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川
越
初
雁
会
総
会
開
催

総会で挨拶をする金子会長

総
会
次
第

令
和
五
年
度
は
コ
ロ
ナ
の
影
響
も
だ
い
ぶ

薄
ら
い
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
が
コ
ロ
ナ
前

の
時
と
同
じ
よ
う
に
行
え
る
よ
う
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。

総
会
、
役
員
会
、
散
策
会
、
ゴ
ル
フ
な
ど
、

多
く
の
人
と
歓
談
で
き
る
機
会
が
戻
っ
て
き

ま
し
た
。
賑
や
か
に
楽
し
く
川
越
初
雁
会
を

運
営
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

金
子
会
長
の
挨
拶
の
後
、
一

瀬
副
会
長
の
進
行
で
、
令
和
四

年
度
の
事
業
報
告
、
令
和
四
年

度
の
決
算
の
承
認
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

決
算
は
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
、

事
業
が
あ
ま
り
行
え
ま
せ
ん
で

し
た
の
で
、
例
年
よ
り
や
や
低

め
の
、
三
十
一
万
二
千
三
十
六

円
の
決
算
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

会
員
数
は
二
百
九
十
二
名
の
登

録
者
に
な
っ
て
い
ま
す
。

次
に
令
和
五
年
度
の
事
業
計

画
案
と
予
算
案
が
採
決
、
承
認

さ
れ
ま
し
た
。

総
会
の
後
引
き
続
き
、
松
尾

鉄
城
氏
（
川
高
十
八
回
）
現
女

子
栄
養
大
学
教
授
の
記
念
講
演

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
以
下
に
要

約
し
て
掲
載
い
た
し
ま
す
。

令
和
五
年
度
定
期
総
会 

記
念
講
演

川
越
・
入
間
地
区
の
文
人
・
画
人
展

「石
川
勝
利
コ
レ
ク
シ
ョン
よ
り
」
の
開
催
計
画
に
つ
い
て

松
尾
鉄
城 

氏
（
高
十
八
回
） 

石
川 

勝
利
さ
ん
に
つ
い
て

ま
ず
は
今
回
の
講
演
の
実
現

と
な
っ
た
経
緯
を
お
話
い
た
し

ま
す
。
川
高
十
二
回
卒
の
石
川

勝
利
さ
ん
と
い
う
方
が
お
ら
れ

ま
す
。

残
念
な
こ
と
に
一
昨
年
の
六

月
に
他
界
な
さ
っ
て
い
る
の
で

す
が
、
県
内
で
高
校
の
教
員
を

勤
め
て
い
る
か
た
わ
ら
、
赴
任

地
の
周
辺
の
古
民
家
や
骨
董
屋

を
訪
ね
歩
き
、
地
域
に
埋
も
れ

た
作
者
の
絵
画
や
書
を
収
集
し

て
お
り
ま
し
た
。

そ
の
数
、
約
千
点
、
こ
の
膨

大
な
「
石
川
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

を
ど
う
す
る
か
？
奥
様
の
尚
子

さ
ん
か
ら
相
談
を
受
け
ま
し
た
。

基
本
的
に
は
し
っ
か
り
と
保
存
・

公
開
し
て
い
た
だ
け
る
所
に
寄

贈
し
た
い
と
の
意
向
で
す
が
、

ま
ず
は
多
く
の
方
々
に
こ
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
存
在
を
知
っ
て

頂
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
、

県
内
各
地
で
展
示
会
を
し
よ
う

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ま
ず
は
石
川
先
生
の
地
元
、

東
松
山
で
六
月
に
、
小
川
町
で

九
月
に
展
示
会
を
開
き
ま
し
た
。

そ
し
て
来
る
十
一
月
二
十
三
日

か
ら
三
十
日
ま
で
、
川
越
周
辺

に
関
係
す
る
作
品
の
展
示
会
を

蓮
馨
寺
の
講
堂
で
行
う
こ
と
と

     松尾 鉄城講師

新
年
度
に
当
た
っ
て

令
和
五
年
度

令
和
五
年
九
月
十
六
日
（
土
）
第
十
三
回
川
越
初
雁
会
総
会
が
、

川
越
高
校
図
書
館
セ
ミ
ナ
ー
室
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

発
行
人

会 

長 

金
子
　
憲
二

事
務
局 

川
越
市
中
台
南

二
丁
目
十
三
の
十

題
字 

吉
沢
翠
亭（
義
和
）

印
刷 

（株）
櫻
井
印
刷
所

年
会
費
二
千
円
未
納
の
方
は
、

お
早
め
に
納
入
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

事
務
局
か
ら
の
お
願
い

第
二
十
三
回

　
　
　
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ

日
時　

令
和
五
年
十
月
六
日
（
木
）

場
所　

川
越
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ

参
加
者
三
十
二
名

初
夏
に
二
類
か
ら
五
類
に

引
き
下
げ
ら
れ
、
コ
ロ
ナ
の
心

配
も
少
し
収
ま
り
、
プ
レ
ー

後
の
表
彰
式
を
兼
ね
た
パ
ー

テ
ィ
ー
も
復
活
で
き
た
今
回
の

コ
ン
ペ
で
し
た
。

総
勢
三
十
二
名
の
参
加
を

い
た
だ
き
元
気
な
皆
さ
ん
の
笑

顔
と
歓
談
が
パ
ー
テ
ィ
ー
に
て

  

梶
田　

進
一
（
高
二
十
回
）

見
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
今
回
、

新
し
い
仲
間
も
加
わ
っ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
今
後
さ
ら
に
活

動
を
活
発
に
す
る
た
め
、
ゴ
ル

フ
部
と
し
て
は
四
十
名
の
参
加

を
目
標
に
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
成

績
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

優
勝　

粕
谷
孝
志
氏

　
　
　
　
（
高
十
九
回
）

準
優
勝　

岸
野
洋
氏

　
　
　
　
（
高
二
十
五
回
）

三
位　

磯
野
憲
一
氏

　
　
　
　
（
高
十
二
回
）

て
よ
う
や
く
観
音
下
橋
に
た
ど

り
つ
き
ま
す
。

こ
の
道
は
、
県
道
川
越
日
高

線
の
旧
道
で
す
。
古
い
地
図
に

は
、
吾
野
道
と
か
秩
父
道
と
か

書
か
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
街
道
は
、
現
在
の
仲
町

交
差
点
を
西
に
向
か
い
。
妙
養

寺
入
口
の
二
村
質
屋
さ
ん
を
南

に
曲
が
り
ま
す
。
そ
の
す
ぐ
南
、

昔
六
反
と
い
わ
れ
た
道
を
西
に

向
か
い
、
妙
昌
寺
の
前
の
堺
町

を
南
下
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
現

在
の
月
吉
陸
橋
の
す
ぐ

東
、
山
崎
米
穀
店
の
と

こ
ろ
の
信
号
で
日
高
県

道
を
渡
り
南
下
。
道
は

大
き
く
西
に
カ
ー
ブ
し

な
が
ら
坂
道
を
下
り
ま

す
。
そ
の
カ
ー
ブ
の
所

に
、「
三
光
町
公
民
館

兼
集
会
所
」
が
建
っ
て

い
ま
す
。
そ
こ
に
祀
ら

れ
て
い
る
の
が
富
士
見

山
馬
頭
観
世
音
。
観
世

音
菩
薩
の
変
化
身
の
一

つ
で
す
。
そ
こ
か
ら
さ

ら
に
、
東
上
線
の
踏
切

を
越
え
、
新
河
岸
川
ま
で
下
っ

て
い
き
ま
す
。
そ
こ
に
あ
る
の

が
観
音
下
橋
。

も
う
お
分
か
り
で
す
ね
、
橋

の
由
来
が
。
カ
ー
ブ
に
あ
っ
た

富
士
見
山
馬
頭
観
音
の
下
に
あ

る
か
ら
観
音
下
橋
。
昭
和
三
〇

年
代
半
ば
に
行
わ
れ
た
町
名
地

番
改
正
以
前
は
、
小
字
名
に
観

音
下
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
橋
に
つ
い
て
は
、
寄
り

道
を
し
な
け
れ
ば
次
回
に
ご
紹

介
し
ま
し
ょ
う
。

久しぶりのパーティー

藤
沢
周
平
読
書
サ
ロ
ン

平
成
三
十
年
に
圓
山
さ
ん

（
高
十
七
回
）
の
呼
び
か
け
文
、

『
川
越
初
雁
会
の
よ
し
み
で

呼
び
掛
け
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し

た｢

時
代
小
説
家
・
藤
澤
周
平

／
読
書
サ
ロ
ン｣

に
賛
同
し
て

い
た
だ
き
感
謝
し
て
い
ま
す
。

こ
の
場
が
、
心
置
き
な
く
時
を

過
ご
せ
る
サ
ロ
ン
社
交
の
場
に

な
っ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い

ま
す
。』

と
い
っ
た
主
旨
で
発
足
し
た

読
書
会
も
七
年
目
に
な
り
ま
し

た
。
昨
年
亡
く
な
ら
れ
た
長
島

さ
ん
の
好
意
で
、
幸
す
し
さ
ん

の
会
場
を
お
借
り
し
て
始
ま
り

ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
続
け

て
い
き
ま
す
の
で
興
味
の
あ
る

方
は
連
絡
く
だ
さ
い
。

幸すし読書会にて
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な
り
ま
し
た
。
た
だ
い
ま
十
一

