
達
上
人
や
弁
寛

僧
都
な
ど
こ
の
地
方
の
著
名
僧
な
ど

が
籠
も
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

尚
、
皇
子
に
対
し
て
は
江
戸
時
代

に
な
っ
て
羽
黒
山
の
開
祖
と
し
て
能

除
太
子
と
呼
称
、
１
８
２
３
年
（
文

政
６
年
）
に
正
一
位
照
見
大
菩
薩
の

称
号
を
授
け
、更
に
１
８
７
３
年
（
明

治
６
年
）
に
新
政
府
の
配
意
に
よ
り

第
32
代
崇
崚
天
皇
の
第
一
皇
子
と
し

て
皇
族
と
正
式
に
認
定
さ
れ
、
蜂
子

神
社
が
建
立
、
そ
の
祭
神
と
な
る
と
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共
に
陵
墓
も
造
ら
れ
た
。

五
、
由
良
と
羽
黒
山
と
の
結
び
つ
き

　

由
良
地
区
で
は
、１
９
９
３
年
（
平

成
５
年
）
に
こ
れ
ら
の
伝
承
に
基
づ

い
て
開
村
１
４
０
０
年
祭
を
行
う
と

共
に
、
八
乙
女
の
内
の
２
子
（
恵
姫
、

美
鳳
）
の
像
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
白

山
島
の
眼
前
の
海
岸
に
建
立
し
た
。

　

尚
、
白
山
島
は
明
治
以
前
に
は
大

島
（
お
し
ま
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
も

の
で
あ
る
が
、
往
時
は
大
島
か
ら
八

乙
女
浦
一
帯
が
全
て
神
域
で
あ
っ
て

総
称
し
て
八
乙
女
浦
と
呼
ん
で
い
た

よ
う
で
あ
る
。

　

又
、
八
乙
女
岩
室
群
特
に
権
現
穴

は
羽
黒
修
験
の
メ
ッ
カ
と
云
う
こ
と

で
、
当
初
の
75
日
間
の
峰
中
（
山
伏

修
行
の
メ
イ
ン
で
入
峰
と
も
云
う
）

そ
の
後
30
日
間
と
な
り
、
現
在
は
更

に
短
縮
、
女
子
も
参
加
で
き
る
。
こ

の
岩
室
前
を
起
点
と
し
上
部
の
鳴
岩

前
広
場
で
整
列
し
て
出
発
し
た
も
の

だ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。

　

更
に
は
羽
黒
山
に
仕
え
る
神
子（
み

こ
）
も
社
家
（
神
職
）
も
由
良
か
ら

参
籠
す
る
八
乙
女
（
女
子
）
と
八
童

子
（
男
子
）
を
以
て
始
ま
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

又
、
積
善
院
権
大
僧
都
法
印
（
神

林
家
、
手
向
華
蔵
院
出
身
）
が
江
戸

の
初
期
に
は
羽
黒
山
か
ら
派
遣
さ
れ

て
い
て
、
大
島
の
白
山
権
現
と
八
乙

女
権
現
の
管
掌
に
当
た
っ
て
い
る
。

　

現
在
、
こ
の
「
八
乙
女
」
は
羽
黒

神
の
誕
生
地
更
に
は
羽
黒
山
の
奥
の

院
と
再
認
識
さ
れ
羽
黒
山
と
の
結
び

つ
き
が
改
め
て
強
化
さ
れ
て
い
る
。

目
下
進
行
中
の
ふ
れ
あ
い
整
備
事
業

が
完
成
す
る
頃
に
は
「
海
の
羽
黒
」

と
し
て
も
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
た
だ
残
念

の
こ
と
に
は
本
拠
で
あ
り
最
大
の
岩

室
権
現
穴
が
、
１
８
９
４
年
（
明
治

27
年
）
庄
内
大
地
震
の
た
め
入
口
部

分
が
陥
没
し
て
い
る
。
こ
の
中
は
大

変
に
広
く
奥
は
羽
黒
山
項
迄
続
い
て

い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
。

　

尚
、
１
４
９
２
〜
１
５
０
０
年
間

（
明
応
年
間
）
に
、
こ
の
岩
室
を
拝
所

と
し
て
の
八
呼
止
女
神
社
が
、
新
規

建
立
が
さ
れ
て
い
る
が
、
祭
神
は
勿

論
由
良
姫
命
即
ち
八
乙
女
と
な
っ
て

い
る
。

　

上
述
の
羽
黒
山
入
峰
修
行
が
此
処

を
起
点
と
し
て
始
ま
っ
た
時
期
に
当

た
る
。

　

以
上
の
レ
ポ
ー
ト
の
中
に
面
白
い

点
が
二
点
あ
り
ま
す
。

　

一
点
目
は
、
蜂
子
皇
子
が
庄
内
由

良
の
八
乙
女
浦
で
八
人
の
天
女
の
舞

に
導
か
れ
上
陸
し
た
と
の
伝
説
で
す

が
、
こ
の
八
乙
女
伝
説
こ
そ
、
丹
後

に
古
く
か
ら
伝
わ
る
伝
説
で
あ
り
、

六
千
年
の
歴
史
を
誇
る
丹
後
王
国
の

国
お
こ
し
の
場
面
に
登
場
す
る
八
人

の
天
女
達
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
何
故
皇
子
一
行
が

南
で
は
な
く
北
の
地
を
目
指
し
た
の

か
？
こ
の
疑
問
も
レ
ポ
ー
ト
に
も
書

か
れ
て
い
た
よ
う
に
、
大
和
朝
廷
が

ま
だ
地
方
の
一
王
国
に
過
ぎ
な
か
っ

た
頃
に
丹
後
王
国
か
ら
さ
か
ん
に
姫

君
を
娶
っ
て
両
国
の
関
係
を
強
力
な

も
の
と
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
つ
ま

り
母
方
の
ル
ー
ツ
が
丹
後
王
国
だ
と

し
た
ら
南
で
は
な
く
北
、
つ
ま
り
丹

後
王
国
の
入
り
口
で
あ
る
由
良
の
湊

を
目
指
し
た
の
が
理
解
で
き
ま
す
。

実
際
聖
徳
太
子
の
母
上
の
間
人
皇
女

が
間
人
に
一
時
避
難
し
た
伝
説
と
も

一
致
し
ま
す
。

　

そ
し
て
二
点
目
の
興
味
あ
る
伝
説

が
、
蜂
子
皇
子
上
陸
後
、
八
咫
烏
が

羽
黒
山
ま
で
の
道
を
案
内
し
た
伝
説

で
す
。
つ
ま
り
こ
の
伝
説
は
大
和
朝

廷
の
伝
説
神
武
東
征
の
際
に
神
武
天

皇
を
熊
野
国
か
ら
大
和
国
へ
の
道
案

内
を
し
た
と
さ
れ
る
伝
説
に
類
似
し

て
い
る
点
で
す
。

　

つ
ま
り
、
蜂
子
皇
子
伝
説
は
そ
の

ル
ー
ツ
に
丹
後
王
国
と
大
和
朝
廷
の

存
在
が
見
え
隠
れ
す
る
。
つ
ま
り
ど

ち
ら
か
片
方
だ
け
で
は
、
こ
の
伝
説

は
成
立
し
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
母

方
を
丹
後
、
父
方
を
大
和
と
そ
こ
に

生
ま
れ
て
き
た
蜂
子
皇
子
だ
か
ら
こ

そ
、
語
り
継
が
れ
て
き
た
伝
説
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

今
回
、
庄
内
由
良
訪
問
団
の
方
々

と
親
交
を
深
め
る
に
あ
た
っ
て
あ
ら

た
め
て
、
そ
の
歴
史
と
そ
の
関
係
の

深
さ
に
感
銘
を
受
け
た
次
第
で
あ
り

ま
す
。

　

次
回
は
丹
後
由
良
か
ら
庄
内
由
良

へ
の
訪
問
と
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
是
非
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

悠
々
た
る
歴
史
の
流
れ
を
感
じ
た
い

と
考
え
ま
す
。

　
　

　

昨
年
（
令
和
四
年
）
十
一
月
六
〜

八
日
に
か
け
て
、
庄
内
由
良
自
治
会

榊
原
会
長
以
下
総
勢
一
四
名
の
訪
問

団
を
お
迎
え
し
て
四
年
ぶ
り
に
庄
内

由
良
と
の
親
交
を
深
め
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
際
、
改
め
て
感
じ
た
こ
と
を

お
書
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
今
回
、
訪
問
団
の
方
々
を
お

迎
え
す
る
に
あ
た
っ
て
、
由
良
地
区

公
民
館
役
員
皆
さ
ま
に
協
力
を
い
た

だ
き
盛
大
に
訪
問
団
一
行
の
歓
迎
式

展
を
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た

こ
と
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
ま
し
て

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
特
に
、
千
坂

公
民
館
館
長
が
自
ら
語
り
手
・
紙
芝

居
の
進
行
・
司
会
と
ひ
と
り
三
役
を

こ
な
し
て
披
露
さ
れ
た
蜂
子
皇
子
物

語
は
た
い
へ
ん
素
晴
し
か
っ
た
で
す
。

こ
う
し
て
、
あ
ら
た
め
て
蜂
子
皇
子

伝
説
を
鑑
賞
し
て
み
て
気
づ
い
た
こ

同
山
内
で
入
定
し
、
開
山
堂
に
祀
ら

れ
て
い
る
。

　

