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昭和43年12月20日発行国東（第198号）（1）

第198号

　
　
　
場

日
　
郡

患
所
杵
役

月
　
　
観

劇
行
縣
村

脚斜

美々津地域
●副ll膚剛瞭

大
規
模
国
営
開
拓

パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
に

国
営
開
拓
パ

イ
ロ
ッ
ト
事
業

と
は
、
戦
後
の

食
糧
増
産
、
引
揚
者
を
至
心
と

す
る
人
口
の
収
容
を
目
的
と
レ

た
開
拓
事
業
と
は
違
い
、
今
後

」
の
農
政
は
農
業
構
造
改
善
に
重

点
が
お
か
れ
、
開
拓
事
業
も
そ

の
方
針
に
即
し
て
既
存
農
家
の

経
営
規
模
を
拡
大
し
自
立
経
営

の
確
立
を
は
か
る
意
昧
に
お
い

て
開
拓
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
の
実

施
要
綱
が
制
定
せ
ら
れ
馬
大
規

榛
事
業
地
区
（
五
〇
〇
ヘ
ク
タ

」
ル
以
上
）
を
国
営
で
う
申
規

模
事
業
地
区
（
六
〇
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
上
）
を
県
営
で
、
小
規
模

事
業
地
区
（
一
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

以
上
）
を
団
体
営
で
農
地
造
成

す
る
制
度
を
と
り
、
今
後
の
農

業
構
造
の
改
善
と
自
立
経
営
農

家
の
育
成
を
は
か
る
と
共
に
既

耕
地
に
求
め
る
こ
と
が
極
め
て

困
難
な
大
規
模
の
農
業
経
営
を

創
出
す
る
構
想
で
そ
の
事
業
の

内
容
及
び
基
本
方
針
は
次
の
と

お
り
と
な
っ
て
い
ま
ず
。

e
土
地
改
良
法
に
基
づ
く
開
田

　
開
畑
の
農
地
造
成
事
業
。

口
農
地
造
成
事
業
は
造
成
面
積

　
　
（
開
こ
ん
予
定
面
積
）
の
大

　
小
お
よ
び
道
路
か
ん
が
い
施

　
上
等
の
有
無
に
従
い
国
営
、

　
県
営
又
は
団
体
営
事
業
に
区

　
分
さ
れ
、
唄
地
区
の
事
業
は

　
基
幹
工
事
よ
り
開
こ
ん
作

　
業
、
土
じ
よ
う
改
良
に
至
る

　
ま
で
一
事
業
主
体
が
「
貫
し

　
て
施
行
さ
れ
る
。

⇔
受
益
者
と
な
る
も
の
は
原
則

　
と
し
て
地
元
増
反
に
よ
り
経

　
営
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
既

　
存
農
家
で
あ
る
こ
と
。

四
主
事
作
目
は
果
樹
、
養
蚕
、

　
畜
産
等
そ
の
地
域
の
特
性
に

　
応
じ
た
生
産
牲
の
行
い
も
の

　
で
あ
る
こ
と
，

つ
い
て
お
知
ら
せ

㈲
開
こ
ん
に
必
要
な
用
地
は
相

　
対
売
買
が
原
則
と
な
っ
て
お

　
り
、
土
地
が
不
足
す
る
希
望

　
者
等
に
つ
い
て
は
共
有
地
、

　
村
有
地
、
国
有
地
の
払
下
げ

　
を
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
機
関
へ

　
の
申
請
手
続
き
を
な
し
農
地

　
の
取
得
を
す
る
こ
と
。
そ
の

　
手
続
き
等
に
つ
い
て
は
村
、

　
地
区
推
進
協
議
会
、
部
落
推

　
進
員
等
に
お
い
て
地
価
の
上

　
昇
等
を
考
慮
し
積
極
的
な
協

　
力
を
な
す
。

　
こ
の
農
地
造
成
事
業
の
た
め

の
補
助
率
は
国
営
事
業
で
国
庫

補
助
が
七
割
五
分
、
県
費
補
助

が
一
割
二
分
五
厘
と
な
り
農
家

で
負
担
す
る
の
は
造
成
事
業
に

要
し
た
経
費
の
「
割
二
分
五
厘

と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
更
に

農
家
負
担
分
に
つ
い
て
は
八
割

の
農
林
漁
業
資
金
が
借
入
が
出

来
、
事
業
完
了
後
三
年
据
置
十

二
年
償
還
利
率
五
分
の
均
等
償

還
が
出
来
る
よ
う
な
仕
組
み
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
本
村
と
し
て
は
寺
迫
を
中
心

と
す
る
日
向
市
、
都
農
町
の
三

市
町
村
の
沿
海
地
域
三
、
五
九

〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
こ
の
大
規
模

国
営
開
拓
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
で

実
施
す
べ
く
申
請
を
し
、
昭
和

四
十
二
年
度
か
ら
四
十
四
年
度

迄
（
三
年
間
）
開
拓
基
本
計
画
予

備
指
定
地
域
と
し
て
現
在
用
地

所
有
調
査
並
び
に
気
象
調
査
が

す
す
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
更

に
仲
之
原
、
出
口
、
横
瀬
、
小

野
田
、
鶴
之
内
を
通
じ
大
工

野
や
羽
坂
視
野
地
区
の
台
地
総

面
積
約
五
百
六
十
ヘ
ク
タ
ー
ル

に
養
蚕
を
主
と
し
た
畜
産
の
主

幹
作
目
を
導
入
す
べ
く
、
地
域

の
追
加
を
国
に
対
し
て
要
講
中

で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
地
域

の
指
定
が
あ
っ
た
場
合
本
村
の

農
桑
の
糧
捲
は
飛
躍
的
に
改
善

さ
れ
、
将
来
の
農
業
に
大
き
な

期
待
が
持
た
れ
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

　
な
お
こ
の
地
域
の
申
請
に
つ

い
て
は
範
囲
が
村
全
域
に
ま
た

が
っ
て
い
な
い
の
は
、
こ
の
事

業
の
制
約
が
あ
り
団
地
間
を
結

層
ぷ
距
離
が
道
路
で
五
〇
〇
メ
ー

ト
ル
、
用
排
水
施
設
で
ニ
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
隔
た
る
と
認
め
ら
れ