月
に
向
け
て
準
備
を
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。
石
川
先
生
は
生

前
、
川
越
初
雁
会
と
の
接
点
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
金
子

会
長
に
川
越
初
雁
会
と
し
て
こ

の
展
示
会
の
後
援
を
お
願
い
し

た
所
、
二
つ
返
事
で
了
解
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
せ
っ
か
く
だ

か
ら
、
こ
の
件
の
こ
と
を
総
会

で
話
し
て
み
た
ら
、
と
の
ご
提

案
で
、
今
日
こ
こ
に
立
っ
て
い

る
と
い
う
次
第
で
す
。

ま
ず
石
川
先
生
と
は
ど
う
い

う
人
物
で
あ
っ
た
の
か
、
彼
の

生
き
方
と
は
、
を
も
う
少
し
詳

し
く
お
伝
え
し
ま
す
。
石
川
先

生
は
昭
和
十
七
年
東
松
山
市
唐

子
に
生
ま
れ
ま
し
て
、
唐
子
小
、

唐
子
中
、
川
越
高
校
業
後
、
東

京
教
育
大
を
経
て
、
坂
戸
に
あ

る
東
京
教
育
大
付
属
坂
戸
高
校

に
数
学
の
教
員
と
し
て
奉
職
さ

れ
ま
す
。

以
後
平
成
十
四
年
に
定
年
退

職
す
る
ま
で
、
七
つ
の
県
立
高

校
で
教
鞭
を
執
り
ま
し
た
。
平

成
八
年
に
熊
谷
高
校
の
教
頭
時

代
、
息
子
さ
ん
が
北
海
道
大
雪

山
に
て
遭
難
死
す
る
と
い
う
大

き
な
出
来
事
に
遭
遇
し
ま
す
。

ご
子
息
の
遺
体
は
四
月
の
雪

解
け
後
に
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

四
十
九
日
の
法
要
の
際
、
墓
碑

の
揮
毫
を
師
と
仰
ぐ
金
子
兜
太

先
生
に
お
願
い
し
、
そ
の
字
は

「
大
悲
」。
こ
の
意
味
は
広
く
衆

生
の
苦
し
み
を
救
う
仏
の
大
き

な
慈
悲
を
表
し
、
ま
た
観
世
音

菩
薩
を
表
す
言
葉
だ
そ
う
で
す
。

熊
高
教
頭
時
代
に
一
度
、
集

め
た
作
品
の
展
示
会
を
な
さ
っ

た
そ
う
で
す
。
そ
の
際
に
展
示

会
に
向
け
た
石
川
先
生
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
こ
れ
で
す
。

要
約
す
る
と
、「
こ
ち
ら
の

展
示
物
は
、
私
達
の
住
む
埼
玉

県
内
に
て
、
幕
末
か
ら
明
治
大

正
昭
和
期
の
も
の
で
、
作
者
も

医
者
、
僧
侶
、
農
民
、
実
業
家
、

市
井
の
教
師
な
ど
職
業
も
さ
ま

ざ
ま
で
す
。
そ
の
時
代
は
今
よ

り
も
情
報
量
が
圧
倒
的
に
少
な

く
、
交
通
も
不
便
で
あ
っ
た
時

代
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
よ
り

も
は
る
か
に
『
郷
土
文
化
』
が

栄
え
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
作
品
は
け
っ
し
て

最
高
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
郷
土
で
生
き
、
郷
土
で
活

躍
し
た
先
人
た
ち
を
見
直
し
、

残
さ
れ
た
文
化
を
大
切
に
す
る

一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。
私

の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
る
者

と
し
て
は
、
常
に
こ
れ
を
意
識

し
て
い
た
い
と
思
っ
た
次
第
で

す
。」石

川
先
生
は
退
職
後
は
、
引

き
続
き
作
品
の
収
集
活
動
を
続

け
な
が
ら
、
地
域
の
獅
子
舞
の

保
存
や
、
伝
承
組
織
の
運
営
、

畑
仕
事
に
勤
し
ん
で
い
た
と
の

こ
と
で
す
。
戦
後
間
も
な
い
と

き
に
制
定
さ
れ
た
教
育
基
本
法

が
、
平
成
十
八
年
に
全
面
的
に

改
定
さ
れ
ま
し
た
。そ
れ
が
ま
っ

た
く
、
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
残
念

で
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
中
で
「
伝
統
と
文
化
を

尊
重
し
、
そ
れ
ら
を
は
ぐ
く
ん

で
き
た
我
が
国
と
郷
土
を
愛
す

る
と
と
も
に
、・
・
・
」
と
郷
土

の
二
文
字
が
入
り
ま
し
た
。
ま

た
同
年
公
布
さ
れ
た
学
校
教
育

法
も
同
様
に
「
郷
土
を
愛
す
る
」

と
い
う
文
言
が
登
場
し
ま
し
た
。

柔
道
や
剣
道
が
必
修
と
な
り
、

雅
楽
も
音
楽
の
授
業
に
取
り
入

れ
ら
れ
ま
し
た
。
日
本
固
有
の

文
化
に
な
じ
む
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
学
者
で
あ

る
フ
ェ
ー
ベ
ル
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
ま
す
。「
歴
史
学
者
は

任
務
遂
行
に
は
確
か
に
文
献
を

活
用
し
ま
す
。
が
そ
れ
だ
け
で

な
い
。
詩
、
絵
画
、
戯
曲
も
我
々

に
と
っ
て
は
記
憶
で
あ
り
、
生

き
た
歴
史
の
潜
在
的
な
思
想
と

行
動
で
満
ち
満
ち
た
証
拠
で
す
」

英
国
の
哲
学
者
で
あ
る
バ
ー

ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
は
「
歴

史
学
は
、
専
門
的
な
歴
史
家
で

な
い
人
た
ち
に
訴
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
、
こ
の
機
能
を
果

た
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
語
っ

て
い
ま
す
。

江
野 

楳
雪
に
つ
い
て

江
野
楳
雪
は
東
松
山
出
身
の

画
家
で 

天
保
年
間
よ
り
川
越
に

住
み
、
寺
社
の
奉
納
絵
な
ど
を

描
き
ま
し
た
。
彼
の
作
品
は
川

越
や
、
八
王
子
か
ら
群
馬
県
に

か
け
て
、
寺
院
や
旧
家
に
多
数

残
さ
れ
て
い
ま
す
。

有
名
な
作
品
と
し
て
は
「
川

越
氷
川
祭
礼
絵
巻
」
や
「
石
原

の
さ
さ
ら
獅
子
舞
図
」
が
あ
り

ま
す
。
こ
ち
ら
の
絵
は
川
越
祭

礼
絵
巻
の
一
部
で
す
が
、
こ
れ

は
彼
が
十
五
才
の
と
き
の
作
品

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
本
当
か

な
？
と
思
い
ま
す
が
、
今
の
子

ど
も
た
ち
を
み
て
も
漫
画
や
絵

が
上
手
い
子
は
た
く
さ
ん
い
る

石川 勝利先生

今回展示された勝田蕉琴の龍図

の
で
、
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は

な
さ
そ
う
で
す
。

そ
ろ
そ
ろ
川
越
ま
つ
り
の
季

節
が
や
っ
て
き
ま
す
が
、
現
在

の
巡
行
祭
は
江
戸
時
代
と
全
く

同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
当
時
は
こ
の
よ
う
に
行

わ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
の
が

よ
く
わ
か
り
ま
す
。
殿
様
を
は

じ
め
武
士
た
ち
と
町
衆
総
出
で

仮
装
し
て
街
を
練
歩
い
て
盛
り

上
げ
て
い
た
様
子
が
よ
く
描
か

れ
て
い
ま
す
。

形
を
変
え
て
は
い
ま
す
が
、

今
と
昔
は
基
本
的
に
は
同
じ
と

い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
子

ど
も
た
ち
や
女
性
も
参
加
し
て

い
て
、
名
前
ま
で
記
載
し
て
あ

り
ま
す
。
楳
雪
は
い
ち
い
ち
調

べ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
疑
問
は

つ
き
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
、
絵
の
中
に
全
身
黒

の
人
た
ち
が
描
か
れ
て
い
ま
す

が
、
江
戸
時
代
の
人
た
ち
は
黒

人
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
ま
た
こ
こ
に
は
唐

船
の
引
物
や
、
大
陸
風
の
服
装

で
仮
装
し
て
い
る
人
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。

こ
れ
を
み
る
と
、
当
時
民
間

レ
ベ
ル
で
の
国
際
的
な
文
化
の

交
流
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
黒
ン
ぼ
二
人
」
の
表
記
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
差
別
用
語
で