尚
、
由
良
か
ら
の
道
案
内
は
何
処

に
も
あ
る
伝
承
と
同
じ
く
三
本
足
の

カ
ラ
ス
が
行
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。

所
謂
天
狗
（
て
ん
ぐ
）
の
こ
と
を
云

っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
自
然
の
洞
窟
な
ど
に

籠
も
っ
て
修
行
す
る
の
は
仏
教
特
有

の
こ
と
で
あ
つ
て
、
皇
子
よ
り
時
代

は
新
し
く
な
る
が
、
弘
法
大
師
空
海

も
阿
波
の
国
の
室
戸
の
海
岸
の
岩
室

に
籠
も
っ
て
悟
り
を
開
い
た
と
さ
れ

て
お
り
、
こ
こ
八
乙
女
洞
窟
に
も
皇

子
の
み
な
ら
ず
、
妙
達
上
人
や
弁
寛

僧
都
な
ど
こ
の
地
方
の
著
名
僧
な
ど

が
籠
も
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

尚
、
皇
子
に
対
し
て
は
江
戸
時
代

に
な
っ
て
羽
黒
山
の
開
祖
と
し
て
能

除
太
子
と
呼
称
、
１
８
２
３
年
（
文

政
６
年
）
に
正
一
位
照
見
大
菩
薩
の

称
号
を
授
け
、更
に
１
８
７
３
年
（
明

治
６
年
）
に
新
政
府
の
配
意
に
よ
り

第
32
代
崇
崚
天
皇
の
第
一
皇
子
と
し

て
皇
族
と
正
式
に
認
定
さ
れ
、
蜂
子

神
社
が
建
立
、
そ
の
祭
神
と
な
る
と
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共
に
陵
墓
も
造
ら
れ
た
。

五
、
由
良
と
羽
黒
山
と
の
結
び
つ
き

　

由
良
地
区
で
は
、１
９
９
３
年
（
平

成
５
年
）
に
こ
れ
ら
の
伝
承
に
基
づ

い
て
開
村
１
４
０
０
年
祭
を
行
う
と

共
に
、
八
乙
女
の
内
の
２
子
（
恵
姫
、

美
鳳
）
の
像
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
白

山
島
の
眼
前
の
海
岸
に
建
立
し
た
。

　

尚
、
白
山
島
は
明
治
以
前
に
は
大

島
（
お
し
ま
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
も

の
で
あ
る
が
、
往
時
は
大
島
か
ら
八

乙
女
浦
一
帯
が
全
て
神
域
で
あ
っ
て

総
称
し
て
八
乙
女
浦
と
呼
ん
で
い
た

よ
う
で
あ
る
。

　

又
、
八
乙
女
岩
室
群
特
に
権
現
穴

は
羽
黒
修
験
の
メ
ッ
カ
と
云
う
こ
と

で
、
当
初
の
75
日
間
の
峰
中
（
山
伏

修
行
の
メ
イ
ン
で
入
峰
と
も
云
う
）

そ
の
後
30
日
間
と
な
り
、
現
在
は
更

に
短
縮
、
女
子
も
参
加
で
き
る
。
こ

の
岩
室
前
を
起
点
と
し
上
部
の
鳴
岩

前
広
場
で
整
列
し
て
出
発
し
た
も
の

だ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。

　

更
に
は
羽
黒
山
に
仕
え
る
神
子（
み

こ
）
も
社
家
（
神
職
）
も
由
良
か
ら

参
籠
す
る
八
乙
女
（
女
子
）
と
八
童

子
（
男
子
）
を
以
て
始
ま
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

又
、
積
善
院
権
大
僧
都
法
印
（
神

林
家
、
手
向
華
蔵
院
出
身
）
が
江
戸

の
初
期
に
は
羽
黒
山
か
ら
派
遣
さ
れ

て
い
て
、
大
島
の
白
山
権
現
と
八
乙

女
権
現
の
管
掌
に
当
た
っ
て
い
る
。

　

現
在
、
こ
の
「
八
乙
女
」
は
羽
黒

神
の
誕
生
地
更
に
は
羽
黒
山
の
奥
の

院
と
再
認
識
さ
れ
羽
黒
山
と
の
結
び

つ
き
が
改
め
て
強
化
さ
れ
て
い
る
。

目
下
進
行
中
の
ふ
れ
あ
い
整
備
事
業

が
完
成
す
る
頃
に
は
「
海
の
羽
黒
」

と
し
て
も
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
た
だ
残
念

の
こ
と
に
は
本
拠
で
あ
り
最
大
の
岩

室
権
現
穴
が
、
１
８
９
４
年
（
明
治

27
年
）
庄
内
大
地
震
の
た
め
入
口
部

分
が
陥
没
し
て
い
る
。
こ
の
中
は
大

変
に
広
く
奥
は
羽
黒
山
項
迄
続
い
て

い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
。

　

尚
、
１
４
９
２
〜
１
５
０
０
年
間

（
明
応
年
間
）
に
、
こ
の
岩
室
を
拝
所

と
し
て
の
八
呼
止
女
神
社
が
、
新
規

建
立
が
さ
れ
て
い
る
が
、
祭
神
は
勿

論
由
良
姫
命
即
ち
八
乙
女
と
な
っ
て

い
る
。

　

上
述
の
羽
黒
山
入
峰
修
行
が
此
処

を
起
点
と
し
て
始
ま
っ
た
時
期
に
当

た
る
。

　

以
上
の
レ
ポ
ー
ト
の
中
に
面
白
い

点
が
二
点
あ
り
ま
す
。

　

一
点
目
は
、
蜂
子
皇
子
が
庄
内
由

良
の
八
乙
女
浦
で
八
人
の
天
女
の
舞

に
導
か
れ
上
陸
し
た
と
の
伝
説
で
す

が
、
こ
の
八
乙
女
伝
説
こ
そ
、
丹
後

に
古
く
か
ら
伝
わ
る
伝
説
で
あ
り
、

六
千
年
の
歴
史
を
誇
る
丹
後
王
国
の

国
お
こ
し
の
場
面
に
登
場
す
る
八
人

の
天
女
達
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
何
故
皇
子
一
行
が

南
で
は
な
く
北
の
地
を
目
指
し
た
の

か
？
こ
の
疑
問
も
レ
ポ
ー
ト
に
も
書

か
れ
て
い
た
よ
う
に
、
大
和
朝
廷
が

ま
だ
地
方
の
一
王
国
に
過
ぎ
な
か
っ

た
頃
に
丹
後
王
国
か
ら
さ
か
ん
に
姫

君
を
娶
っ
て
両
国
の
関
係
を
強
力
な

も
の
と
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
つ
ま

り
母
方
の
ル
ー
ツ
が
丹
後
王
国
だ
と

し
た
ら
南
で
は
な
く
北
、
つ
ま
り
丹

後
王
国
の
入
り
口
で
あ
る
由
良
の
湊

を
目
指
し
た
の
が
理
解
で
き
ま
す
。

実
際
聖
徳
太
子
の
母
上
の
間
人
皇
女

が
間
人
に
一
時
避
難
し
た
伝
説
と
も

一
致
し
ま
す
。

　

そ
し
て
二
点
目
の
興
味
あ
る
伝
説

が
、
蜂
子
皇
子
上
陸
後
、
八
咫
烏
が

羽
黒
山
ま
で
の
道
を
案
内
し
た
伝
説

で
す
。
つ
ま
り
こ
の
伝
説
は
大
和
朝

廷
の
伝
説
神
武
東
征
の
際
に
神
武
天

皇
を
熊
野
国
か
ら
大
和
国
へ
の
道
案

内
を
し
た
と
さ
れ
る
伝
説
に
類
似
し

て
い
る
点
で
す
。

　

つ
ま
り
、
蜂
子
皇
子
伝
説
は
そ
の

ル
ー
ツ
に
丹
後
王
国
と
大
和
朝
廷
の

存
在
が
見
え
隠
れ
す
る
。
つ
ま
り
ど

ち
ら
か
片
方
だ
け
で
は
、
こ
の
伝
説

は
成
立
し
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
母

方
を
丹
後
、
父
方
を
大
和
と
そ
こ
に

生
ま
れ
て
き
た
蜂
子
皇
子
だ
か
ら
こ

そ
、
語
り
継
が
れ
て
き
た
伝
説
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

今
回
、
庄
内
由
良
訪
問
団
の
方
々

と
親
交
を
深
め
る
に
あ
た
っ
て
あ
ら

た
め
て
、
そ
の
歴
史
と
そ
の
関
係
の

深
さ
に
感
銘
を
受
け
た
次
第
で
あ
り

ま
す
。

　