な
い
の
で
申
請
地
区
が
一
部
に

林
彙
協
業
体
経
営
の
好
機

構
造
改
善
事
業
に
つ
い
て

　
わ
が
国
の
経
済
は
、
近
年
め

ざ
ま
し
く
発
展
し
、
国
民
の
生

活
も
年
々
よ
く
な
っ
て
お
り
ま

す
。

　
し
か
し
、
こ
れ
を
産
業
別
、

地
域
別
に
見
ま
す
と
唄
様
で
な

く
相
当
な
差
異
が
あ
る
こ
と
は

皆
様
の
認
め
る
と
お
り
で
あ
り

ま
す
。
そ
こ
で
国
と
し
て
は
、

農
林
業
者
に
対
し
て
つ
り
合
い

な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
お
こ
と

わ
り
す
る
と
共
に
将
来
の
農
業

は
総
て
を
近
代
化
の
方
向
に
計

画
し
な
け
れ
ば
経
営
の
合
理
化

は
出
来
な
い
故
に
こ
の
開
拓
パ

イ
ロ
ッ
下
事
業
で
は
団
地
の
申

央
に
五
メ
ー
ト
ル
巾
員
の
幹
線

道
路
や
支
線
、
橋
梁
、
永
源
地

に
ダ
ポ
を
建
設
し
か
ん
が
い
施

・
設
等
を
行
な
い
近
代
的
な
農
業

が
営
な
ま
れ
る
大
規
模
事
業
で

あ
る
こ
と
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

選
挙
人
名
簿
の
追
加
登
録

申
し
出
は
三
月
一
日
ま
で

　
こ
と
し
は
、
参
議
院
議
員
の

通
常
選
挙
が
予
定
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
の
選
挙
に
使
わ
れ
る

選
挙
人
名
簿
へ
の
迫
加
登
録
の

申
し
出
は
、
三
月
「
日
ま
で
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
つ
ぎ
の
方
は
零
す
ぐ

　
　
追
加
登
録
の
申
し
出
を

の
と
れ
た
い
ろ
い
ろ
な
対
策
を

す
す
め
て
お
り
ま
す
が
、
林
業

に
つ
い
て
も
、
林
業
基
本
法
が

昭
和
三
十
九
年
に
制
定
さ
れ
、

林
業
総
生
産
量
の
増
大
を
は
か

る
と
共
に
林
業
従
事
者
の
所
得

を
高
め
る
た
め
に
左
記
の
事
業

が
出
来
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。　

将
来
の
林
業
経
営
は
如
何
よ

　
し
た
が
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う

な
方
々
は
、
こ
の
期
日
ま
で
に

登
録
の
申
し
出
を
し
て
い
た
だ

か
な
い
と
、
選
挙
人
名
簿
に
の

せ
ら
れ
ず
、
こ
の
選
挙
の
と
き

に
投
票
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

　
大
事
な
参
政
権
を
な
く
さ
な

い
よ
う
に
、
す
ぐ
に
選
挙
人
名

簿
登
録
の
申
し
出
を
す
ま
せ
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

…
追
加
登
録
の
申
し
出
を

　
　
す
る
資
格
の
あ
る
人

▲
昭
和
2
2
年
9
月
3
日
か
ら
昭

　
和
三
年
3
月
2
日
ま
で
に
生

　
ま
れ
た
日
本
国
民
で
、
昭
和

　
4
2
年
1
2
月
1
日
ま
で
に
村
内

　
に
住
所
を
定
め
、
現
在
盛
ん

・
で
い
る
人
（
つ
ま
り
、
満
二

　
十
歳
に
な
り
、
は
じ
め
て
選

　
挙
権
を
得
る
資
格
が
で
き
た

　
人
）
。
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田

，ウ

g

う
に
あ
る
べ
き
か
を
充
分
考
え
，

こ
の
事
業
よ
り
他
に
よ
い
機
会

は
な
い
と
考
え
ま
す
。

　
そ
の
主
な
事
業
を
列
記
し
ま

す
と

①
経
営
規
模
を
大
き
く
す
る
た

　
め
の
事
業

②
林
道
の
開
設
事
業
（
延
長
五

　
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

　
の
）

③
労
働
の
生
産
性
を
高
め
る
た

　
め
に
必
要
な
機
械
施
設
事
業

④
そ
の
他
林
業
構
造
の
改
善
を

　
す
す
め
る
た
め
に
必
要
な
事

　
三
等
で
あ
り
ま
す

　
こ
の
事
業
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
さ
き
に
部
落
毎
魔
濃
事
座