は
な
く
、
新
し
い
も
の
を
取
り

入
れ
よ
う
と
い
う
作
者
の
あ
ら

わ
れ
と
見
る
べ
き
と
思
い
ま
す
。

こ
の
絵
が
現
代
人
に
訴
え
る
も

の
と
は
、何
な
の
で
し
ょ
う
か
？

先
程
紹
介
し
た
英
国
人
の
碩

学
の
言
葉
の
と
お
り
、
一
般
教

養
人
の
心
に
刺
さ
ら
な
け
れ
ば

歴
史
家
と
し
て
意
味
が
な
い
。

楳
雪
が
訴
え
た
か
っ
た
も
の
は
、

多
文
化
共
生
社
会
の
構
築
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。国
籍
や
民
族
の
異
な
る
人
々

が
、
互
い
の
文
化
的
違
い
を
認

め
合
い
、
尊
重
し
合
い
、
助
け

合
い
な
が
ら
、
共
に
生
き
て
い

く
社
会
の
構
築
を
願
っ
て
い
た

の
で
は
と
感
じ
て
い
ま
す
。

西
川　

錬
造
に
つ
い
て

十
一
月
の
蓮
馨
寺
で
行
わ
れ

る
展
示
会
期
間
中
に
は
、
日
替

わ
り
で
講
演
が
行
わ
れ
ま
す
。

三
日
目
の
十
一
月
二
十
五
日
に

は
二
十
回
卒
西
川
利
雄
さ
ん
の

講
演
が
あ
り
ま
す
。
仙
波
東
照

宮
の
氏
子
総
代
で
あ
り
、 

川
越

初
雁
会
の
会
員
で
も
あ
り
ま
す
。

彼
に
自
分
の
先
祖
で
あ
る
「
西

川
錬
造
」
に
つ
い
て
話
を
し
て

頂
く
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

彼
は
郷
土
部
出
身
で
す
が
、
今

一
生
懸
命
に
準
備
を
し
て
い
ま

す
。
今
日
は
西
川
練
造
を
簡
単

に
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。

西
川
錬
造
は
川
越
出
身
の
勤

王
の
志
士
で
、
昌
平
学
の
佐
藤

一
斉
よ
り
儒
学
を
学
び
、
水
戸

の
藤
田
東
湖
に
も
師
事
し
、
尊

皇
攘
夷
思
想
に
傾
斜
、
維
新
と

い
う
こ
と
ば
を
最
初
に
使
っ
た

人
と
し
て
知
ら
れ
る
清
川
八
郎

が
結
成
し
た
「
虎
尾
の
会
」
に

参
加
し
ま
す
。
過
激
な
攘
夷
活

動
に
対
し
て
、
幕
府
よ
り
練
造

を
含
む
会
の
同
志
八
名
に
捕
縛

命
令
が
出
ま
し
て
、
狭
山
奥
富

の
広
福
寺
付
近
に
潜
伏
し
て
い

た
と
こ
ろ
を
捕
縛
さ
れ
て
し
ま

い
ま
す
。
そ
の
後
獄
中
死
い
た

し
ま
し
た
。
練
造
は
今
、
喜
多

院
に
葬
ら
れ
て
い
ま
す
。

榎
本 

武
揚
と
川
越
に
つ
い
て

最
後
に
、
榎
本
武
揚
と
川
越

と
の
関
係
に
つ
い
て
お
話
し
ま

す
。
榎
本
武
揚
は
、
幕
末
の
幕

臣
で
、
安
政
三
年
に
長
崎
海
軍

伝
習
所
に
入
り
、
勝
海
舟
の
教

え
を
受
け
ま
す
。
二
十
六
才
時

に
オ
ラ
ン
ダ
へ
留
学
、
幕
府
の

海
軍
副
総
裁
と
な
り
ま
す
。

慶
応
四
年
、
江
戸
城
無
血
開

城
の
直
前
に
八
隻
の
軍
艦
と
と

も
に
江
戸
を
脱
出
、
箱
館
へ
向

か
い
五
稜
郭
を
新
た
な
徳
川
家

の
本
拠
と
し
て
新
政
府
軍
に
対

抗
し
ま
す
が
、
函
館
戦
争
に
敗

れ
、
降
伏
し
ま
し
た
。

新
政
府
軍
の
将
、
薩
摩
の
黒

田
清
隆
は
、
榎
本
を
自
刃
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま

し
た
。
彼
の
持
っ
て
い
る
蝦
夷

及
び
ロ
シ
ア
の
情
報
を
新
政
府

に
活
か
す
べ
き
と
。
木
戸
孝
允

ら
長
州
勢
は
厳
罰
に
処
し
と
の

意
見
で
あ
り
ま
し
た
が
、
黒
田

や
福
沢
諭
吉
は
榎
本
の
才
能
を

評
価
し
て
、
助
命
を
主
張
し
た

結
果
投
獄
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
本
人
も
丸
坊
主
に
な

り
ま
し
た
。
釈
放
後
は
す
ぐ
に

明
治
政
府
に
任
官
と
い
う
わ
け

に
も
い
か
ず
、
姻
戚
関
係
に
あ

る
川
越
笠
幡
の
発
智
家
に
二
ヶ

月
の
間
謹
慎
し
た
そ
う
で
す
。

勝
海
舟
が
明
治
六
年
に
川
越

の
氷
川
神
社
を
訪
ね
た
と
の
記

録
が
あ
り
ま
す
が
、
何
を
し
に

来
た
の
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
小
川
に
紙
を
買
い
に

来
た
つ
い
で
な
の
と
も
言
わ
れ

ま
し
た
。
お
そ
ら
く
笠
幡
の
発

智
家
に
謹
慎
中
の
榎
本
を
訪
ね

て
き
た
の
だ
ろ
う
、
そ
し
て
新

政
府
の
海
軍
を
率
い
て
く
れ
と

要
請
し
た
の
だ
と
想
像
し
ま
す
。

こ
れ
は
あ
く
ま
で
私
の
意
見
で

あ
り
、
別
の
解
釈
が
あ
っ
た
ら
、

ぜ
ひ
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

講演中の会場
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な
り
ま
し
た
。
た
だ
い
ま
十
一

月
に
向
け
て
準
備
を
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。
石
川
先
生
は
生

前
、
川
越
初
雁
会
と
の
接
点
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
金
子

会
長
に
川
越
初
雁
会
と
し
て
こ

の
展
示
会
の
後
援
を
お
願
い
し

た
所
、
二
つ
返
事
で
了
解
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
せ
っ
か
く
だ

か
ら
、
こ
の
件
の
こ
と
を
総
会

で
話
し
て
み
た
ら
、
と
の
ご
提

案
で
、
今
日
こ
こ
に
立
っ
て
い

る
と
い
う
次
第
で
す
。

ま
ず
石
川
先
生
と
は
ど
う
い

う
人
物
で
あ
っ
た
の
か
、
彼
の

生
き
方
と
は
、
を
も
う
少
し
詳

し
く
お
伝
え
し
ま
す
。
石
川
先

生
は
昭
和
十
七
年
東
松
山
市
唐

子
に
生
ま
れ
ま
し
て
、
唐
子
小
、

唐
子
中
、
川
越
高
校
業
後
、
東

京
教
育
大
を
経
て
、
坂
戸
に
あ

る
東
京
教
育
大
付
属
坂
戸
高
校

に
数
学
の
教
員
と
し
て
奉
職
さ

れ
ま
す
。

以
後
平
成
十
四
年
に
定
年
退

職
す
る
ま
で
、
七
つ
の
県
立
高

校
で
教
鞭
を
執
り
ま
し
た
。
平

成
八
年
に
熊
谷
高
校
の
教
頭
時

代
、
息
子
さ
ん
が
北
海
道
大
雪

山
に
て
遭
難
死
す
る
と
い
う
大

き
な
出
来
事
に
遭
遇
し
ま
す
。

ご
子
息
の
遺
体
は
四
月
の
雪

解
け
後
に
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

四
十
九
日
の
法
要
の
際
、
墓
碑

の
揮
毫
を
師
と
仰
ぐ
金
子
兜
太

先
生
に
お
願
い
し
、
そ
の
字
は

「
大
悲
」。
こ
の
意
味
は
広
く
衆

生
の
苦
し
み
を
救
う
仏
の
大
き

な
慈
悲
を
表
し
、
ま
た
観
世
音

菩
薩
を
表
す
言
葉
だ
そ
う
で
す
。

熊
高
教
頭
時
代
に
一
度
、
集

め
た
作
品
の
展
示
会
を
な
さ
っ

た
そ
う
で
す
。
そ
の
際
に
展
示

会
に
向
け
た
石
川
先
生
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
こ
れ
で
す
。