次
回
は
丹
後
由
良
か
ら
庄
内
由
良

へ
の
訪
問
と
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
是
非
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

悠
々
た
る
歴
史
の
流
れ
を
感
じ
た
い

と
考
え
ま
す
。

　
　

　

昨
年
（
令
和
四
年
）
十
一
月
六
〜

八
日
に
か
け
て
、
庄
内
由
良
自
治
会

榊
原
会
長
以
下
総
勢
一
四
名
の
訪
問

団
を
お
迎
え
し
て
四
年
ぶ
り
に
庄
内

由
良
と
の
親
交
を
深
め
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
際
、
改
め
て
感
じ
た
こ
と
を

お
書
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
今
回
、
訪
問
団
の
方
々
を
お

迎
え
す
る
に
あ
た
っ
て
、
由
良
地
区

公
民
館
役
員
皆
さ
ま
に
協
力
を
い
た

だ
き
盛
大
に
訪
問
団
一
行
の
歓
迎
式

展
を
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た

こ
と
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
ま
し
て

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
特
に
、
千
坂

公
民
館
館
長
が
自
ら
語
り
手
・
紙
芝

居
の
進
行
・
司
会
と
ひ
と
り
三
役
を

こ
な
し
て
披
露
さ
れ
た
蜂
子
皇
子
物

語
は
た
い
へ
ん
素
晴
し
か
っ
た
で
す
。

こ
う
し
て
、
あ
ら
た
め
て
蜂
子
皇
子

伝
説
を
鑑
賞
し
て
み
て
気
づ
い
た
こ

同
山
内
で
入
定
し
、
開
山
堂
に
祀
ら

れ
て
い
る
。

　

尚
、
由
良
か
ら
の
道
案
内
は
何
処

に
も
あ
る
伝
承
と
同
じ
く
三
本
足
の

カ
ラ
ス
が
行
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。

所
謂
天
狗
（
て
ん
ぐ
）
の
こ
と
を
云

っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
自
然
の
洞
窟
な
ど
に

籠
も
っ
て
修
行
す
る
の
は
仏
教
特
有

の
こ
と
で
あ
つ
て
、
皇
子
よ
り
時
代

は
新
し
く
な
る
が
、
弘
法
大
師
空
海

も
阿
波
の
国
の
室
戸
の
海
岸
の
岩
室

に
籠
も
っ
て
悟
り
を
開
い
た
と
さ
れ

て
お
り
、
こ
こ
八
乙
女
洞
窟
に
も
皇

子
の
み
な
ら
ず
、
妙
達
上
人
や
弁
寛

僧
都
な
ど
こ
の
地
方
の
著
名
僧
な
ど

が
籠
も
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

尚
、
皇
子
に
対
し
て
は
江
戸
時
代

に
な
っ
て
羽
黒
山
の
開
祖
と
し
て
能

除
太
子
と
呼
称
、
１
８
２
３
年
（
文

政
６
年
）
に
正
一
位
照
見
大
菩
薩
の

称
号
を
授
け
、更
に
１
８
７
３
年
（
明

治
６
年
）
に
新
政
府
の
配
意
に
よ
り

第
32
代
崇
崚
天
皇
の
第
一
皇
子
と
し

て
皇
族
と
正
式
に
認
定
さ
れ
、
蜂
子

神
社
が
建
立
、
そ
の
祭
神
と
な
る
と

『
由
良
っ
て

          

こ
ん
な
も
の
作
れ
る
ん
だ
』Ⅳ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
下　

剛
敏

　

雪
の
少
な
い
冬
は
、
気
温
以
上
に

寒
く
感
じ
ま
す
。
家
の
周
り
や
車
の

出
入
口
を
、
雪
か
き
す
る
回
数
が
少

な
い
の
は
有
り
難
い
で
す
ね
。た
だ
、

家
の
中
に
籠
っ
て
し
ま
う
と
自
分
で

思
っ
て
い
る
よ
り
も
、
筋
力
・
体
力

共
に
落
ち
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
の
点
、

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
ジ
ョ
ギ
ン
グ
を
さ

れ
る
方
を
、
由
良
の
色
々
な
場
所
で

チ
ラ
ホ
ラ
お
見
か
け
し
ま
す
。
中
に

は
、
は
ま
の
子
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
遊
ん

で
い
る
お
子
さ
ん
と
親
御
さ
ん
、
そ

し
て
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
等
に
興
じ

る
先
輩
方
が
、
寒
い
中
で
も
元
気
に

楽
し
ま
れ
る
姿
も
あ
り
ま
す
。
そ
う

考
え
る
と
由
良
地
区
の
皆
さ
ん
は
寒

い
中
で
も
、
健
康
的
に
過
ご
さ
れ
る

方
も
多
い
よ
う
に
感
じ
ま
す

　

今
回
は
『
キ
ュ
ウ
リ
』
に
つ
い
て

で
す
。

　

キ
ュ
ウ
リ
も
前
回
の
ト
マ
ト
同

様
、
由
良
の
畑
で
お
見
か
け
し
や
す

い
野
菜
に
感
じ
ま
す
。
我
が
家
で
も

毎
年
作
っ
て
い
ま
す
が
、
採
る
タ
イ

ミ
ン
グ
が
遅
れ
る
と
、
び
っ
く
り
す

る
ほ
ど
大
き
く
な
り
、
一
本
が
売
り

物
の
キ
ュ
ウ
リ
三
本
分
に
な
る
事

も
。
ト
マ
ト
と
合
わ
せ
て
作
る
と
、

料
理
が
彩
り
の
良
い
食
卓
に
な
り
ま

す
。

　

種
か
ら
育
て
た
り
、
形
の
良
い
物

を
作
る
と
な
る
と
、
思
っ
た
以
上
に

手
間
が
掛
か
る
の
で
、
苗
を
購
入
し

て
の
栽
培
管
理
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

①
苗
以
外
に
揃
え
る
も
の

　

石
灰
、
堆
肥
（
牛
ふ
ん
・
鶏
ふ
ん

な
ど
）、ワ
ラ
又
は
マ
ル
チ
、支
柱（
苗

の
本
数
に
応
じ
て
）、
支
柱
に
く
く

る
紐
、
野
菜
用
化
成
肥
料
又
は
有
機

肥
料
。

②
土
壌
を
作
る

　

植
え
る
面
積
へ
薄
っ
す
ら
土
が
隠

れ
る
程
度
に
石
灰
（
有
機
石
灰
だ
と

堆
肥
も
一
緒
に
混
ぜ
れ
て
植
付
け
も

す
ぐ
に
で
き
る
）
を
撒
き
、
そ
の
後

堆
肥
も
撒
い
て
耕
し
て
混
ぜ
ま
す
。

畝
（
ウ
ネ
）
を
幅
70
〜
80
㎝
、
長
さ

は
苗
一
本
に
植
え
る
箇
所
か
ら
50
㎝

ほ
ど
作
る
。

③
植
え
付
け

　

前
回
の
ト
マ
ト
同
様
、
苗
を
ポ
ッ

ト
か
ら
土
ご
と
取
り
出
し
、
そ
の
形

程
度
の
穴
に
埋
め
て
、
土
を
軽
く
被

せ
た
ら
倒
れ
な
い
よ
う
に
周
り
を
抑

え
る
。

　

マ
ル
チ
使
用
の
場
合
は
、
畝
を

作
っ
た
ら
張
っ
て
お
く
。
ワ
ラ
が
手

に
入
る
場
合
は
植
え
付
け
た
後
に
周

り
に
敷
い
て
や
る
。
最
後
に
た
っ
ぷ

り
の
水
を
や
っ
て
下
さ
い
。ト
マ
ト
・

キ
ュ
ウ
リ
は
、
４
月
下
旬
〜
５
月
一

杯
の
時
期
に
植
え
付
け
が
一
般
的
で

す
。
そ
の
後
、
支
柱
を
立
て
て
、
枝

と
支
柱
を
８
の
字
結
び
で
、
ゆ
と
り

を
持
た
せ
て
紐
で
縛
り
ま
す
。

　

ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
、
ト
マ
ト
は
脇

芽
で
し
た
が
、
キ
ュ
ウ
リ
は
接
ぎ
木

苗
を
購
入
の
場
合
、台
芽
（
ダ
イ
メ
）

と
言
う
台
木
か
ら
芽
の
出
る
場
合
が

あ
り
、
そ
れ
を
取
っ
て
や
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

④
誘
引
（
ユ
ウ
イ
ン
）

　

つ
る
が
勢
い
よ
く
伸
び
始
め
る
の

で
、
横
や
下
に
向
い
て
行
か
な
い
よ

う
、
早
め
に
支
柱
の
上
方
に
紐
で
固

定
し
、
伸
び
具
合
に
合
わ
せ
、
数
か

所
を
紐
で
く
く
っ
て
や
り
ま
す
。

⑤
追
肥

　