談
会
を
催
し
説
明
を
い
．
た
し
て

お
り
ま
す
の
で
手
続
き
補
助
の

割
谷
、
事
業
費
等
は
詳
し
く
は

記
載
し
ま
せ
ん
が
、
あ
く
ま
で

五
人
以
上
の
協
業
体
で
な
い
と

事
業
が
出
来
ま
せ
ん
の
で
念
の

た
め
申
し
添
え
ま
す
。
事
業
計

画
に
つ
い
て
は
区
長
、
組
合
長

さ
ん
に
協
業
体
の
結
成
届
、
事

▲
昭
和
路
年
3
月
2
日
ま
で
に

　
生
ま
れ
た
日
本
国
民
で
、
晒

　
和
翌
年
1
2
月
1
日
ま
で
に
本

　
村
に
住
所
を
定
め
、
現
在
住

　
ん
で
い
る
人
の
う
ち
、
選
挙

　
人
名
簿
に
も
れ
て
い
る
人
。

…
登
録
申
し
出
の
場
所
．
…

　
　
　
村
役
場
二
選
拳
管
理
委

　
　
　
員
会

…
登
録
申
し
出
の
　
　
一
　
…

…
　
　
　
　
締
め
き
り
　
　
…

　
三
月
網
目
（
金
曜
旦

　
　
　
　
　
午
後
五
時
ま
で

　
　
名
簿
は
い
つ
で
も

　
　
　
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す

　
ま
た
、
こ
の
永
久
選
挙
人
名

簿
に
、
自
分
の
名
ま
え
が
の
っ

て
い
る
か
ど
う
か
お
確
か
め
に

な
り
た
い
方
は
、
い
つ
で
も
み

る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
お
い
で
下
さ
い
。

　
場
所
は
登
録
申
し
出
の
場
所

と
同
じ
で
す
q

〔
注
1
〕
現
在
、
永
久
選
挙
人

名
簿
に
名
ま
え
が
の
っ
て
い
る

の
は
昭
和
2
2
年
9
月
2
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
人
で
、
昭
和
4
2
年

6
月
1
目
ま
で
に
、
村
内
に
住

所
を
定
め
た
人
で
す
。

〔
注
2
〕
昨
年
の
十
哨
月
十
日

以
降
、
村
内
に
転
入
し
て
こ
ら

れ
た
方
で
、
住
民
登
録
届
を
さ

れ
た
方
は
、
そ
の
届
書
が
選
挙

旙
脳
難
魅
羅
響
謁

す
の
で
、
お
互
い
こ
れ
が
事
業

に
参
加
し
経
営
の
改
善
を
は
か

る
よ
う
お
す
す
め
い
た
し
ま

す
。

一

人
名
簿
登
録
申
出
書
を
兼
ね
て

い
ま
す
の
で
、
あ
ら
た
め
て
登

録
申
し
出
を
さ
れ
な
く
て
も
い

い
わ
け
で
す
。

　
【
尿
久
還
挙
人
名
簿
制
度
と

　
　
は
】

　
一
昨
年
、
法
律
が
改
正
愚
れ

そ
れ
ま
で
選
挙
の
た
び
ご
と
に

作
ち
れ
て
い
た
補
芥
選
挙
人
名

簿
の
制
度
が
な
く
な
り
、
永
久

選
挙
人
名
簿
の
制
度
に
か
わ
り

ま
し
た
。

　
こ
の
新
し
い
制
度
で
は
、
噸

度
登
録
さ
れ
る
と
、
死
亡
し
た

り
住
所
を
か
え
た
り
し
な
い
か

ぎ
り
、
そ
の
ま
～
永
久
に
名
簿

に
の
せ
ら
れ
、
選
挙
権
が
保
障

き
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。　

い
わ
ば
、
こ
の
名
簿
は
有
権

者
の
み
な
さ
ん
の
戸
籍
簿
の
よ

う
な
も
の
な
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
名
簿
制
度

で
は
資
格
の
取
得
や
変
更
は
申

し
出
制
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
で
す
か
ら
、
今
後
新
し
く
選

挙
権
を
取
得
さ
れ
る
方
や
住
所

を
移
さ
れ
る
人
は
、
直
接
、
本

人
が
申
し
出
な
け
れ
ば
、
名
簿

に
の
せ
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
。

　
そ
し
て
、
申
し
出
た
人
の
う

ち
資
格
の
あ
る
人
は
毎
年
二
回

（
三
月
と
九
月
）
こ
の
永
久
選

挙
人
名
簿
に
追
加
登
録
し
て
い

く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

就
職
、
進
学
、
村
外
転
出
に

転
出
証
明
書
を
忘
れ
ず
に

　
い
よ
い
よ
就
職
、
進
学
の
シ

ー
ズ
ン
に
な
り
ま
し
た
が
、
東

郷
村
か
ら
村
外
へ
転
出
す
る
場

合
は
転
出
届
を
し
て
転
出
証
明

書
を
持
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
こ
の
手
続
き
は
い

た
つ
て
か
ん
た
ん
で
す
「
印
か

ん
」
と
回
数
三
五
＋
程
．
、
■

「
国
民
健
康
保
険
証
」
そ
れ
に

配
給
を
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
は

「
米
の
配
給
通
帳
」
　
（
年
金
資
・

格
の
あ
る
人
は
年
金
手
帳
も
必

要
）
、
こ
の
四
つ
を
持
っ
て
き

て
い
た
だ
き
住
民
課
受
付
に
て

転
出
届
を
書
い
て
い
た
だ
く
だ

け
で
O
K
で
す
．
…
こ
の
手
続
き
一

を
し
な
か
っ
た
ば
か
り
に
選
挙

権
が
な
か
っ
た
り
、
自
動
車
免

許
申
請
が
で
き
な
か
っ
た
例
は

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
特
に
中

学
校
を
卒
粟
し
て
県
外
に
就
職

し
て
行
く
場
合
な
ど
こ
の
手
続

き
が
お
ろ
そ
か
に
な
り
が
ち

で
、
会
社
か
ら
住
民
票
抄
本
を

持
っ
て
く
る
よ
う
に
言
わ
れ
あ

わ
て
て
親
元
へ
手
紙
・
を
出
す
と

い
う
こ
と
も
ま
れ
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
身
の
回
う
品
と
と
も
に

「
転
出
証
明
書
」
を
持
た
せ
向

こ
う
（
転
入
地
）
の
役
所
へ
厨

け
る
よ
う
父
兄
の
方
の
あ
た
た

か
い
思
い
や
り
を
こ
の
際
に
ぜ
・

ひ
。
　
　
　
　
　
　
，
．
　
　
　
昇
任
す
る
こ
と
が
出
来
裳
†

　
又
、
住
民
基
本
倉
三
法
占
断
、
四
、
離
職
後
の
利
点

転
入
し
た
日
か
ら
、
十
四
日
半
　
　
自
衛
隊
で
の
経
験
は
社
会
か

内
に
転
入
届
を
し
な
け
れ
ば
な
　
　
ら
広
く
歓
迎
き
れ
て
い
ま
す

り
ま
せ
ん
。
せ
っ
か
く
持
っ
て
　
　
鍛
練
さ
れ
た
資
質
、
、
貴
任
感

羅
編
霧
撫
雛
羅
欄

り
、
又
々
親
元
へ
7
筆
啓
上
と
・
い
ま
す
。
．

い
う
例
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
　
　
「
志
願
者
は
今
す
ぐ
村
役
場