要
約
す
る
と
、「
こ
ち
ら
の

展
示
物
は
、
私
達
の
住
む
埼
玉

県
内
に
て
、
幕
末
か
ら
明
治
大

正
昭
和
期
の
も
の
で
、
作
者
も

医
者
、
僧
侶
、
農
民
、
実
業
家
、

市
井
の
教
師
な
ど
職
業
も
さ
ま

ざ
ま
で
す
。
そ
の
時
代
は
今
よ

り
も
情
報
量
が
圧
倒
的
に
少
な

く
、
交
通
も
不
便
で
あ
っ
た
時

代
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
よ
り

も
は
る
か
に
『
郷
土
文
化
』
が

栄
え
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
作
品
は
け
っ
し
て

最
高
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
郷
土
で
生
き
、
郷
土
で
活

躍
し
た
先
人
た
ち
を
見
直
し
、

残
さ
れ
た
文
化
を
大
切
に
す
る

一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。
私

の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
る
者

と
し
て
は
、
常
に
こ
れ
を
意
識

し
て
い
た
い
と
思
っ
た
次
第
で

す
。」石

川
先
生
は
退
職
後
は
、
引

き
続
き
作
品
の
収
集
活
動
を
続

け
な
が
ら
、
地
域
の
獅
子
舞
の

保
存
や
、
伝
承
組
織
の
運
営
、

畑
仕
事
に
勤
し
ん
で
い
た
と
の

こ
と
で
す
。
戦
後
間
も
な
い
と

き
に
制
定
さ
れ
た
教
育
基
本
法

が
、
平
成
十
八
年
に
全
面
的
に

改
定
さ
れ
ま
し
た
。そ
れ
が
ま
っ

た
く
、
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
残
念

で
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
中
で
「
伝
統
と
文
化
を

尊
重
し
、
そ
れ
ら
を
は
ぐ
く
ん

で
き
た
我
が
国
と
郷
土
を
愛
す

る
と
と
も
に
、・
・
・
」
と
郷
土

の
二
文
字
が
入
り
ま
し
た
。
ま

た
同
年
公
布
さ
れ
た
学
校
教
育

法
も
同
様
に
「
郷
土
を
愛
す
る
」

と
い
う
文
言
が
登
場
し
ま
し
た
。

柔
道
や
剣
道
が
必
修
と
な
り
、

雅
楽
も
音
楽
の
授
業
に
取
り
入

れ
ら
れ
ま
し
た
。
日
本
固
有
の

文
化
に
な
じ
む
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
学
者
で
あ

る
フ
ェ
ー
ベ
ル
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
ま
す
。「
歴
史
学
者
は

任
務
遂
行
に
は
確
か
に
文
献
を

活
用
し
ま
す
。
が
そ
れ
だ
け
で

な
い
。
詩
、
絵
画
、
戯
曲
も
我
々

に
と
っ
て
は
記
憶
で
あ
り
、
生

き
た
歴
史
の
潜
在
的
な
思
想
と

行
動
で
満
ち
満
ち
た
証
拠
で
す
」

英
国
の
哲
学
者
で
あ
る
バ
ー

ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
は
「
歴

史
学
は
、
専
門
的
な
歴
史
家
で

な
い
人
た
ち
に
訴
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
、
こ
の
機
能
を
果

た
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
語
っ

て
い
ま
す
。

江
野 

楳
雪
に
つ
い
て

江
野
楳
雪
は
東
松
山
出
身
の

画
家
で 

天
保
年
間
よ
り
川
越
に

住
み
、
寺
社
の
奉
納
絵
な
ど
を

描
き
ま
し
た
。
彼
の
作
品
は
川

越
や
、
八
王
子
か
ら
群
馬
県
に

か
け
て
、
寺
院
や
旧
家
に
多
数

残
さ
れ
て
い
ま
す
。

有
名
な
作
品
と
し
て
は
「
川

越
氷
川
祭
礼
絵
巻
」
や
「
石
原

の
さ
さ
ら
獅
子
舞
図
」
が
あ
り

ま
す
。
こ
ち
ら
の
絵
は
川
越
祭

礼
絵
巻
の
一
部
で
す
が
、
こ
れ

は
彼
が
十
五
才
の
と
き
の
作
品

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
本
当
か

な
？
と
思
い
ま
す
が
、
今
の
子

ど
も
た
ち
を
み
て
も
漫
画
や
絵

が
上
手
い
子
は
た
く
さ
ん
い
る

石川 勝利先生

今回展示された勝田蕉琴の龍図

の
で
、
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は

な
さ
そ
う
で
す
。

そ
ろ
そ
ろ
川
越
ま
つ
り
の
季

節
が
や
っ
て
き
ま
す
が
、
現
在

の
巡
行
祭
は
江
戸
時
代
と
全
く

同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
当
時
は
こ
の
よ
う
に
行

わ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
の
が

よ
く
わ
か
り
ま
す
。
殿
様
を
は

じ
め
武
士
た
ち
と
町
衆
総
出
で

仮
装
し
て
街
を
練
歩
い
て
盛
り

上
げ
て
い
た
様
子
が
よ
く
描
か

れ
て
い
ま
す
。

形
を
変
え
て
は
い
ま
す
が
、

今
と
昔
は
基
本
的
に
は
同
じ
と

い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
子

ど
も
た
ち
や
女
性
も
参
加
し
て

い
て
、
名
前
ま
で
記
載
し
て
あ

り
ま
す
。
楳
雪
は
い
ち
い
ち
調

べ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
疑
問
は

つ
き
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
、
絵
の
中
に
全
身
黒

の
人
た
ち
が
描
か
れ
て
い
ま
す

が
、
江
戸
時
代
の
人
た
ち
は
黒

人
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
ま
た
こ
こ
に
は
唐

船
の
引
物
や
、
大
陸
風
の
服
装

で
仮
装
し
て
い
る
人
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。

こ
れ
を
み
る
と
、
当
時
民
間

レ
ベ
ル
で
の
国
際
的
な
文
化
の

交
流
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
黒
ン
ぼ
二
人
」
の
表
記
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
差
別
用
語
で

は
な
く
、
新
し
い
も
の
を
取
り

入
れ
よ
う
と
い
う
作
者
の
あ
ら

わ
れ
と
見
る
べ
き
と
思
い
ま
す
。

こ
の
絵
が
現
代
人
に
訴
え
る
も

の
と
は
、何
な
の
で
し
ょ
う
か
？

先
程
紹
介
し
た
英
国
人
の
碩

学
の
言
葉
の
と
お
り
、
一
般
教

養
人
の
心
に
刺
さ
ら
な
け
れ
ば

歴
史
家
と
し
て
意
味
が
な
い
。

楳
雪
が
訴
え
た
か
っ
た
も
の
は
、

多
文
化
共
生
社
会
の
構
築
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。国
籍
や
民
族
の
異
な
る
人
々