植
え
付
け
２
週
間
後
か
ら
野
菜
用

化
成
肥
料
又
は
有
機
肥
料
を
、
根
元

か
ら
30
㎝
く
ら
い
離
し
て
浅
く
溝
を

掘
り
、
肥
料
を
ま
い
て
土
を
被
せ
ま

す
。
６
月
中
旬
〜
７
月
下
旬
を
目
安

に
、
畝
の
幅
近
く
ま
で
つ
る
や
葉
が

伸
び
て
き
た
頃
、
畝
の
外
側
に
溝
を

掘
り
、
溝
に
肥
料
を
ま
い
て
土
を
被

せ
る
。

　

こ
の
追
肥
を
、
二
週
間
に
一
度
繰

り
返
し
て
や
る
と
大
き
く
成
長
し
ま

す
。

⑥
摘
芯
（
テ
キ
シ
ン
）

　

こ
の
作
業
は
、
で
き
れ
ば…

と
い

う
感
じ
で
す
。
主
軸
か
ら
横
に
伸
び

る
つ
る
の
葉
っ
ぱ
二
枚
よ
り
先
は
、

摘
み
取
っ
て
し
ま
う
方
が
良
い
キ
ュ

ウ
リ
に
育
ち
易
い
で
す
。

⑦
収
穫

　

六
月
か
ら
お
盆
前
後
ま
で
は
、
ど

ん
ど
ん
出
来
ま
す
。サ
ラ
ダ
は
勿
論
、

浅
漬
け
、
ぬ
か
漬
け
、
冷
や
し
中
華

の
具
材
な
ど
色
々
な
料
理
に
も
使

え
、
体
の
水
分
補
給
に
も
欠
か
せ
な

い
食
材
で
す
。

　

曲
が
っ
て
し
ま
う
キ
ュ
ウ
リ
は
、

水
分
不
足
や
肥
料
不
足
を
表
す
サ
イ

ン
だ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
極
端
に

曲
が
っ
て
い
て
も
味
に
問
題
無
い
で

す
が
、
気
に
な
る
場
合
は
一
度
キ
ュ

ウ
リ
を
全
部
採
り
、
肥
料
と
水
を
与

え
て
下
さ
い
。

◎
次
回
は　

じ
ゃ
が
い
も　

で
す
。

協
力
：
京
都
フ
ァ
ー
ム
彩
（
舞
鶴
市
）

蜂
子
皇
子
船
出
碑
の
前
で
記
念
写
真
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共
に
陵
墓
も
造
ら
れ
た
。

五
、
由
良
と
羽
黒
山
と
の
結
び
つ
き

　

由
良
地
区
で
は
、１
９
９
３
年
（
平

成
５
年
）
に
こ
れ
ら
の
伝
承
に
基
づ

い
て
開
村
１
４
０
０
年
祭
を
行
う
と

共
に
、
八
乙
女
の
内
の
２
子
（
恵
姫
、

美
鳳
）
の
像
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
白

山
島
の
眼
前
の
海
岸
に
建
立
し
た
。

　

尚
、
白
山
島
は
明
治
以
前
に
は
大

島
（
お
し
ま
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
も

の
で
あ
る
が
、
往
時
は
大
島
か
ら
八

乙
女
浦
一
帯
が
全
て
神
域
で
あ
っ
て

総
称
し
て
八
乙
女
浦
と
呼
ん
で
い
た

よ
う
で
あ
る
。

　

又
、
八
乙
女
岩
室
群
特
に
権
現
穴

は
羽
黒
修
験
の
メ
ッ
カ
と
云
う
こ
と

で
、
当
初
の
75
日
間
の
峰
中
（
山
伏

修
行
の
メ
イ
ン
で
入
峰
と
も
云
う
）

そ
の
後
30
日
間
と
な
り
、
現
在
は
更

に
短
縮
、
女
子
も
参
加
で
き
る
。
こ

の
岩
室
前
を
起
点
と
し
上
部
の
鳴
岩

前
広
場
で
整
列
し
て
出
発
し
た
も
の

だ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。

　

更
に
は
羽
黒
山
に
仕
え
る
神
子（
み

こ
）
も
社
家
（
神
職
）
も
由
良
か
ら

参
籠
す
る
八
乙
女
（
女
子
）
と
八
童

子
（
男
子
）
を
以
て
始
ま
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

又
、
積
善
院
権
大
僧
都
法
印
（
神

林
家
、
手
向
華
蔵
院
出
身
）
が
江
戸

の
初
期
に
は
羽
黒
山
か
ら
派
遣
さ
れ

て
い
て
、
大
島
の
白
山
権
現
と
八
乙

女
権
現
の
管
掌
に
当
た
っ
て
い
る
。

　

現
在
、
こ
の
「
八
乙
女
」
は
羽
黒

神
の
誕
生
地
更
に
は
羽
黒
山
の
奥
の

院
と
再
認
識
さ
れ
羽
黒
山
と
の
結
び

つ
き
が
改
め
て
強
化
さ
れ
て
い
る
。

目
下
進
行
中
の
ふ
れ
あ
い
整
備
事
業

が
完
成
す
る
頃
に
は
「
海
の
羽
黒
」

と
し
て
も
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
た
だ
残
念

の
こ
と
に
は
本
拠
で
あ
り
最
大
の
岩

室
権
現
穴
が
、
１
８
９
４
年
（
明
治

27
年
）
庄
内
大
地
震
の
た
め
入
口
部

分
が
陥
没
し
て
い
る
。
こ
の
中
は
大

変
に
広
く
奥
は
羽
黒
山
項
迄
続
い
て

い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
。

　

尚
、
１
４
９
２
〜
１
５
０
０
年
間

（
明
応
年
間
）
に
、
こ
の
岩
室
を
拝
所

と
し
て
の
八
呼
止
女
神
社
が
、
新
規

建
立
が
さ
れ
て
い
る
が
、
祭
神
は
勿

論
由
良
姫
命
即
ち
八
乙
女
と
な
っ
て

い
る
。

　

上
述
の
羽
黒
山
入
峰
修
行
が
此
処

を
起
点
と
し
て
始
ま
っ
た
時
期
に
当

た
る
。

　

以
上
の
レ
ポ
ー
ト
の
中
に
面
白
い

点
が
二
点
あ
り
ま
す
。

　

一
点
目
は
、
蜂
子
皇
子
が
庄
内
由

良
の
八
乙
女
浦
で
八
人
の
天
女
の
舞

に
導
か
れ
上
陸
し
た
と
の
伝
説
で
す

が
、
こ
の
八
乙
女
伝
説
こ
そ
、
丹
後

に
古
く
か
ら
伝
わ
る
伝
説
で
あ
り
、

六
千
年
の
歴
史
を
誇
る
丹
後
王
国
の

国
お
こ
し
の
場
面
に
登
場
す
る
八
人

の
天
女
達
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
何
故
皇
子
一
行
が

南
で
は
な
く
北
の
地
を
目
指
し
た
の

か
？
こ
の
疑
問
も
レ
ポ
ー
ト
に
も
書

か
れ
て
い
た
よ
う
に
、
大
和
朝
廷
が

ま
だ
地
方
の
一
王
国
に
過
ぎ
な
か
っ

た
頃
に
丹
後
王
国
か
ら
さ
か
ん
に
姫

君
を
娶
っ
て
両
国
の
関
係
を
強
力
な

も
の
と
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
つ
ま

り
母
方
の
ル
ー
ツ
が
丹
後
王
国
だ
と

し
た
ら
南
で
は
な
く
北
、
つ
ま
り
丹

後
王
国
の
入
り
口
で
あ
る
由
良
の
湊

を
目
指
し
た
の
が
理
解
で
き
ま
す
。

実
際
聖
徳
太
子
の
母
上
の
間
人
皇
女

が
間
人
に
一
時
避
難
し
た
伝
説
と
も

一
致
し
ま
す
。

　

そ
し
て
二
点
目
の
興
味
あ
る
伝
説

が
、
蜂
子
皇
子
上
陸
後
、
八
咫
烏
が

羽
黒
山
ま
で
の
道
を
案
内
し
た
伝
説

で
す
。
つ
ま
り
こ
の
伝
説
は
大
和
朝

廷
の
伝
説
神
武
東
征
の
際
に
神
武
天

皇
を
熊
野
国
か
ら
大
和
国
へ
の
道
案

内
を
し
た
と
さ
れ
る
伝
説
に
類
似
し

て
い
る
点
で
す
。

　

つ
ま
り
、
蜂
子
皇
子
伝
説
は
そ
の

ル
ー
ツ
に
丹
後
王
国
と
大
和
朝
廷
の

存
在
が
見
え
隠
れ
す
る
。
つ
ま
り
ど

ち
ら
か
片
方
だ
け
で
は
、
こ
の
伝
説

は
成
立
し
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
母

方
を
丹
後
、
父
方
を
大
和
と
そ
こ
に

生
ま
れ
て
き
た
蜂
子
皇
子
だ
か
ら
こ

そ
、
語
り
継
が
れ
て
き
た
伝
説
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

今
回
、
庄
内
由
良
訪
問
団
の
方
々

と
親
交
を
深
め
る
に
あ
た
っ
て
あ
ら

た
め
て
、
そ
の
歴
史
と
そ
の
関
係
の

深
さ
に
感
銘
を
受
け
た
次
第
で
あ
り

ま
す
。

　