ん
。
向
こ
う
へ
着
い
た
ら
何
よ
　
　
か
、
自
衛
隊
延
岡
出
張
所
　
　
　
、

一
団
鑛
魏
釜
駝
飢
舗
下
戸
晶
ハ
蕎

し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
，

　
　
　
一
住
民
課
受
付
よ
り
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

記
念
樹
を
植
え
よ
う

都
　
甲

　
明
治
百
年
を
記
念
し
て
、
国

県
、
市
町
村
が
何
等
か
の
事
業

や
行
事
を
計
画
さ
れ
て
い
る
。

哨
・
軒
の
家
と
し
て
の
記
念
す
べ

き
事
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
家
は

村
の
単
位
で
あ
り
、
国
の
単
位

で
も
あ
る
。
そ
う
思
え
ば
家
に

も
記
念
す
べ
き
こ
と
は
あ
っ
て

も
い
い
わ
け
で
あ
る
。

　
国
や
村
の
哨
単
位
の
家
が
、

明
治
百
年
を
起
点
と
し
て
、
今

後
百
年
に
か
け
て
個
展
を
祈
願

す
る
こ
と
は
、
引
い
て
国
や
村

の
隆
昌
に
結
び
つ
く
こ
と
と
な

る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
何
を
す

べ
き
か
！
　
そ
れ
は
家
、
家
に

お
い
て
千
差
万
別
で
あ
っ
て
よ

い
わ
け
で
あ
る
が
、
私
は
家
の

片
偶
で
も
い
い
、
記
念
樹
を
植

え
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
た

い
。

　
樹
木
は
何
ん
で
も
い
い
、
樫

山
茶
花
、
棋
、
モ
ミ
、
ホ
ウ
の

木
、
サ
ル
ス
ベ
リ
、
柏
等
あ
げ

れ
ば
き
り
が
な
い
6
樹
木
は
年

を
重
ね
る
に
つ
れ
背
が
高
く
な

る
、
幹
が
大
き
く
な
る
。
　
「
こ

の
木
の
太
る
に
つ
れ
、
家
も
栄

え
る
♀
」
、
．
つ
ま
り
樹
木
の
伸

長
が
家
の
発
展
に
あ
や
か
る
を

思
え
ば
又
窓
味
深
長
と
も
言
え

る
で
あ
ろ
う
。

　
私
は
家
に
邪
魔
し
な
い
、
庭

に
も
影
を
作
ら
せ
な
い
場
所
を

選
ん
で
、
小
さ
く
て
も
い
い
か

ら
「
ク
ロ
ガ
ネ
モ
チ
」
を
植
え

る
之
と
に
し
た
。
子
や
孫
が

「
こ
の
木
は
父
が
植
え
た
の
だ

こ
の
木
は
ち
い
さ
ん
が
一
…
」

等
と
幾
年
後
か
の
物
語
り
の
噌

端
と
な
る
こ
と
も
直
家
に
と
っ

て
は
、
刷
筋
の
流
れ
と
言
え
よ

．
つ
。．

村
の
あ
ち
亡
ち
に
こ
う
し
た

鶴
　
男

樹
木
が
植
え
ら
れ
、
子
供
や
孫

が
よ
ぢ
の
ぼ
っ
て
遊
ぶ
姿
も
美

し
い
風
景
か
も
知
れ
な
い
。
順

順
十
本
目
の
杉
や
桧
の
木
を
山

の
片
隅
に
記
念
樹
と
し
て
植
え

て
お
く
こ
と
も
い
い
で
し
．
よ

う
。
広
い
面
積
に
植
林
の
出
来

得
る
家
は
そ
れ
に
こ
し
た
こ
と

は
な
い
。

　
木
は
太
る
、
時
勢
は
変
る
、

然
し
樹
木
は
年
々
営
々
と
し
て

伸
び
る
。

　
明
治
百
年
を
祭
る
と
共
に
、

起
点
と
し
て
子
子
孫
々
に
何
等

か
の
教
訓
を
示
し
残
す
こ
と
も

大
切
な
記
念
事
業
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

あ
な
た
の
夢
を

自
衛
隊
で

畠
8
，
｛
，
　
・
‘
，
一
人
．
．
“
ρ
．

～
†
1
・
　
　
．
，
握
・
　
　
　
轟
§

　
　
　
一
月
届
出
分

出
生
お
め
で
と
ヶ

赤
ち
ゃ
ん
の
名
交
の
名
［
部
．

矢
野
の
り
三
栖

小
林
塁

一
越
　
　
　
　
真

　総 　
　樹

坪

　一中伊黒海

四二順義玉’三二征　五
　　三　　　　　　　亘
幸男郎市則男作郎男　三

lll鐵欝1

追

　
　
　
　
　
　
　
男
鶴
野
府
「

　
　
　
　
　
　
　
郎
仲
、
深
．

　
　
　
　
　
忠
、
作
迫
野
内

　
　
　
政
幸
玉
男
鶴
野

長
池
美
智
子
義
則
寺
．
迫
、

　
　
　
　
　
　
　
市
小
野
田

　
　
　
　
　
　
　
　
鶴
野
内

　
　
　
　
　
　
　
男
揮
深
．

幸
鶴
野
内

　
将
来
独
立
し
家
庭
を
築
か
れ

る
方
又
働
ぎ
乍
ら
上
級
学
校
に

進
学
を
希
望
さ
れ
る
方
、
一
般

社
会
人
と
し
て
の
知
識
を
高
め

技
術
を
取
得
し
将
来
塚
を
継
い

で
行
か
れ
る
方
、
そ
れ
ぞ
れ
皆

目
的
を
果
た
す
た
め
の
就
職
の
．

条
件
を
知
る
こ
と
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

　
自
衛
官
に
志
願
し
た
場
合
次

の
四
つ
の
最
良
の
条
件
の
外
に

多
種
の
好
条
件
も
あ
り
ま
す
。

「
、
俸
給
　
初
任
給
「
五
、
○

　
○
○
円
、
近
く
「
、
三
〇
〇

　
円
程
度
ア
ッ
プ
の
予
定
年
三

　
回
の
賞
与
、
月
額
四
・
三
ケ

　
月
分
、
二
年
毎
に
月
額
の
「

8
日
分
（
三
隅
濠
州

　
わ
ず
）
そ
の
他
諸
手
当
支
給

哨
、
身
分
　
国
家
公
務
員
と
し

　
て
身
分
を
保
障
さ
れ
ま
す
。

三
、
将
来
性
．
永
続
庶
務
希
望

者
は
特
別
の
支
障
の
な
い
限

　
り
継
続
し
て
缶
用
さ
れ
選
抜

　
試
験
に
よ
っ
て
順
次
幹
部
に
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明
治
百
年
郷
土
を

の
ば
す
運
動
大
会
報
告

“
県
民
の
意
識
高
揚
と
実
践
”