が
、
互
い
の
文
化
的
違
い
を
認

め
合
い
、
尊
重
し
合
い
、
助
け

合
い
な
が
ら
、
共
に
生
き
て
い

く
社
会
の
構
築
を
願
っ
て
い
た

の
で
は
と
感
じ
て
い
ま
す
。

西
川　

錬
造
に
つ
い
て

十
一
月
の
蓮
馨
寺
で
行
わ
れ

る
展
示
会
期
間
中
に
は
、
日
替

わ
り
で
講
演
が
行
わ
れ
ま
す
。

三
日
目
の
十
一
月
二
十
五
日
に

は
二
十
回
卒
西
川
利
雄
さ
ん
の

講
演
が
あ
り
ま
す
。
仙
波
東
照

宮
の
氏
子
総
代
で
あ
り
、 

川
越

初
雁
会
の
会
員
で
も
あ
り
ま
す
。

彼
に
自
分
の
先
祖
で
あ
る
「
西

川
錬
造
」
に
つ
い
て
話
を
し
て

頂
く
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

彼
は
郷
土
部
出
身
で
す
が
、
今

一
生
懸
命
に
準
備
を
し
て
い
ま

す
。
今
日
は
西
川
練
造
を
簡
単

に
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。

西
川
錬
造
は
川
越
出
身
の
勤

王
の
志
士
で
、
昌
平
学
の
佐
藤

一
斉
よ
り
儒
学
を
学
び
、
水
戸

の
藤
田
東
湖
に
も
師
事
し
、
尊

皇
攘
夷
思
想
に
傾
斜
、
維
新
と

い
う
こ
と
ば
を
最
初
に
使
っ
た

人
と
し
て
知
ら
れ
る
清
川
八
郎

が
結
成
し
た
「
虎
尾
の
会
」
に

参
加
し
ま
す
。
過
激
な
攘
夷
活

動
に
対
し
て
、
幕
府
よ
り
練
造

を
含
む
会
の
同
志
八
名
に
捕
縛

命
令
が
出
ま
し
て
、
狭
山
奥
富

の
広
福
寺
付
近
に
潜
伏
し
て
い

た
と
こ
ろ
を
捕
縛
さ
れ
て
し
ま

い
ま
す
。
そ
の
後
獄
中
死
い
た

し
ま
し
た
。
練
造
は
今
、
喜
多

院
に
葬
ら
れ
て
い
ま
す
。

榎
本 

武
揚
と
川
越
に
つ
い
て

最
後
に
、
榎
本
武
揚
と
川
越

と
の
関
係
に
つ
い
て
お
話
し
ま

す
。
榎
本
武
揚
は
、
幕
末
の
幕

臣
で
、
安
政
三
年
に
長
崎
海
軍

伝
習
所
に
入
り
、
勝
海
舟
の
教

え
を
受
け
ま
す
。
二
十
六
才
時

に
オ
ラ
ン
ダ
へ
留
学
、
幕
府
の

海
軍
副
総
裁
と
な
り
ま
す
。

慶
応
四
年
、
江
戸
城
無
血
開

城
の
直
前
に
八
隻
の
軍
艦
と
と

も
に
江
戸
を
脱
出
、
箱
館
へ
向

か
い
五
稜
郭
を
新
た
な
徳
川
家

の
本
拠
と
し
て
新
政
府
軍
に
対

抗
し
ま
す
が
、
函
館
戦
争
に
敗

れ
、
降
伏
し
ま
し
た
。

新
政
府
軍
の
将
、
薩
摩
の
黒

田
清
隆
は
、
榎
本
を
自
刃
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま

し
た
。
彼
の
持
っ
て
い
る
蝦
夷

及
び
ロ
シ
ア
の
情
報
を
新
政
府

に
活
か
す
べ
き
と
。
木
戸
孝
允

ら
長
州
勢
は
厳
罰
に
処
し
と
の

意
見
で
あ
り
ま
し
た
が
、
黒
田

や
福
沢
諭
吉
は
榎
本
の
才
能
を

評
価
し
て
、
助
命
を
主
張
し
た

結
果
投
獄
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
本
人
も
丸
坊
主
に
な

り
ま
し
た
。
釈
放
後
は
す
ぐ
に

明
治
政
府
に
任
官
と
い
う
わ
け

に
も
い
か
ず
、
姻
戚
関
係
に
あ

る
川
越
笠
幡
の
発
智
家
に
二
ヶ

月
の
間
謹
慎
し
た
そ
う
で
す
。

勝
海
舟
が
明
治
六
年
に
川
越

の
氷
川
神
社
を
訪
ね
た
と
の
記

録
が
あ
り
ま
す
が
、
何
を
し
に

来
た
の
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
小
川
に
紙
を
買
い
に

来
た
つ
い
で
な
の
と
も
言
わ
れ

ま
し
た
。
お
そ
ら
く
笠
幡
の
発

智
家
に
謹
慎
中
の
榎
本
を
訪
ね

て
き
た
の
だ
ろ
う
、
そ
し
て
新

政
府
の
海
軍
を
率
い
て
く
れ
と

要
請
し
た
の
だ
と
想
像
し
ま
す
。

こ
れ
は
あ
く
ま
で
私
の
意
見
で

あ
り
、
別
の
解
釈
が
あ
っ
た
ら
、

ぜ
ひ
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

講演中の会場
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秋

の

散

策

会

秋

の

散

策

会    
      

原　

宗
康
（
高
四
十
一
回 

）

寛
永
寺
、
東
照
宮
界
隈
散
策

日
中
は
晩
秋
と
は
思
え
な
い

ほ
ど
の
記
録
的
な
高
温
が
続
く

こ
の
頃
、
今
年
の
秋
の
散
策
会

は
東
京
上
野
界
隈
を
歩
き
ま
し

た
。十

一
月
十
九
日
、
二
〇
名
の

参
加
者
一
行
は
、
鶯
谷
駅
か
ら

寛
永
寺
に
向
か
い
ま
す
。
こ
の

辺
り
は
国
立
博
物
館
の
裏
手
に

位
置
し
、
駅
か
ら
離
れ
る
と
寺

院
、
墓
地
が
並
び
、
観
光
客
の

姿
も
な
く
非
常
に
静
か
な
エ
リ

ア
で
す
。

程
な
く
寛
永
寺
に
到
着
し
た

一
行
は
、
記
念
撮
影
の
後
、
本

殿
を
拝
観
し
ま
し
た
。
根
本
中

堂
と
称
す
る
こ
の
本
殿
は
、
幕

末
の
上
野
戦
争
の
際
消
失
、
そ

の
後
明
治
十
二
年
に
川
越
喜
多

院
の
本
地
堂
（
三
代
将
軍
家
光

が
建
立
）
を
移
築
さ
れ
た
も
の

で
す
。
そ
う
し
た
ご
縁
が
あ
り
、

今
回
拝
観
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

松
尾
鉄
城
さ
ん
（
高
十
八
）
に

助
力
い
た
だ
き
、
喜
多
院
塩
入

住
職
に
特
段
の
お
取
り
計
ら
い

の
も
と
、
寛
永
寺
に
十
九
あ
る

子
院
の
一
つ
で
あ
る
、
東
漸
院

の
住
職
・
築
土
仁
海
様
に
境
内

を
案
内
頂
け
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

ま
ず
参
加
者
全
員
で
般
若
心

境
を
読
経
し
、
ご
焼
香
を
し
た

後
、
築
土
住
職
か
ら
寛
永
寺
の

歴
史
を
紹
介
頂
き
ま
し
た
。
天

海
僧
正
に
よ
る
創
建
、
創
建
時

の
年
号
で
あ
る
「
寛
永
」
の
名

付
け
を
朝
廷
よ
り
許
可
さ
れ
た

こ
と
、
東
叡
山
と
呼
ば
れ
た
所

以
、
徳
川
家
の
菩
提
寺
と
な
る

い
き
さ
つ
、
も
う
一
つ
の
菩
提

寺
で
あ
る
増
上
寺
と
の
関
係
な

ど
、
非
常
に
興
味
深
い
お
話
を

伺
う
こ
と
が
で
き
、
改
め
て
川

越
と
の
つ
な
が
り
を
強
く
感
じ

ま
し
た
。
ま
た
、
普
段
見
る
こ

と
の
で
き
な
い
薬
師
如
来
像
や

四
天
王
像
な
ど
歴
史
的
価
値
の

高
い
仏
像
を
直
接
拝
見
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
普
段
立
ち
入
る

こ
と
の
で
き
な
い
ご
霊
廟
に
場

所
を
移
し
、
五
代
将
軍
綱
吉

公
、
八
代
将
軍
吉
宗
公
、
十
三

代
将
軍
定
家
公
、
そ
し
て
そ
の

正
室
で
あ
る
篤
姫
が
埋
葬
さ
れ

る
い
き
さ
つ
や
、
そ
れ
ら
宝
塔

等
に
つ
い
て
も
ご
説
明
い
た
だ

き
ま
し
た
。
こ
の
場
所
は
都
心

と
は
思
え
な
い
ほ
ど
の
静
寂
に

包
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
ご
霊
廟

の
前
に
は
徳
川
家
の
御
位
牌
所

が
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
先
の

大
戦
で
多
く
が
消
失
し
、
一
部

の
門
が
現
存
し
て
い
る
の
み
と

な
っ
て
い
ま
す
。
空
襲
時
に
は
、

寺
に
残
っ
て
い
た
女
性
た
ち
や

若
い
修
業
僧
た
ち
が
協
力
し
て

中
の
も
の
を
避
難
さ
せ
た
そ
う

で
す
。
当
時
の
住
職
は
体
を
壊

し
て
お
り
従
軍
で
き
ず
に
寺
に

い
た
そ
う
で
す
が
、
こ
の
時
の

様
子
を
「
花
火
の
よ
う
に
き
れ

い
に
燃
え
た
」
と
証
言
し
て
い

ま
す
。
お
そ
ら
く
建
物
の
彩
色

に
使
わ
れ
た
顔
料
が
花
火
の
成

分
と
同
じ
よ
う
な
も
の
に
起
因

し
て
い
る
の
で
は
、
と
伝
わ
っ

て
い
る
そ
う
で
す
。

ご
住
職
の
熱
の
こ
も
っ
た
詳

細
な
ご
説
明
に
、
あ
っ
と
い
う

間
に
時
間
が
過
ぎ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
一
行
は
寛
永
寺
を
後
に