次
回
は
丹
後
由
良
か
ら
庄
内
由
良

へ
の
訪
問
と
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
是
非
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

悠
々
た
る
歴
史
の
流
れ
を
感
じ
た
い

と
考
え
ま
す
。

　
　

　

昨
年
（
令
和
四
年
）
十
一
月
六
〜

八
日
に
か
け
て
、
庄
内
由
良
自
治
会

榊
原
会
長
以
下
総
勢
一
四
名
の
訪
問

団
を
お
迎
え
し
て
四
年
ぶ
り
に
庄
内

由
良
と
の
親
交
を
深
め
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
際
、
改
め
て
感
じ
た
こ
と
を

お
書
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
今
回
、
訪
問
団
の
方
々
を
お

迎
え
す
る
に
あ
た
っ
て
、
由
良
地
区

公
民
館
役
員
皆
さ
ま
に
協
力
を
い
た

だ
き
盛
大
に
訪
問
団
一
行
の
歓
迎
式

展
を
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た

こ
と
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
ま
し
て

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
特
に
、
千
坂

公
民
館
館
長
が
自
ら
語
り
手
・
紙
芝

居
の
進
行
・
司
会
と
ひ
と
り
三
役
を

こ
な
し
て
披
露
さ
れ
た
蜂
子
皇
子
物

語
は
た
い
へ
ん
素
晴
し
か
っ
た
で
す
。

こ
う
し
て
、
あ
ら
た
め
て
蜂
子
皇
子

伝
説
を
鑑
賞
し
て
み
て
気
づ
い
た
こ

同
山
内
で
入
定
し
、
開
山
堂
に
祀
ら

れ
て
い
る
。

　

尚
、
由
良
か
ら
の
道
案
内
は
何
処

に
も
あ
る
伝
承
と
同
じ
く
三
本
足
の

カ
ラ
ス
が
行
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。

所
謂
天
狗
（
て
ん
ぐ
）
の
こ
と
を
云

っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
自
然
の
洞
窟
な
ど
に

籠
も
っ
て
修
行
す
る
の
は
仏
教
特
有

の
こ
と
で
あ
つ
て
、
皇
子
よ
り
時
代

は
新
し
く
な
る
が
、
弘
法
大
師
空
海

も
阿
波
の
国
の
室
戸
の
海
岸
の
岩
室

に
籠
も
っ
て
悟
り
を
開
い
た
と
さ
れ

て
お
り
、
こ
こ
八
乙
女
洞
窟
に
も
皇

子
の
み
な
ら
ず
、
妙
達
上
人
や
弁
寛

僧
都
な
ど
こ
の
地
方
の
著
名
僧
な
ど

が
籠
も
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

尚
、
皇
子
に
対
し
て
は
江
戸
時
代

に
な
っ
て
羽
黒
山
の
開
祖
と
し
て
能

除
太
子
と
呼
称
、
１
８
２
３
年
（
文

政
６
年
）
に
正
一
位
照
見
大
菩
薩
の

称
号
を
授
け
、更
に
１
８
７
３
年
（
明

治
６
年
）
に
新
政
府
の
配
意
に
よ
り

第
32
代
崇
崚
天
皇
の
第
一
皇
子
と
し

て
皇
族
と
正
式
に
認
定
さ
れ
、
蜂
子

神
社
が
建
立
、
そ
の
祭
神
と
な
る
と

　

雪
の
少
な
い
冬
は
、
気
温
以
上
に

寒
く
感
じ
ま
す
。
家
の
周
り
や
車
の

出
入
口
を
、
雪
か
き
す
る
回
数
が
少

な
い
の
は
有
り
難
い
で
す
ね
。た
だ
、

家
の
中
に
籠
っ
て
し
ま
う
と
自
分
で

思
っ
て
い
る
よ
り
も
、
筋
力
・
体
力

共
に
落
ち
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
の
点
、

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
ジ
ョ
ギ
ン
グ
を
さ

れ
る
方
を
、
由
良
の
色
々
な
場
所
で

チ
ラ
ホ
ラ
お
見
か
け
し
ま
す
。
中
に

は
、
は
ま
の
子
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
遊
ん

で
い
る
お
子
さ
ん
と
親
御
さ
ん
、
そ

し
て
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
等
に
興
じ

る
先
輩
方
が
、
寒
い
中
で
も
元
気
に

楽
し
ま
れ
る
姿
も
あ
り
ま
す
。
そ
う

考
え
る
と
由
良
地
区
の
皆
さ
ん
は
寒

い
中
で
も
、
健
康
的
に
過
ご
さ
れ
る

方
も
多
い
よ
う
に
感
じ
ま
す

　

今
回
は
『
キ
ュ
ウ
リ
』
に
つ
い
て

で
す
。

　

キ
ュ
ウ
リ
も
前
回
の
ト
マ
ト
同

様
、
由
良
の
畑
で
お
見
か
け
し
や
す

い
野
菜
に
感
じ
ま
す
。
我
が
家
で
も

毎
年
作
っ
て
い
ま
す
が
、
採
る
タ
イ

ミ
ン
グ
が
遅
れ
る
と
、
び
っ
く
り
す

る
ほ
ど
大
き
く
な
り
、
一
本
が
売
り

物
の
キ
ュ
ウ
リ
三
本
分
に
な
る
事

も
。
ト
マ
ト
と
合
わ
せ
て
作
る
と
、

料
理
が
彩
り
の
良
い
食
卓
に
な
り
ま

す
。

　

種
か
ら
育
て
た
り
、
形
の
良
い
物

を
作
る
と
な
る
と
、
思
っ
た
以
上
に

手
間
が
掛
か
る
の
で
、
苗
を
購
入
し

て
の
栽
培
管
理
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

①
苗
以
外
に
揃
え
る
も
の

　

石
灰
、
堆
肥
（
牛
ふ
ん
・
鶏
ふ
ん

な
ど
）、ワ
ラ
又
は
マ
ル
チ
、支
柱（
苗

の
本
数
に
応
じ
て
）、
支
柱
に
く
く

る
紐
、
野
菜
用
化
成
肥
料
又
は
有
機

肥
料
。

②
土
壌
を
作
る

　

植
え
る
面
積
へ
薄
っ
す
ら
土
が
隠

れ
る
程
度
に
石
灰
（
有
機
石
灰
だ
と

堆
肥
も
一
緒
に
混
ぜ
れ
て
植
付
け
も

す
ぐ
に
で
き
る
）
を
撒
き
、
そ
の
後

堆
肥
も
撒
い
て
耕
し
て
混
ぜ
ま
す
。

畝
（
ウ
ネ
）
を
幅
70
〜
80
㎝
、
長
さ

は
苗
一
本
に
植
え
る
箇
所
か
ら
50
㎝

ほ
ど
作
る
。

③
植
え
付
け

　

前
回
の
ト
マ
ト
同
様
、
苗
を
ポ
ッ

ト
か
ら
土
ご
と
取
り
出
し
、
そ
の
形

程
度
の
穴
に
埋
め
て
、
土
を
軽
く
被

せ
た
ら
倒
れ
な
い
よ
う
に
周
り
を
抑

え
る
。

　

マ
ル
チ
使
用
の
場
合
は
、
畝
を

作
っ
た
ら
張
っ
て
お
く
。
ワ
ラ
が
手

に
入
る
場
合
は
植
え
付
け
た
後
に
周

り
に
敷
い
て
や
る
。
最
後
に
た
っ
ぷ

り
の
水
を
や
っ
て
下
さ
い
。ト
マ
ト
・

キ
ュ
ウ
リ
は
、
４
月
下
旬
〜
５
月
一

杯
の
時
期
に
植
え
付
け
が
一
般
的
で

す
。
そ
の
後
、
支
柱
を
立
て
て
、
枝

と
支
柱
を
８
の
字
結
び
で
、
ゆ
と
り

を
持
た
せ
て
紐
で
縛
り
ま
す
。

　

ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
、
ト
マ
ト
は
脇

芽
で
し
た
が
、
キ
ュ
ウ
リ
は
接
ぎ
木

苗
を
購
入
の
場
合
、台
芽
（
ダ
イ
メ
）

と
言
う
台
木
か
ら
芽
の
出
る
場
合
が

あ
り
、
そ
れ
を
取
っ
て
や
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

④
誘
引
（
ユ
ウ
イ
ン
）

　

つ
る
が
勢
い
よ
く
伸
び
始
め
る
の

で
、
横
や
下
に
向
い
て
行
か
な
い
よ

う
、
早
め
に
支
柱
の
上
方
に
紐
で
固

定
し
、
伸
び
具
合
に
合
わ
せ
、
数
か

所
を
紐
で
く
く
っ
て
や
り
ま
す
。

⑤
追
肥

　