と
き
一
月
．
．
．
｛
日
．
．
．
f

　
　
　
　
唄
臼
（
．
一
日
間
）

と
こ
ろ
宮
崎
市
民
会
館

主
　
催
　
明
治
百
年
郷
土
を
の

　
　
　
　
ば
す
運
動
習
性
協
議

　
　
　
　
会
　
　
（
二
八
民
巷
語

　
　
　
　
体
連
合
会
）

参
加
県
内
全
域
千
八
百

　
　
　
　
余
名
四
加

東
郷
村
よ
り
の
参
加
者

　
小
野
村
長
、
那
須
、
田
代
薯

　
主
事
、
石
田
教
育
委
員
長
、

　
成
合
羽
坂
公
民
館
長
、
都
甲

　
杜
教
委
員
長
、
池
北
、
植
田

　
婦
協
正
副
会
長

　
我
が
宮
崎
県
は
、
産
業
、
経

済
、
文
化
、
教
育
の
あ
ら
ゆ
る

面
で
他
県
に
遅
れ
て
い
る
こ
と

は
事
実
で
あ
る
。
　
「
宮
崎
県
こ

れ
で
い
い
の
か
」

　
こ
こ
に
明
治
百
年
を
迎
え
、

い
た
ず
ら
に
お
祭
り
気
分
に
は

な
ら
ず
、
こ
こ
を
起
点
と
し
て

「
郷
土
を
伸
ば
す
一
大
運
動
を

展
開
し
よ
う
」
と
言
う
の
が
ね

ら
い
で
こ
の
大
会
が
開
催
さ
れ

た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
東
京
そ
の
他
よ
り
、
元
農
林

大
臣
後
藤
文
夫
氏
（
八
十
画

才
）
島
根
大
学
教
授
安
達
生
雄

山
口
大
学
助
教
授
山
本
陽
三
、

全
国
新
生
活
協
議
会
推
進
委
員

畏
福
本
春
男
、
農
事
研
究
家
松

丸
志
摩
三
、
大
沢
陽
太
郎
氏
等

の
講
師
も
見
え
て
会
を
盛
り
あ

げ
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
り
ま

す
。　

二
日
間
の
大
会
内
容
は
、
県

民
の
生
活
全
野
に
百
り
熱
心
に

分
科
研
究
討
議
さ
れ
、
第
哨
日

の
ご
と
き
は
午
後
五
時
ぎ
り
ぎ

り
跨
る
分
科
会
は
夜
も
討
議
が

行
な
わ
れ
る
程
の
熱
心
な
朝
川
け

ん
な
研
究
ぶ
り
で
あ
り
ま
し

た
。
第
二
日
目
に
黒
木
知
唱
の

講
演
が
あ
っ
た
が
熱
弁
を
ふ
る

っ
て
、
未
開
発
宮
崎
県
の
A
，
後

進
む
、
＼
き
方
途
を
る
る
と
説
き

明
る
い
前
途
を
目
前
に
見
る
が

ご
と
く
聴
衆
を
感
激
さ
せ
た
思

い
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
明
る

い
彼
岸
に
達
す
る
に
は
、
ど
う

し
て
も
県
民
の
意
識
の
高
揚
に

待
つ
外
は
な
い
、
一
人
咽
人
の

開
発
意
識
と
根
性
を
培
う
こ
と

と
結
論
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま

こ
と
に
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
、

こ
の
創
造
と
努
力
を
誓
う
県
民

意
識
の
開
発
の
場
と
時
を
、
こ

の
明
治
百
年
を
起
点
と
な
す
こ

と
が
本
大
会
の
意
義
で
あ
っ
た

の
で
あ
り
ま
す
。

　
わ
ざ
わ
ざ
長
崎
県
よ
り
数
名

の
人
が
、
こ
の
大
会
を
参
観
す

べ
く
見
え
ら
れ
た
こ
と
を
見
て

も
、
こ
の
大
会
が
他
府
県
よ
り

先
ん
じ
て
行
な
っ
た
意
義
も
大

な
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
り

画
す
。

　
具
体
的
に
内
容
を
報
告
す
る

こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
が
、
要
約

す
れ
ば
次
の
宣
言
決
議
文
で
あ

り
ま
す
。
こ
の
決
議
文
は
、
通

り
困
ぺ
ん
の
決
一
文
で
は
あ
り

ま
せ
ん
、
痛
嘆
の
皆
さ
ん
が
熟

読
さ
れ
も
っ
て
村
民
意
識
、
県

民
意
識
の
高
揚
に
資
さ
れ
ん
こ

と
を
切
に
お
願
い
い
た
し
ま

す
。
そ
し
て
本
村
の
産
業
、
経

緕
、
文
化
、
教
育
に
そ
の
実
績

を
見
出
す
へ
く
、
創
造
と
努
力

を
、
時
と
場
に
託
し
て
有
終
の

美
を
結
ぶ
こ
と
が
大
切
な
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

　
尚
こ
の
大
会
は
県
下
レ
八
民

　
主
団
体
の
主
催
に
依
も
の
で

　
「
行
政
に
の
み
た