し
て
、
公
園
内
の
上
野
東
照
宮

を
目
指
し
ま
す
。
当
日
上
野
公

園
は
好
天
と
い
う
事
も
あ
り
、

大
変
な
賑
わ
い
で
し
た
。

上
野
東
照
宮
に
着
い
て
み
る

と
、
多
く
の
外
国
人
観
光
客
が

参
拝
し
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ

れ
ま
す
。
そ
の
多
く
が
金
色
に

輝
く
社
殿
を
動
画
に
収
め
て
い

る
様
子
で
し
た
。
我
々
一
行
は

時
間
の
都
合
上
、
外
か
ら
の
参

拝
の
み
と
な
っ
て
し
ま
い
、
国

指
定
重
要
文
化
財
で
あ
る
金
色

殿
は
見
学
す
る
余
裕
が
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
金
色

に
輝
く
社
殿
は
見
学
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
金
色
に
輝
く
銀

杏
木
と
幕
末
の
志
士
で
あ
る
西

郷
隆
盛
像
の
前
で
集
合
写
真
を

撮
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

最
後
に
懇
親
会
場
に
場
所
を

移
し
、
非
常
に
内
容
の
濃
か
っ

た
今
回
の
散
策
会
を
振
り
返
り

な
が
ら
、
参
加
者
同
士
懇
親
を

深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

今
回
の
散
策
会
で
は
普
段
、

通
常
で
は
得
ら
れ
な
い
貴
重
な

機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の

も
、
川
越
初
雁
会
な
ら
で
は
と

言
え
ま
す
。

上野公園西郷像の前で

（
高
二
十
七
回
）

雁
の
記

荒
牧 

澄
多

新
河
岸
川
川
下
り
再
開

八
幡
橋
（
や
わ
た
は
し
）
を

渡
っ
て
い
る
途
中
で
、
二
度
ほ

ど
寄
り
道
を
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
再
び
新
河
岸
川
を
下
り
ま

し
ょ
う
。

八
幡
橋
の
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

下
流
に
、
Ｊ
Ｒ
川
越
線
の
橋
梁

が
あ
り
ま
す
。
野
田
町
一
丁
目

と
上
野
田
町
、
田
町
の
三
つ
の

町
が
接
す
る
交
点
で
す
。
橋
梁

名
を
Ｊ
Ｒ
東
日
本
に
問
い
合
わ

せ
た
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら

回
答
は
い
た
だ
け
ま
せ
ん
で
し

た
。こ

の
橋
に
近
づ
く
に
は
、
八

幡
橋
か
ら
ワ
イ
ヤ
ー
ネ
ッ
ト
で

く
る
ま
れ
た
石
堤
の
上
を
歩
い

て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

皆
さ
ん
に
は
、
あ
ま
り
お
勧
め

で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
取
材
し

た
の
は
八
月
だ
っ
た
た
め
、
草

の
丈
が
・
・
・
。

こ
の
橋
は
、
鉄
道
橋
で
は

珍
し
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
橋

で
す
。
長
さ
が
十
一
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
と
い
う
短
い
橋
だ
か
ら
で

し
ょ
う
か
。
上
流
側
に
は
、
手

摺
や
電
気
の
配
管
が
あ
り
ま
す

が
、
下
流
側
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

橋
台
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

り
で
、
中
央
に
ア
ー
チ
を
設
け

て
い
ま
す
。
こ
の
程
度
の
大
き

さ
な
ら
わ
ざ
わ
ざ
ア
ー
チ
を
設

け
ず
に
、
全
部
コ
ン
ク
リ
ー
ト

で
埋
め
て
し
ま
っ
た
方
が
手
間

が
か
か
ら
ず
良
さ
そ
う
な
も
の

を
、
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
設
計
に
携
わ
っ
た
技
術
者

の
意
地
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら

く
、
私
み
た
い
な
も
の
好
き
以

外
、
だ
れ
も
見
る
こ
と
の
な
い

デ
ザ
イ
ン
で
す
。

さ
ら
に
、
橋
台
と
土
手
の
間

に
も
小
さ
な
橋
を
か
け
て
い
ま

す
。
こ
ち
ら
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト

製
。
本
体
の
の
っ
ぺ
り
と
し
た

外
観
と
比
べ
、
束
状
の
リ
ブ
が

見
ら
れ
る
な
ど
、
デ
ザ
イ
ン
が

そ
の
二

な
さ
れ
て
い
ま

す
。橋

台
の
コ
ン
ク

リ
ー
ト
は
、
橋
の

影
に
な
っ
て
い
る

部
分
が
き
れ
い
な

ま
ま
で
す
。
後
年

に
作
ら
れ
た
も
の

で
し
ょ
う
か
。
詳

し
い
こ
と
は
分
か

り
ま
せ
ん
。

な
お
、
川
越

線
は
昭
和
十
五
年

（
一
九
四
〇
）
に

東
京
を
迂
回
し
、

中
央
線
と
東
北
線

を
結
ぶ
路
線
と
し

て
、
主
に
軍
事
的
観
点
か
ら
建

設
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
八
五
年

に
電
化
さ
れ
、
埼
京
線
と
の
直

通
運
転
が
開
始
さ
れ
今
に
至
り

ま
す
。

さ
ら
に
川
を
下
り
た
い
の
で

す
が
川
越
線
に
阻
ま
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
川
沿
い
の
道
も
な

い
の
で
大
き
く
迂
回
し
、
田
ん

ぼ
を
通
り
抜
け
下
流
の
土
手
に

出
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し

観音下橋から JR を望む

川

越
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日
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岸
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秋

の

散

策

会

秋

の

散

策

会    
      

原　

宗
康
（
高
四
十
一
回 

）

寛
永
寺
、
東
照
宮
界
隈
散
策

日
中
は
晩
秋
と
は
思
え
な
い

ほ
ど
の
記
録
的
な
高
温
が
続
く

こ
の
頃
、
今
年
の
秋
の
散
策
会

は
東
京
上
野
界
隈
を
歩
き
ま
し

た
。十

一
月
十
九
日
、
二
〇
名
の

参
加
者
一
行
は
、
鶯
谷
駅
か
ら

寛
永
寺
に
向
か
い
ま
す
。
こ
の

辺
り
は
国
立
博
物
館
の
裏
手
に

位
置
し
、
駅
か
ら
離
れ
る
と
寺

院
、
墓
地
が
並
び
、
観
光
客
の

姿
も
な
く
非
常
に
静
か
な
エ
リ

ア
で
す
。

程
な
く
寛
永
寺
に
到
着
し
た

一
行
は
、
記
念
撮
影
の
後
、
本

殿
を
拝
観
し
ま
し
た
。
根
本
中

堂
と
称
す
る
こ
の
本
殿
は
、
幕

末
の
上
野
戦
争
の
際
消
失
、
そ

の
後
明
治
十
二
年
に
川
越
喜
多

院
の
本
地
堂
（
三
代
将
軍
家
光

が
建
立
）
を
移
築
さ
れ
た
も
の

で
す
。
そ
う
し
た
ご
縁
が
あ
り
、

今
回
拝
観
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

松
尾
鉄
城
さ
ん
（
高
十
八
）
に

助
力
い
た
だ
き
、
喜
多
院
塩
入

住
職
に
特
段
の
お
取
り
計
ら
い

の
も
と
、
寛
永
寺
に
十
九
あ
る

子
院
の
一
つ
で
あ
る
、
東
漸
院

の
住
職
・
築
土
仁
海
様
に
境
内

を
案
内
頂
け
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

ま
ず
参
加
者
全
員
で
般
若
心

境
を
読
経
し
、
ご
焼
香
を
し
た

後
、
築
土
住
職
か
ら
寛
永
寺
の

歴
史
を
紹
介
頂
き
ま
し
た
。
天

海
僧
正
に
よ
る
創
建
、
創
建
時

の
年
号
で
あ
る
「
寛
永
」
の
名

付
け
を
朝
廷
よ
り
許
可
さ
れ
た

こ
と
、
東
叡
山
と
呼
ば
れ
た
所

以
、
徳
川
家
の
菩
提
寺
と
な
る

い
き
さ
つ
、
も
う
一
つ
の
菩
提

寺
で
あ
る
増
上
寺
と
の
関
係
な

ど
、
非
常
に
興
味
深
い
お
話
を

伺
う
こ
と
が
で
き
、
改
め
て
川

越
と
の
つ
な
が
り
を
強
く
感
じ

ま
し
た
。
ま
た
、
普
段
見
る
こ

と
の
で
き
な
い
薬
師
如
来
像
や

四
天
王
像
な
ど
歴
史
的
価
値
の

高
い
仏
像
を
直
接
拝
見
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
普
段
立
ち
入
る