植
え
付
け
２
週
間
後
か
ら
野
菜
用

化
成
肥
料
又
は
有
機
肥
料
を
、
根
元

か
ら
30
㎝
く
ら
い
離
し
て
浅
く
溝
を

掘
り
、
肥
料
を
ま
い
て
土
を
被
せ
ま

す
。
６
月
中
旬
〜
７
月
下
旬
を
目
安

に
、
畝
の
幅
近
く
ま
で
つ
る
や
葉
が

伸
び
て
き
た
頃
、
畝
の
外
側
に
溝
を

掘
り
、
溝
に
肥
料
を
ま
い
て
土
を
被

せ
る
。

　

こ
の
追
肥
を
、
二
週
間
に
一
度
繰

り
返
し
て
や
る
と
大
き
く
成
長
し
ま

す
。

⑥
摘
芯
（
テ
キ
シ
ン
）

　

こ
の
作
業
は
、
で
き
れ
ば…

と
い

う
感
じ
で
す
。
主
軸
か
ら
横
に
伸
び

る
つ
る
の
葉
っ
ぱ
二
枚
よ
り
先
は
、

摘
み
取
っ
て
し
ま
う
方
が
良
い
キ
ュ

ウ
リ
に
育
ち
易
い
で
す
。

⑦
収
穫

　

六
月
か
ら
お
盆
前
後
ま
で
は
、
ど

ん
ど
ん
出
来
ま
す
。サ
ラ
ダ
は
勿
論
、

浅
漬
け
、
ぬ
か
漬
け
、
冷
や
し
中
華

の
具
材
な
ど
色
々
な
料
理
に
も
使

え
、
体
の
水
分
補
給
に
も
欠
か
せ
な

い
食
材
で
す
。

　

曲
が
っ
て
し
ま
う
キ
ュ
ウ
リ
は
、

水
分
不
足
や
肥
料
不
足
を
表
す
サ
イ

ン
だ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
極
端
に

曲
が
っ
て
い
て
も
味
に
問
題
無
い
で

す
が
、
気
に
な
る
場
合
は
一
度
キ
ュ

ウ
リ
を
全
部
採
り
、
肥
料
と
水
を
与

え
て
下
さ
い
。

◎
次
回
は　

じ
ゃ
が
い
も　

で
す
。

協
力
：
京
都
フ
ァ
ー
ム
彩
（
舞
鶴
市
）
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子
供
料
理
教
室
の
開
催
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　        

由
良
子
供
会
連
絡
協
議
会
　
会
長

堤　
　

郷
介

　

春
色
の
な
ご
や
か
な
季
節
、
皆
様

に
は
ご
清
祥
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

　

由
良
地
区
の
皆
様
に
は
、
日
頃
よ

り
由
良
子
供
会
連
絡
協
議
会
の
活
動

に
対
し
ま
し
て
、
ご
理
解
と
ご
協
力

を
賜
り
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

　

昨
年
末
の
十
二
月
吉
日
に
お
い

て
、
お
よ
そ
三
年
振
り
と
な
る
公
民

館
様
主
催
に
よ
る
子
供
料
理
教
室
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。　

　

前
年
度
ま
で
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
影
響
に
よ
り
飲
食
を
共
に
す
る
行

事
は
感
染
防
止
の
観
点
よ
り
実
施
が

出
来
ず
に
お
り
ま
し
た
が
、
大
人
、

子
供
問
わ
ず
各
々
が
感
染
対
策
を
実

施
す
る
こ
と
に
加
え
、
幼
稚
園
や
学

校
に
お
い
て
も
徐
々
に
行
事
が
増
え

始
め
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
公
民
館

長
様
他
皆
様
方
の
ご
協
力
の
も
と
実

施
す
る
事
が
出
来
ま
し
た
。
こ
の
場

を
お
借
り
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

　

子
供
料
理
教
室
は
以
前
実
施
し
て

い
た
時
は
隔
年
で
「
餅
つ
き
」
と

「
ケ
ー
キ
作
り
」
を
行
っ
て
お
り
ま

し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
外
出
を

控
え
る
事
の
多
か
っ
た
こ
こ
数
年
の

状
況
を
鑑
み
、ま
た
子
供
た
ち
に「
日

本
の
伝
統
行
事
」
を
知
っ
て
も
ら
い

た
い
と
の
思
い
よ
り
、本
年
度
は「
餅

つ
き
」
を
選
択
し
ま
し
た
。

　

ま
だ
コ
ロ
ナ
の
不
安
が
消
え
な
い

現
状
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
多
く
の

子
ど
も
達
、
保
護
者
の
方
々
に
参
加

し
て
い
た
だ
き
、
大
変
感
謝
し
て
お

り
ま
す
。

　

参
加
し
て
く
れ
た
子
ど
も
達
の
中

に
は
初
め
て
餅
つ
き
を
す
る
子
も
多

か
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
そ
も
そ

も
「
餅
」
が
ど
の
よ
う
に
出
来
る
の

か
知
ら
な
い
子
も
多
か
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
楽
し
く
年
中
行

事
を
実
施
し
て
、か
つ
知
識
も
得
て
、

と
て
も
良
い
時
間
が
過
ご
せ
た
の
で

は
と
自
負
し
て
お
り
ま
す
。

　

来
年
度
は
本
年
度
よ
り
さ
ら
に
多

く
の
行
事
が
開
催
で
き
る
事
を
願
っ

て
お
り
ま
す
。

  今日のメニュー
つきたてお餅のぜんざい
　大根ツナサラダ
　みかん
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　　　2 年　宇都　浩志朗
　おもちをはじめてつくって
たのしかった。ツナマヨサラ
ダがおいしかった。ぜんざい
をたべて、あまくて
　　おいしかった。

　　　3年　山中　詠太
　はじめておもちをついたけど、
はじめてついたわりには上手に
つけてうれしかったです。また、
　　ついてみたいです。

　　 4 年　中村　泰莉 　　　
　さいしょは「もちつきできる
かな。ふあんだな」と思ってい
たけど、ついたあとは「めっちゃ
たのしい！」と思いました。
　　　来年もしたいです。

　　　4年　宇都　瑠之助
　ぼくは、ひさしぶりにおも
ちつきをしました。ぼくは、
うまくはつけなかったですが、
みんなでつくったもちは、
　　おいしかったです。

令和 4年度 宮津市立小学校・中学校人権標語優秀作品

ごめんなさい　すぐにいえたら　かっこいい　　　　　　小学１年生
ちょっとずつ　ちがうからこそ　たのしいよ　　　　　　  小学２年生
「ありがとう」　これがぼくらの　合言葉　　　　　　  　小学３年生

　　　　　　３年　堤　優生
　今日１２月１８日　日曜日午前１０時
からもちつきをしました。
さいしょに A グループがついたもちを丸
めました。丸めるのはむずかしかったけ
れどがんばりました。　
今度はもちをつきました。剣道でがんばっ
たウデをもちつきではっきできました。
さい後は参加者全員で食べました。
　　自分でついたもちは
　　　　倍おいしかったです。

　　　　　５年　森　篤都
　もちつきは初めてじゃなかった
けど、あらためて大変なことがわ
かった。もちを作るには、たく、
つく、こねるなどのいろいろなこ
うていが必要なこともわかった。
　　そして大変で楽しかった。
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「
庚
申
講
（
こ
う
し
ん
こ
う
）」

　

由
良
の
各
地
区
に
残
さ
れ
て
い
る

庚
申
講
の
遺
跡
に
つ
い
て
宮
津
市
史

に
脇
地
区
と
上
石
浦
の
一
件
が
記
載

さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
他
地
区
に
も

存
在
す
る
。
ま
ず
庚
申
講
に
つ
い
て
、

平
成
二
十
七
年
度
に
日
本
の
鬼
の
博

物
館
春
期
特
別
展
で
得
た
資
料
か
ら

引
用
転
記
し
ま
す
。

　

日
本
で
は
庚
申
信
仰
は
中
国
の
道

教
で
説
く
三
巳
（
さ
ん
し
）
説
を
中

心
に
仏
教
・
神
道
・
修
験
道
な
ど
に

民
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
や
習
俗
が

集
合
し
て
独
自
の
展
開
を
し
ま
し
た
。

十
五
世
紀
の
後
半
に
は「
庚
申
縁
起
」

が
つ
く
ら
れ
、
こ
れ
が
庚
申
信
仰
の

よ
り
ど
こ
ろ
と
な
り
、
庚
申
講
が
組

織
さ
れ
、
庚
申
板
碑
が
造
立
さ
れ
始

め
ま
す
。（
中
略
）　

江
戸
時
代
に
な

る
と
、
各
地
で
庚
申
講
が
結
成
さ
れ
、

も
っ
と
も
一
般
的
な
講
集
団
と
な
り

ま
し
た
。
庚
申
講
は
村
落
の
全
戸
ま

た
は
最
寄
り
の
有
志
で
組
織
さ
れ
、

庚
申
の
日
に
宿
に
集
ま
り
、
庚
申
画

像
青
面
金
剛
な
ど
を
掲
げ
て
真
言
や

般
若
心
経
を
唱
え
て
祀
っ
た
後
、
共

同
飲
食
し
な
が
ら
夜
を
徹
し
て
談
笑

し
ま
し
た
。（
後
略
）　
「
世
界
大
百

科
事
典
」
よ
り
引
用
（
塩
見
行
雄
氏
）

　