よ
ら
ず
、

　
県
民
、
村
民
が
お
互
い
に
手

　
を
つ
な
い
で
自
主
的
に
運
動

　
展
開
に
努
力
し
よ
う
」
と
雷

　
う
趣
旨
を
表
現
し
て
い
る
こ

　
と
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た

　
い
。

明
治
百
年
宮
崎
県
郷
土
を

伸
ば
す
運
動
大
会
宣
言

　
明
治
維
新
以
来
、
こ
こ
に
百

年
わ
れ
わ
れ
の
父
祖
や
先
輩
は

あ
ら
ゆ
る
障
碍
に
め
げ
ず
、
苦

難
に
う
ち
か
ち
、
営
々
と
し
て

努
め
励
み
、
今
日
の
郷
土
宮
崎

県
を
築
き
あ
げ
た
。
現
在
が
過

去
の
努
力
の
所
産
で
あ
り
、
未

来
は
現
在
の
精
進
の
結
実
で
あ

る
事
を
思
う
と
き
、
わ
れ
わ
れ

は
、
今
日
に
生
き
る
も
の
と
し

て
そ
の
責
務
の
重
大
さ
を
痛
感

せ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち

わ
れ
わ
れ
は
、
祖
父
が
築
い
た

文
化
遺
産
に
新
た
な
文
化
を
積

み
重
ね
、
わ
れ
わ
れ
の
子
孫
に

伝
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
わ
れ
わ
れ
の
郷
土
宮
崎
県
は

い
ま
だ
満
足
す
べ
き
成
長
を
遂

げ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
に

洋
々
た
る
可
能
性
を
は
ら
ん
で

成
人
式
寸
景

明
月
十
五
日
に
成
人
式

が
挙
行
さ
れ
、
＝
唄
五

名
の
青
年
に
村
長
が
成

人
証
書
と
記
念
品
を
贈

り
青
年
た
ち
の
前
途
を

祝
福
し
た
。

①
村
長
の
祝
辞
を
う
け

　
る
成
人
た
ち

⑧
祝
賀
の
昼
食
会

い
る
こ
と
を
確
信
す
る
。
わ
れ

わ
れ
は
、
自
信
と
根
性
と
を
も

っ
て
、
郷
土
に
山
積
す
る
今
日

的
問
題
と
、
風
土
的
課
題
を
直

視
し
、
把
握
し
、
解
明
し
、
実

践
し
、
守
る
べ
き
は
守
り
、
捨

つ
る
べ
き
は
い
さ
ぎ
よ
く
捨
て

去
り
、
輝
か
し
い
未
来
の
建
設

へ
ま
い
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
、
県

内
各
地
か
ら
こ
こ
に
相
集
い
、

二
日
間
に
わ
た
る
研
さ
ん
に
よ

っ
て
集
約
し
た
決
意
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
決
意
の
も

と
に
次
の
唯
項
を
宣
．
．
口
し
、
明

治
百
年
忌
契
機
と
し
て
、
覚
悟

も
新
た
に
郷
土
宮
崎
県
の
振
興

に
挺
身
す
る
こ
と
を
約
束
す

る
。

【
、
わ
れ
わ
れ
宮
崎
県
民
は
、

　
あ
た
た
か
な
人
…
間
性
、
豊
か

　
な
識
見
、
強
じ
ん
な
根
性
、

　
健
康
な
身
心
を
備
え
た
県
民

　
と
な
る
へ
く
、
教
育
の
正
常

　
化
と
そ
の
進
展
に
、
熱
意
を

　
も
っ
て
と
り
く
も
う
。

二
、
わ
れ
わ
れ
宮
崎
県
民
は
、

　
津
々
浦
浦
に
話
し
合
い
を
展

　
暮
し
、
学
び
あ
う
機
会
を
も

　
ち
、
力
と
知
恵
と
愛
を
分
か

　
ち
あ
い
、
挙
県
一
体
、
あ
す

　
の
繁
栄
を
う
ち
た
て
よ
う
。

三
、
わ
れ
わ
れ
宮
崎
県
民
は
、

　
家
庭
を
と
と
の
え
、
社
会
を

　
正
し
、
子
供
に
夢
を
、
若
も

　
の
に
誇
り
を
、
老
い
た
る
も

　
の
に
や
す
ら
ぎ
を
与
え
る
へ

　
く
渾
身
の
努
力
を
傾
け
よ

　
・
つ
。

四
、
わ
れ
わ
れ
宮
崎
県
民
は
、

　
豊
か
な
く
ら
し
を
築
く
た

　
め
、
産
業
を
近
代
化
し
、
経

営
を
改
善
し
、
貯
蓄
を
す
す

　
め
、
浪
費
を
い
ま
し
め
、
高

　
い
経
済
水
準
を
高
め
よ
う
。

五
、
わ
れ
わ
れ
宮
崎
県
民
は
、

　
　
け
ん

　
経
験
の
場
を
広
く
求
め
、
視

　
野
を
ひ
ろ
げ
広
大
な
気
宇
を

　
も
っ
て
、
世
界
の
宮
崎
を
考

　
え
、
着
実
に
そ
の
理
想
の
実

　
現
に
つ
と
め
よ
う
。

こ
こ
に
相
集
・
2
谷
団
体
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
主
体
性
を
確
保
し
つ