こ
と
の
で
き
な
い
ご
霊
廟
に
場

所
を
移
し
、
五
代
将
軍
綱
吉

公
、
八
代
将
軍
吉
宗
公
、
十
三

代
将
軍
定
家
公
、
そ
し
て
そ
の

正
室
で
あ
る
篤
姫
が
埋
葬
さ
れ

る
い
き
さ
つ
や
、
そ
れ
ら
宝
塔

等
に
つ
い
て
も
ご
説
明
い
た
だ

き
ま
し
た
。
こ
の
場
所
は
都
心

と
は
思
え
な
い
ほ
ど
の
静
寂
に

包
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
ご
霊
廟

の
前
に
は
徳
川
家
の
御
位
牌
所

が
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
先
の

大
戦
で
多
く
が
消
失
し
、
一
部

の
門
が
現
存
し
て
い
る
の
み
と

な
っ
て
い
ま
す
。
空
襲
時
に
は
、

寺
に
残
っ
て
い
た
女
性
た
ち
や

若
い
修
業
僧
た
ち
が
協
力
し
て

中
の
も
の
を
避
難
さ
せ
た
そ
う

で
す
。
当
時
の
住
職
は
体
を
壊

し
て
お
り
従
軍
で
き
ず
に
寺
に

い
た
そ
う
で
す
が
、
こ
の
時
の

様
子
を
「
花
火
の
よ
う
に
き
れ

い
に
燃
え
た
」
と
証
言
し
て
い

ま
す
。
お
そ
ら
く
建
物
の
彩
色

に
使
わ
れ
た
顔
料
が
花
火
の
成

分
と
同
じ
よ
う
な
も
の
に
起
因

し
て
い
る
の
で
は
、
と
伝
わ
っ

て
い
る
そ
う
で
す
。

ご
住
職
の
熱
の
こ
も
っ
た
詳

細
な
ご
説
明
に
、
あ
っ
と
い
う

間
に
時
間
が
過
ぎ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
一
行
は
寛
永
寺
を
後
に

し
て
、
公
園
内
の
上
野
東
照
宮

を
目
指
し
ま
す
。
当
日
上
野
公

園
は
好
天
と
い
う
事
も
あ
り
、

大
変
な
賑
わ
い
で
し
た
。

上
野
東
照
宮
に
着
い
て
み
る

と
、
多
く
の
外
国
人
観
光
客
が

参
拝
し
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ

れ
ま
す
。
そ
の
多
く
が
金
色
に

輝
く
社
殿
を
動
画
に
収
め
て
い

る
様
子
で
し
た
。
我
々
一
行
は

時
間
の
都
合
上
、
外
か
ら
の
参

拝
の
み
と
な
っ
て
し
ま
い
、
国

指
定
重
要
文
化
財
で
あ
る
金
色

殿
は
見
学
す
る
余
裕
が
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
金
色

に
輝
く
社
殿
は
見
学
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
金
色
に
輝
く
銀

杏
木
と
幕
末
の
志
士
で
あ
る
西

郷
隆
盛
像
の
前
で
集
合
写
真
を

撮
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

最
後
に
懇
親
会
場
に
場
所
を

移
し
、
非
常
に
内
容
の
濃
か
っ

た
今
回
の
散
策
会
を
振
り
返
り

な
が
ら
、
参
加
者
同
士
懇
親
を

深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

今
回
の
散
策
会
で
は
普
段
、

通
常
で
は
得
ら
れ
な
い
貴
重
な

機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の

も
、
川
越
初
雁
会
な
ら
で
は
と

言
え
ま
す
。

上野公園西郷像の前で

（
高
二
十
七
回
）

雁
の
記

荒
牧 

澄
多

新
河
岸
川
川
下
り
再
開

八
幡
橋
（
や
わ
た
は
し
）
を

渡
っ
て
い
る
途
中
で
、
二
度
ほ

ど
寄
り
道
を
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
再
び
新
河
岸
川
を
下
り
ま

し
ょ
う
。

八
幡
橋
の
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

下
流
に
、
Ｊ
Ｒ
川
越
線
の
橋
梁

が
あ
り
ま
す
。
野
田
町
一
丁
目

と
上
野
田
町
、
田
町
の
三
つ
の

町
が
接
す
る
交
点
で
す
。
橋
梁

名
を
Ｊ
Ｒ
東
日
本
に
問
い
合
わ

せ
た
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら

回
答
は
い
た
だ
け
ま
せ
ん
で
し

た
。こ

の
橋
に
近
づ
く
に
は
、
八

幡
橋
か
ら
ワ
イ
ヤ
ー
ネ
ッ
ト
で

く
る
ま
れ
た
石
堤
の
上
を
歩
い

て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

皆
さ
ん
に
は
、
あ
ま
り
お
勧
め

で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
取
材
し

た
の
は
八
月
だ
っ
た
た
め
、
草

の
丈
が
・
・
・
。

こ
の
橋
は
、
鉄
道
橋
で
は

珍
し
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
橋

で
す
。
長
さ
が
十
一
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
と
い
う
短
い
橋
だ
か
ら
で

し
ょ
う
か
。
上
流
側
に
は
、
手

摺
や
電
気
の
配
管
が
あ
り
ま
す

が
、
下
流
側
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

橋
台
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

り
で
、
中
央
に
ア
ー
チ
を
設
け

て
い
ま
す
。
こ
の
程
度
の
大
き

さ
な
ら
わ
ざ
わ
ざ
ア
ー
チ
を
設

け
ず
に
、
全
部
コ
ン
ク
リ
ー
ト

で
埋
め
て
し
ま
っ
た
方
が
手
間

が
か
か
ら
ず
良
さ
そ
う
な
も
の

を
、
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
設
計
に
携
わ
っ
た
技
術
者

の
意
地
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら

く
、
私
み
た
い
な
も
の
好
き
以

外
、
だ
れ
も
見
る
こ
と
の
な
い

デ
ザ
イ
ン
で
す
。

さ
ら
に
、
橋
台
と
土
手
の
間

に
も
小
さ
な
橋
を
か
け
て
い
ま

す
。
こ
ち
ら
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト

製
。
本
体
の
の
っ
ぺ
り
と
し
た

外
観
と
比
べ
、
束
状
の
リ
ブ
が

見
ら
れ
る
な
ど
、
デ
ザ
イ
ン
が

そ
の
二

な
さ
れ
て
い
ま

す
。橋

台
の
コ
ン
ク

リ
ー
ト
は
、
橋
の

影
に
な
っ
て
い
る

部
分
が
き
れ
い
な

ま
ま
で
す
。
後
年

に
作
ら
れ
た
も
の

で
し
ょ
う
か
。
詳

し
い
こ
と
は
分
か

り
ま
せ
ん
。

な
お
、
川
越

線
は
昭
和
十
五
年

（
一
九
四
〇
）
に

東
京
を
迂
回
し
、

中
央
線
と
東
北
線

を
結
ぶ
路
線
と
し

て
、
主
に
軍
事
的
観
点
か
ら
建

設
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
八
五
年

に
電
化
さ
れ
、
埼
京
線
と
の
直

通
運
転
が
開
始
さ
れ
今
に
至
り

ま
す
。

さ
ら
に
川
を
下
り
た
い
の
で

す
が
川
越
線
に
阻
ま
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
川
沿
い
の
道
も
な

い
の
で
大
き
く
迂
回
し
、
田
ん

ぼ
を
通
り
抜
け
下
流
の
土
手
に

出
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し

観音下橋から JR を望む

川

越

散

策

日

記今回の探訪の古地図

新
河
岸
川
を
探
る 
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川
越
初
雁
会
総
会
開
催