日
本
で
は
平
安
時
代
後
期
に
貴
族

層
に
広
ま
り
、中
世
に
は
寺
院
、武
家
、

近
世
に
な
っ
て
庶
民
に
広
が
っ
た
そ

う
だ
。
奈
良
の
東
大
寺
に
は
平
安
後

期
の
作
と
い
う
木
造
青
面
金
剛
が
伝

わ
る
。

「
青
面
金
剛
に
つ
い
て
」

　
「
陀
羅
尼
集
経
（
だ
ら
に
じ
っ
き

よ
う
）
に
よ
る
と
、
一
身
四
手
、
左

辺
の
上
手
に
三
股
叉
（
さ
ん
こ
さ
）

を
握
り
、
下
手
は
棒
を
握
る
。
右
辺

の
上
手
は
掌
に
一
輪
を
托
し
、
下
手

は
絹
索
（
け
ん
さ
く
）
を
握
る
。
そ

の
身
は
青
色
に
し
て
大
張
口
、
狗
牙

は
上
出
す
。
眼
の
赤
い
こ
と
血
の
如

く
し
て
三
眼
あ
り
。
頂
に
髑
髏
（
ど

く
ろ
）
を
戴
き
、
頭
髪
は
竪
に
聳
え

て
火
焔
の
色
の
如
し
。
頂
に
大
蛇
を

ま
と
う
。
両
脚
腕
に
各
側
に
た
れ
る

一
竜
あ
り
。
頭
竜
は
相
向
か
う
。
其

の
像
の
腰
に
二
大
赤
蛇
を
ま
と
う
。

両
脚
腕
上
に
亦
、
大
赤
蛇
を
ま
と
う
。

に
ぎ
る
と
こ
ろ
の
棒
上
に
亦
大
赤
蛇

を
ま
と
う
。
虎
皮
を
股
に
た
ら
す
。

髑
髏
の
瓔
珞
（
よ
う
ら
く
）
像
の
両

脚
下
に
各
一
鬼
・
・
・
」

（
参
）
後
の
ペ
ー
ジ
に
図
解

「
庚
申
信
仰　

飯
田
道
夫
」

（
福
知
山
市
談
会　

大
槻　

伸
氏
）

以
上
（
福
智
山
地
方
の
庚
申
塔　

日

本
の
鬼
の
交
流
博
物
館
発
行
図
録
に

よ
る
）

「
由
良
に
於
け
る
庚
申
行
事
」

　

公
民
館
だ
よ
り
第
一
二
七
号
（
二

〇
〇
六
年
六
月
）
に
中
西
俊
夫
氏
が

分
か
り
や
す
く
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

貴
重
な
資
料
な
の
で
要
約
し
転
記
し

ま
す
と
、
道
教
の
十
干
と
い
っ
て
木
、

火
、
土
、
金
、
水
の
五
行
を
兄
（
え
）

弟
（
と
）
に
分
け
た
も
の
で
、
年
と

日
を
表
す
の
に
使
わ
れ
て
居
り
ま
す
。

「
申
・
き
の
え
」、「
乙
・
き
の
と
」

な
ど
十
干
。
子
・
丑
な
ど
の
十
二
支
。

こ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
は
全
部
で
六

十
組
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
日
ま
た

は
年
に
す
る
と
六
十
日
ま
た
は
六
十

年
と
な
っ
て
、
六
十
日
ま
た
年
毎
に

巡
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
六

十
の
組
み
合
わ
せ
の
内
「
庚
・
申　

か
の
え
さ
る
」の
組
日
を
、「
庚
申（
こ

う
し
ん
）
の
日
ま
た
は
「
庚
申
年
」

と
し
て
い
る
。

　

由
良
で
は
六
十
日
毎
に
巡
っ
て
く

る
日
に
は
お
講
が
開
か
れ
て
、
講
の

中
で
は
順
番
が
あ
っ
て
宿
に
な
っ
た

家
で
は
、
前
の
宿
か
ら
引
き
継
い
だ

庚
申
の
青
面
金
剛
の
軸
物
を
飾
る
。

講
中
の
皆
が
集
ま
り
か
け
る
と
灯
明

由
良
の
歴
史
を
さ
ぐ
る
会

加
　
藤
　
正
　
一

由
良
が
光
り
輝
い
て
い
た
時
代
（
20
）
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を
つ
け
線
香
を
立
て
て
拝
み
、
鉦
を

叩
き
な
が
ら
次
の
よ
う
な
勤
行
を
唱

え
ま
す
。

オ
コ
シ
ン
デ　

コ
ウ
シ
ン
デ　

マ
イ

タ
リ　

ソ
ワ
カ

と
庚
申
の
真
言
を
あ
げ
ま
す
。

　

次
い
で
年
長
の
者
が
南
無
青
面
金

剛
童
子
と
何
回
か
唱
え
て
そ
の
後
、

般
若
心
経
を
唱
え
て
勤
行
を
済
ま
せ

る
。
勤
行
を
済
ま
せ
た
後
は
飲
食
を

し
な
が
ら
そ
の
晩
は
眠
ら
ず
に
翌
日

の
夜
明
け
を
待
っ
た
。
け
れ
ど
も
夜

も
十
二
時
を
過
ぎ
る
と
お
い
お
い
に

解
散
と
い
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

夜
も
眠
ら
ず
夜
が
明
け
る
の
を
待
っ

た
と
い
う
こ
と
の
お
こ
り
は
、
体
の

中
に
三
巳
（
さ
ん
し
）
の
悪
い
虫
が

す
く
っ
て
い
て
、
庚
申
の
夜
に
人
が

眠
る
と
、
そ
の
人
が
眠
っ
て
い
る
内

に
体
か
ら
抜
け
出
て
天
に
の
ぼ
り

（
天
帝
に
）そ
の
人
の
悪
事
を
告
げ
て
、

そ
の
人
の
命
を
奪
う
と
信
じ
ら
れ
て

い
た
の
で
、
こ
の
夜
眠
ら
な
い
で
三

巳
が
体
か
ら
出
な
い
よ
う
に
し
た
と

い
う
の
が
庚
申
待
、
お
日
待
の
お
こ

り
。

（
庚
申
さ
ん
の
軸
写
真
二
枚
、
故
大

森
寅
一
氏
の
生
存
中
に
借
用
撮
影
）

と
あ
り
、
私
は
確
認
し
て
い
な
い
が
、

掛
け
軸
が
存
在
す
る
。

　

こ
れ
か
ら
も
由
良
地
区
に
庚
申
講

が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
行
事

が
由
良
全
体
で
同
じ
よ
う
に
行
わ
れ

た
か
不
明
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

各
地
区
に
庚
申
関
係
の
遺
物
が
存
在

す
る
。（
後
述
・
写
真
参
照
）

「
令
和
五
年
暦
」

　

令
和
五
年
暦
を
見
ら
れ
た
方
も
み

え
る
と
思
い
ま
す
が
、
ち
な
み
に
手

元
に
あ
る
如
意
寺
の
高
野
山
家
宝
暦

で
は
月
毎
の
干
支
の
覧
、
曹
洞
宗
宝

暦
、
高
島
暦
で
は
一
ペ
ー
ジ
の
庚
申

枠
を
見
る
と
月
ご
と
の
庚
申
日
が
わ

か
る
。（
写
真
参
照
）

宮
津
市
史
別
冊
に
表
題
庚
申
塔
と
し

て
脇
・
稲
荷
社
「
庚
申
供
養
塔
」　

石
浦「
青
面
天
」が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

上
石
浦
地
区

中
路
（
日
吉
）
神
社
境
内　

鳥
居
横

右
側
面
に
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）

　

台
座
正
面
「
講
中
」
庚
申
石
柱

下
部
に
「
青
面
天
」
刻
印

正
面
上
部
に
左
図
「
日
月
雲
？
」

神
社
の
社
内
に
青
面
天
寄
進
板
あ
り
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上
石
浦
に
も
う
一
か
所
庚
申
石
柱

　

墓
所
下
の
国
道
脇
・
林
の
中

　

明
治
十
年
十
一
月

脇
地
区　

庚
申
供
養
塔

岩
穴
稲
荷
神
社
境
内　

国
道
側

寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）、　　
　
　

上
部
に
日
月
を
刻　

石
柱

下
石
浦
地
区

住
吉
神
社
境
内　

参
道
横

青
面
金
剛
石
柱

浜
野
路
地
区　

松
原
寺
内
庚
申
堂

　

享
保
八
年
（
一
七
二
三
）

　
　

宮
津
市
寺
社
で
は
文
化
十
一
年

　
（
一
八
一
四
）
に
建
て
ら
れ
た

　
　

と
あ
る
。

お
堂
内
に
青
面
金
剛
像

小
形
な
が
ら
立
派
な
像

曹
洞
宗
宝
暦
に
於
い
て
は
令
和
五
年

三
月
三
日
に
庚
申
祭
が
行
わ
れ
る
。

　