つ
も
狭
阻
な
縄
ば
り
根
性
を
捨

て
、
大
同
団
結
し
、
郷
土
の
総

合
的
発
展
に
寄
与
し
よ
う
。

以
上
の
諸
事
項
を
達
成
す
る
た

め
に
、
市
町
村
に
お
い
て
も
郷

土
を
の
ば
す
推
進
協
議
会
を
組

織
し
、
こ
の
運
動
を
展
開
す

る
。

右
宣
言
す
る
。

昭
和
四
十
三
年
開
月
一
．
．
十
【
日

明
治
百
年
宮
崎
県
郷
土
を
の
ば

す
運
動
大
会

　
（
文
責
　
　
都
甲
鶴
男
）

福祉便り

引
揚
者
特
別
交
付
金
の

請
求
事
務
開
始

　
引
揚
者
特
別
交

付
金
の
請
求
事
務

が
始
ま
り
ま
し
た

本
村
に
住
所
を
有
す
る
引
揚
該

当
者
は
約
一
一
〇
〇
名
件
数
に
し

て
約
咽
○
○
件
、
う
ち
す
で
に

請
求
手
続
き
を
終
わ
り
県
へ
提

出
さ
れ
て
い
る
引
揚
者
が
唱
二

五
名
、
五
六
件
で
二
六
〇
％
近

く
が
請
求
済
み
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
交
付
金
は
昭
和
四
十

五
年
4
。
．
月
『
ト
「
日
ま
で
請
求

し
な
い
と
時
効
に
な
り
請
求
で

き
な
く
な
り
ま
す
。
時
が
過
ぎ

る
の
は
弔
い
、
あ
っ
と
云
う
間

に
ご
年
位
は
過
ぎ
て
し
ま
い
ま

す
。
忘
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
せ

っ
か
く
の
外
地
で
の
苦
労
が
水

の
泡
と
な
り
、
時
効
後
い
く
ら

い
き
り
た
っ
て
も
後
の
ま
つ
り

と
な
り
ま
す
。
請
求
は
住
所
を

有
す
る
市
町
村
で
受
付
け
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
次
の
各
号

に
該
当
さ
れ
る
引
揚
者
は
、
早

く
手
続
き
さ
れ
ま
す
よ
う
お
知

ら
せ
し
ま
す
。
請
求
に
つ
い
て

は
住
民
課
福
祉
係
へ
問
い
合
わ

舘
酵
火
災
予
防
運
動

　
　
二
月
二
十
九
日
～
三
月
十
三
日

『
さ
あ
　
ね
よ
う

ア
ツ
そ
の
ま
え
に
火
の
点
け
ん
』

　
春
は
気
象
条
件
の
悪
影
響
に

よ
っ
て
火
災
が
多
発
し
や
す
く

ま
た
大
火
に
な
り
や
す
い
も
の

で
す
。

　
国
民
の
火
災
予
防
に
対
す
る

認
識
を
深
め
、
あ
わ
せ
て
火
災

予
防
体
制
の
点
検
整
備
を
行
な

う
た
め
、
今
年
も
全
国
【
せ
い

に
春
季
全
国
火
災
予
防
運
動
が

実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
ρ
’