総会で挨拶をする金子会長

総
会
次
第

令
和
五
年
度
は
コ
ロ
ナ
の
影
響
も
だ
い
ぶ

薄
ら
い
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
が
コ
ロ
ナ
前

の
時
と
同
じ
よ
う
に
行
え
る
よ
う
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。

総
会
、
役
員
会
、
散
策
会
、
ゴ
ル
フ
な
ど
、

多
く
の
人
と
歓
談
で
き
る
機
会
が
戻
っ
て
き

ま
し
た
。
賑
や
か
に
楽
し
く
川
越
初
雁
会
を

運
営
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

金
子
会
長
の
挨
拶
の
後
、
一

瀬
副
会
長
の
進
行
で
、
令
和
四

年
度
の
事
業
報
告
、
令
和
四
年

度
の
決
算
の
承
認
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

決
算
は
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
、

事
業
が
あ
ま
り
行
え
ま
せ
ん
で

し
た
の
で
、
例
年
よ
り
や
や
低

め
の
、
三
十
一
万
二
千
三
十
六

円
の
決
算
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

会
員
数
は
二
百
九
十
二
名
の
登

録
者
に
な
っ
て
い
ま
す
。

次
に
令
和
五
年
度
の
事
業
計

画
案
と
予
算
案
が
採
決
、
承
認

さ
れ
ま
し
た
。

総
会
の
後
引
き
続
き
、
松
尾

鉄
城
氏
（
川
高
十
八
回
）
現
女

子
栄
養
大
学
教
授
の
記
念
講
演

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
以
下
に
要

約
し
て
掲
載
い
た
し
ま
す
。

令
和
五
年
度
定
期
総
会 
記
念
講
演

川
越
・
入
間
地
区
の
文
人
・
画
人
展

「石
川
勝
利
コ
レ
ク
シ
ョン
よ
り
」
の
開
催
計
画
に
つ
い
て

松
尾
鉄
城 

氏
（
高
十
八
回
） 

石
川 

勝
利
さ
ん
に
つ
い
て

ま
ず
は
今
回
の
講
演
の
実
現

と
な
っ
た
経
緯
を
お
話
い
た
し

ま
す
。
川
高
十
二
回
卒
の
石
川

勝
利
さ
ん
と
い
う
方
が
お
ら
れ

ま
す
。

残
念
な
こ
と
に
一
昨
年
の
六

月
に
他
界
な
さ
っ
て
い
る
の
で

す
が
、
県
内
で
高
校
の
教
員
を

勤
め
て
い
る
か
た
わ
ら
、
赴
任

地
の
周
辺
の
古
民
家
や
骨
董
屋

を
訪
ね
歩
き
、
地
域
に
埋
も
れ

た
作
者
の
絵
画
や
書
を
収
集
し

て
お
り
ま
し
た
。

そ
の
数
、
約
千
点
、
こ
の
膨

大
な
「
石
川
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

を
ど
う
す
る
か
？
奥
様
の
尚
子

さ
ん
か
ら
相
談
を
受
け
ま
し
た
。

基
本
的
に
は
し
っ
か
り
と
保
存
・

公
開
し
て
い
た
だ
け
る
所
に
寄

贈
し
た
い
と
の
意
向
で
す
が
、

ま
ず
は
多
く
の
方
々
に
こ
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
存
在
を
知
っ
て

頂
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
、

県
内
各
地
で
展
示
会
を
し
よ
う

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ま
ず
は
石
川
先
生
の
地
元
、

東
松
山
で
六
月
に
、
小
川
町
で

九
月
に
展
示
会
を
開
き
ま
し
た
。

そ
し
て
来
る
十
一
月
二
十
三
日

か
ら
三
十
日
ま
で
、
川
越
周
辺

に
関
係
す
る
作
品
の
展
示
会
を

蓮
馨
寺
の
講
堂
で
行
う
こ
と
と

     松尾 鉄城講師

新
年
度
に
当
た
っ
て

令
和
五
年
度

令
和
五
年
九
月
十
六
日
（
土
）
第
十
三
回
川
越
初
雁
会
総
会
が
、

川
越
高
校
図
書
館
セ
ミ
ナ
ー
室
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

発
行
人

会 

長 

金
子
　
憲
二

事
務
局 

川
越
市
中
台
南

二
丁
目
十
三
の
十

題
字 

吉
沢
翠
亭（
義
和
）

印
刷 

（株）
櫻
井
印
刷
所

年
会
費
二
千
円
未
納
の
方
は
、

お
早
め
に
納
入
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

事
務
局
か
ら
の
お
願
い

第
二
十
三
回

　
　
　
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ

日
時　

令
和
五
年
十
月
六
日
（
木
）

場
所　

川
越
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ

参
加
者
三
十
二
名

初
夏
に
二
類
か
ら
五
類
に

引
き
下
げ
ら
れ
、
コ
ロ
ナ
の
心

配
も
少
し
収
ま
り
、
プ
レ
ー

後
の
表
彰
式
を
兼
ね
た
パ
ー

テ
ィ
ー
も
復
活
で
き
た
今
回
の

コ
ン
ペ
で
し
た
。

総
勢
三
十
二
名
の
参
加
を

い
た
だ
き
元
気
な
皆
さ
ん
の
笑

顔
と
歓
談
が
パ
ー
テ
ィ
ー
に
て

  

梶
田　

進
一
（
高
二
十
回
）

見
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
今
回
、

新
し
い
仲
間
も
加
わ
っ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
今
後
さ
ら
に
活

動
を
活
発
に
す
る
た
め
、
ゴ
ル

フ
部
と
し
て
は
四
十
名
の
参
加

を
目
標
に
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
成

績
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

優
勝　

粕
谷
孝
志
氏

　
　
　
　
（
高
十
九
回
）

準
優
勝　

岸
野
洋
氏

　
　
　
　
（
高
二
十
五
回
）

三
位　

磯
野
憲
一
氏

　
　
　
　
（
高
十
二
回
）

て
よ
う
や
く
観
音
下
橋
に
た
ど

り
つ
き
ま
す
。

こ
の
道
は
、
県
道
川
越
日
高

線
の
旧
道
で
す
。
古
い
地
図
に

は
、
吾
野
道
と
か
秩
父
道
と
か

書
か
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
街
道
は
、
現
在
の
仲
町

交
差
点
を
西
に
向
か
い
。
妙
養

寺
入
口
の
二
村
質
屋
さ
ん
を
南

に
曲
が
り
ま
す
。
そ
の
す
ぐ
南
、

昔
六
反
と
い
わ
れ
た
道
を
西
に

向
か
い
、
妙
昌
寺
の
前
の
堺
町

を
南
下
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
現

在
の
月
吉
陸
橋
の
す
ぐ

東
、
山
崎
米
穀
店
の
と

こ
ろ
の
信
号
で
日
高
県

道
を
渡
り
南
下
。
道
は

大
き
く
西
に
カ
ー
ブ
し

な
が
ら
坂
道
を
下
り
ま

す
。
そ
の
カ
ー
ブ
の
所

に
、「
三
光
町
公
民
館

兼
集
会
所
」
が
建
っ
て

い
ま
す
。
そ
こ
に
祀
ら

れ
て
い
る
の
が
富
士
見

山
馬
頭
観
世
音
。
観
世

音
菩
薩
の
変
化
身
の
一

つ
で
す
。
そ
こ
か
ら
さ

ら
に
、
東
上
線
の
踏
切

を
越
え
、
新
河
岸
川
ま
で
下
っ

て
い
き
ま
す
。
そ
こ
に
あ
る
の

が
観
音
下
橋
。

も
う
お
分
か
り
で
す
ね
、
橋

の
由
来
が
。
カ
ー
ブ
に
あ
っ
た

富
士
見
山
馬
頭
観
音
の
下
に
あ

る
か
ら
観
音
下
橋
。
昭
和
三
〇

年
代
半
ば
に
行
わ
れ
た
町
名
地

番
改
正
以
前
は
、
小
字
名
に
観

音
下
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
橋
に
つ
い
て
は
、
寄
り

道
を
し
な
け
れ
ば
次
回
に
ご
紹

介
し
ま
し
ょ
う
。

久しぶりのパーティー

藤
沢
周
平
読
書
サ
ロ
ン

平
成
三
十
年
に
圓
山
さ
ん

（
高
十
七
回
）
の
呼
び
か
け
文
、

『
川
越
初
雁
会
の
よ
し
み
で

呼
び
掛
け
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し

た｢

時
代
小
説
家
・
藤
澤
周
平

／
読
書
サ
ロ
ン｣

に
賛
同
し
て

い
た
だ
き
感
謝
し
て
い
ま
す
。

こ
の
場
が
、
心
置
き
な
く
時
を

過
ご
せ
る
サ
ロ
ン
社
交
の
場
に

な
っ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い

ま
す
。』

と
い
っ
た
主
旨
で
発
足
し
た

読
書
会
も
七
年
目
に
な
り
ま
し

た
。
昨
年
亡
く
な
ら
れ
た
長
島

さ
ん
の
好
意
で
、
幸
す
し
さ
ん

の
会
場
を
お
借
り
し
て
始
ま
り

ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
続
け

て
い
き
ま
す
の
で
興
味
の
あ
る

方
は
連
絡
く
だ
さ
い
。

幸すし読書会にて
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