松
原
寺
に
て
も
午
後
三
時
か
ら
庚

申
祭
が
行
わ
れ
る
。

宮
本
地
区　

如
意
寺

身
代
わ
り
地
蔵
堂
内　

青
面
金
剛
像

　

由
良
で
は
最
大
の
青
面
金
剛
像
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港
地
区

探
し
た
が
見
つ
か
ら
ず
地
区
内
の
方

に
お
聞
き
し
た
が
不
明
。
も
し
か
し

た
ら
浜
野
路
地
区
と
合
同
開
催
し
て

い
た
の
か
も
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
画
面

庚
申
の
行
事（
画
面
に
庚
申
講
文
字
）

供
養
法
会
の
後
、
皆
で
身
体
健
康
、

息
災
延
命
を
願
っ
て
の
大
数
珠
繰
り

如
意
寺
で
も
行
わ
れ
て
い
る
大
数
珠

回
し
（
大
師
講
数
珠
繰
り
令
和
五
年

四
月
二
十
一
日
）
も
庚
申
に
関
係
？

前
号
の
公
民
館
だ
よ
り

令
和
四
年
一
一
月　

第
一
七
六
号

で
、
米
屋
四
郎
左
衛
門
家
に
つ
い
て

述
べ
た
が
、
奉
納
し
た
燈
篭
を
書
き

落
と
し
た
の
で
追
加
し
と
き
た
い
。

栗
田
地
区
の
住
吉
神
社

奉
納
和
船
が
あ
り
現
宮
津
郷
土
資
料

館
で
展
示
。

鳥
居
前
の
一
対
の
燈
篭　

向
か
っ
て

左
を
奉
納
し
て
い
る
。

寛
政
三
年
？
（
一
七
九
一
）

※その他、邪鬼を踏むものや
　蛇が彫られたものもある。

福
知
山
市
の
庚
申
塔

青
面
金
剛
像
の
見
方

日
本
の
鬼
の
博
物
館
・
春
期
特
別
展
図
録

焔髪

光背

法輪

首飾り

ショケラ
 （人身）

猿（三猿）

宝剣

腕釧

三叉槍

矢

弓

月・日輪
雲が付くことがある

足釧

鶏

曹洞宗宝暦
令和５年
　　　庚申月

令和5年3月発行（17）第177号 由良公民館だより



先日、丹鉄を利用したときのことです。
団体旅行のお客さんが乗ってこられ、
四所駅に停車した時、添乗員さんに「こ
こって安寿と厨子王の伝説の地ですよ
ね？」と尋ねているのを見かけました。
すると添乗員さんは「あぁ、あの伝説
は全国各地にありますから」と返答さ
れ、横で聞いていた私はビックリ！こ
の人の案内で旅行して大丈夫？と心配
になりました。

（チコちゃんに叱られそう‥）

鉄道に乗って日本縦断の旅をしてみた
いです。
その日のうちに行けるところまで列車
に揺られ車窓からの風景を眺めながら、
地元の人とのふれあいや名物料理を味
わい温泉も楽しみたいです。
                                   （カシオペア）

“たびだち”と聞いて思い浮かぶのは
卒業式
私にとって卒業ソングは、今も昔も
柏原芳恵の「春なのに」です。
主人はEXILE の「道」やな、と言い、
息子はレミオロメンの「3月 9日」
かな、と言います。皆さんはどうで
しょう？
ちなみに、この会話の途中で息子に
「かしわばらよしえって何者？」と
ツッコまれました。
　　　（河合奈保子のファンでした）

私が１８歳で由良を離れた時、すご
い不安の中、京都行の急行列車に
乗った事を思い出します。
誰も知り合いもいない中、ご飯もろ
くに喉を通りませんでした。
あれから３０年近くたち、今でもつ
きあいのある友人達ができました。
全国に散らばった友人達といつか集
まれる日を楽しみにしています。
　　　　　　　　　　　（２０期生）
　　　　　　　　　　

私が中学生の頃、卒業する好
きな人から制服の第２ボタン
をもらうのが流行っていまし
た。可愛がってくれた部活の
先輩のボタンをもらおうと、
いそいそ近づくと、ボタンは
もうなくて驚きました。
「この人、そんなにモテたか？」
と心の中で失礼なことを考え
ながら「卒業おめでとうござい
ます」と、シレッと挨拶した
のを憶えています。
（そんな時代もあったのよ♡）

皆さまからの投稿 テーマ “たびだち” 
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子供達の高校卒業式。
わが子はまだ進学先も決まっ
ておらず、進学先によっては、
こちらも資金繰りが大変にな
るかも・・・・と不安がいっぱ
い。
でも、卒業生のちょっと大人
びた顔を見ているとうれしく
も思った。
今は社会に出てそれぞれの道
を歩んでいる。
いつまでも子供達の幸せを願
っていたい。
　　　　　　　　　（みかん）

使わなくなった物や、いらなくなった物が
いっぱいあります。大型ごみとして処分し
ようか。皆さまはどうしていますか？
「ただ捨てるのはもったいない」「何かに活
用できないか」と思い、捨てる前に一捻り。
①古い洋服が入っていた洋服ダンスを毛布
等の寝具入れに　②低テーブルの脚を付け
替えて高テーブルに　③古い帯をトイレロ
ールカバーに　④廃棄ネクタイ25本でテー
ブルセンタークロスに　など。
不要になった物も廃棄する前に、何かに活
用できないか、何かに使えないかを考えて、
アイデアがうかんだ時はうれしいものです。
本来の役目を終え、新たな役割をもって再
出発（たびだち）した物たちです。　
色々な活用方法を教えてください。
　　　　　　　　　　　　　　（ｍ・ｙより）

“強烈なたびだち”わたしの大学入
学の時のたびだちです。
いままで実家で１８年間好き放題
に暮らしていた生活が一変しまし
た。大学で寮生活の始まりです。
「あぁ花の応援団」だったでしょう
か。皆さん憶えておられますか。
そんな漫画があったことを。この
漫画をそのまま実際の生活にして
しまったような環境に飛び込んで
しまったのです。この寮生活を１
年間経験して苦労をしましたが、
今になってみるとその経験が役に
立っているところもあり、今の私
を支えていると思えてきます。
　　　　　（がまんしたなぁさん）

たびだちで思い出すのは、わが子が
大学に入る時です。
「もうすぐ　旅立ってしまうんだな」
「一人暮らし　大丈夫かな」　と感傷
に浸っていました。
月日は流れ、今は社会人になり奮闘
中。
ほどほどに頑張れ !!
　　　　　　　　　　　　　（ゴリ）
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〈
編
集
後
記
〉

　
厳
し
か
っ
た
冬
の
寒
さ
も
、
わ

ず
か
な
陽
射
し
を
見
た
だ
け
で
忘

れそ
う
に
な
り
ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
後
の
新
し
い
陽
光
が
、

暖
か
く
降
り
注
ぐ
日
が
来
る
の
を

今
か
今
か
と
待
ち
わ
び
て
い
ま
す
。

　
今
春
、
進
学
や
就
職
な
ど
で
由

良
を
旅
立
つ
方
が
お
ら
れ
る
と
思

い
ま
す
。
夢
や
希
望
に
向
け
て
力

強
く
歩
ん
で
ほ
し
い
と
心
か
ら
祈

る
と
共
に
、
外
の
世
界
で
身
に
つ

け
た
力
を
い
つ
の
日
か
由
良
へ
還

元
し
て
ほ
し
い
な
ぁ
と
も
願
っ
て

い
ま
す
。

　
新
年
度
は
明
る
い
ニ
ュ
ー
ス
が

た
く
さ
ん
聞
け
ま
す
よ
う
に
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
文
化
部
　
川
﨑

たびだちと聞くと、中学校１年生
の時の転校を思い出します。
その当時生まれて初めての転校で
したので、その当時の友人たちと
今生の別れのような気がしてポロ
ポロ泣いた思い出があります。た
びだちとは少しニュアンスが違い
ますが、数年後再び転校して、ま
た元の中学校帰ってきて友人たち
と再会出来ました。つまり、この
時「人間死別しない限り、いつか
また再会できる（やり直せる）」と
感じ、今に至ります。
これからたびだつ人たちに伝えた
い「いつでも人生やり直せる！い
つでも帰っておいでよ！」と。
　　　　                      （  Y.H　）

コロナ禍で人の集まることがむずかし
くなった３年間でした。
小さかった姪っ子が、３年の間に結婚、
出産し２人の子供の親になり、親元か
ら旅立ちました。
コロナも、もう３年。
来月からは一部をのぞきマスクなしで
も　と煖和発表もありました。
もう　コロナ生活からも旅立てるので
しょうか？

高校を卒業し由良を離れ、待ちに待
った新生活。
由良に戻ることは無いと思っていた
が、しっかり戻ってきました。
「たびだち」よりも「でもどり」。
やっぱり　由良が大好きです。
                                    （　T.N　）
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