　
特
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て

充
分
注
意
し
、
本
村
か
ら
火
災

が
絶
滅
す
る
よ
う
皆
さ
ん
の
御

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

O
　
就
寝
前
の
火
の
元
点
検
を

　
励
行
し
ま
し
ょ
う
。

O
　
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
は
正

　
し
く
使
い
ま
し
ょ
う
。

◎
た
ば
こ
の
投
げ
捨
て
と
寝
た

　
ば
こ
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

O
林
野
火
災
の
防
止
に
つ
と
め

　
ま
し
ょ
う
。

せ
て
く
だ
さ
い
。

1
、
外
地
に
終
戦
日
（
昭
2
0
・

　
8
・
1
5
）
ま
で
引
き
続
き
哨

　
年
以
上
生
活
の
本
拠
を
も
つ

　
て
い
て
同
日
以
後
に
引
き
揚

　
げ
た
人
。

2
、
ソ
連
参
戦
に
よ
り
樺
太
、

　
千
島
、
華
北
、
内
蒙
、
満
州

　
関
東
州
、
朝
鮮
等
か
ら
昭
和

　
二
f
年
八
月
九
日
（
ソ
連
参

　
戦
）
以
後
、
終
戦
日
前
に
引

　
き
揚
げ
た
人
。

3
、
終
戦
日
前
に
出
張
や
商
用

　
等
で
本
邦
（
内
地
）
に
来
て

　
滞
在
中
、
終
戦
の
た
め
外
地

　
（
生
活
の
本
拠
地
）
へ
も
ど

　
れ
な
く
な
っ
た
人
。

4
、
南
洋
群
島
に
昭
和
十
八
年

　
十
月
唄
日
ま
で
引
き
続
き
哨

　
年
以
上
生
活
の
本
拠
を
も
つ

　
て
い
て
同
日
以
後
終
戦
日
前

　
に
引
き
揚
げ
た
人
。

5
、
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
目

　
（
終
戦
日
）
以
後
、
外
地
で

　
死
亡
し
た
人
の
遺
族
や
引
揚

　
後
死
亡
し
た
人
の
遺
族
に
つ

　
い
て
も
遼
族
交
付
金
が
支
給

　
さ
れ
ま
す
。

6
、
政
府
の
要
請
に
よ
り
外
地

　
の
工
場
に
工
員
と
し
て
外
地

　
に
居
た
人
や
、
満
州
開
拓
民

　
開
拓
義
勇
隊
で
あ
っ
た
人
は

　
「
年
未
満
で
も
請
求
で
き
ま

　
す
。

以
上
引
揚
者
交
付
金
の
請
求
に

つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
次
に
村
社
会
福
祉
協
議
会
に

つ
い
て
お
知
ら
せ

一
　
心
配
ご
と
相
談
所
が
開
設

さ
れ
ま
し
て
、
は
や
四
ヵ
月
が

過
ぎ
ま
し
た
。
相
談
所
は
、
あ

な
た
が
た
の
い
ろ
い
ろ
な
心
配

ご
と
の
相
談
に
応
ず
る
と
こ
ろ

で
す
。
話
し
相
手
も
な
く
、
ど

こ
に
ど
う
訴
え
た
ら
よ
い
の
か

と
自
分
哨
人
で
思
い
な
や
ん
で

い
て
も
問
題
は
、
い
つ
ま
で
た

っ
て
も
解
決
し
ま
せ
ん
。
日
頃

の
な
や
み
や
、
他
に
知
ら
れ
た

く
な
い
問
題
等
の
解
決
の
糸
口

を
み
つ
け
て
あ
げ
た
り
、
相
談

内
容
を
調
査
し
関
係
機
関
に
紹

介
し
て
あ
げ
る
の
が
心
配
ご
と

相
談
所
で
す
。

　
気
軽
に
ご
相
談
に
お
い
で
下

さ
る
よ
う
相
談
員
咽
同
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

相
談
内
容

1
、
生
活
が
苦
し
く
困
っ
て
い

　
る
相
談
　
　
　
（
生
活
問
題
）

2
、
家
庭
内
の
も
め
ご
と
（
家

　
庭
不
和
）

3
、
適
当
な
職
業
が
な
く
困
っ

　
て
い
る
人
　
　
（
職
業
相
談
）

4
、
児
童
、
教
育
に
関
す
る
相

　
談
　
　
　
　
（
児
童
相
談
）

5
、
老
人
の
生
活
、
老
人
福
祉

　
の
相
談
　
　
　
（
老
人
相
談
）

6
、
病
気
医
療
費
に
困
っ
て
い

　
る
問
題
（
医
療
健
康
相
談
）

7
、
そ
の
他
の
相
談

相
談
日

　
毎
月
第
一
．
水
曜
・
第
四
水
曜

時
　
間

　
受
付
は
午
蘭
九
時
～
午
後
。
○

　
時
ま
で

場
　
所

　
中
央
公
民
館
。
下
士
．
月
第
四

　
水
曜
は
坪
谷
昌
福
寺
で
移
動

　
相
談
を
開
設
し
ま
す
。

※
相
談
の
内
容
は
秘
密
と
さ
れ

　
て
い
ま
す
。

二
　
た
す
け
あ
い
金
庫
の
設
置

　
昭
和
三
十
七
年
四
月
、
社
会

福
祉
協
議
会
に
特
別
会
訓
と
し

て
、
村
内
の
恵
ま
れ
な
い
低
所

得
世
帯
に
対
し
、
貸
付
制
度
が

設
置
さ
れ
、
数
多
く
の
人
々
か

ら
利
用
い
た
だ
い
て
き
ま
し
た

が
、
今
回
こ
の
制
度
の
唄
部
が

改
正
に
な
り
、
今
ま
で
の
貸
付

額
三
千
円
が
「
万
円
ま
で
貸
付

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
償
遺

期
限
は
十
ヵ
月
と
な
り
ま
し

た
。
こ
の
貸
付
金
の
目
的
は
村

内
の
生
活
困
窮
者
で
臨
時
に
応

急
資
金
を
貸
付
け
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
転
落
を
防
ぎ
、
た
す

け
あ
い
精
神
を
普
及
す
る
こ
と

と
さ
れ
、
現
に
村
内
に
居
住
し

住
民
公
簿
に
六
ヵ
月
以
上
登
録

さ
れ
て
い
る
低
所
得
世
帯
と
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
資
金
は
無

利
子
と
な
っ
て
お
り
馬
資
金
の

範
囲
は
次
の
と
お
り
と
な
っ
て

い
ま
す
。

1
、
家
族
の
医
療
費
、
出
産
費

2
、
子
第
の
学
資
及
び
進
学
、

　
就
職
仕
度
費
。

3
、
災
害
に
対
す
る
応
急
費

等
と
な
っ
て
お
り
、
申
込
み
さ

れ
る
際
は
保
証
人
（
「
名
）
を

た
て
地
区
民
生
委
員
に
申
し
で

て
く
だ
さ
い
。
そ
の
他
詳
し
い

こ
と
は
地
区
民
生
委
員
や
役
場

福
祉
係
へ
問
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。三

　
社
会
福
祉
協
議
会
へ
寄
付

1
、
本
年
還
暦
を
迎
え
ら
れ
た

　
次
の
方
々
が
明
治
百
年
を
記

　
念
し
て
選
暦
祝
に
、
社
会
事

　
業
に
金
一
封
の
ご
寄
付
が
あ

　
り
ま
し
た
。
あ
り
が
た
く
い

　
た
だ
い
て
村
社
会
福
祉
事
業

　
に
役
立
た
せ
て
い
た
だ
き
ま

　
す
。

田
　
野

　
井
本
太
郎
、
小
川
定
雄
、
吉

　
田
松
太
郎
、
高
原
信
行
、
黒

　
田
秋
義

日
向
市

　
橋
口
助
治
、
田
原
善
平
、
小

　
林
正
雄

福
　
瀬

　
田
辺
清
吉
、
画
野
ス
エ
ノ
、

　
海
野
繁
男

羽
　
坂

　
黒
木
伊
勢
雄
、
寺
原
新
蔵
、

　
点
差
六
、
佐
藤
初
次
郎

鶴
野
内

　
黒
木
次
郎
、
塩
月
治
平

小
野
田

　
柳
田
恒
雄
、
安
田
素
、
福
良

　
学

2
、
小
林
錬
唄
殿
の
祖
母
小
林

　
ヒ
デ
殿
、
若
藤
守
殿
の
実
母

　
若
藤
ト
ミ
殿
の
ご
回
虫
に
よ

　
る
香
風
返
し
と
し
て
各
金
一

　
封
の
ご
寄
付
が
あ
り
ま
し

　
た
。
つ
つ
し
ん
で
ご
冥
福
を

　
祈
り
、
社
会
福
祉
事
業
に
役

　
立
た
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
猶
ほ
若
藤
稔
氏
か
ら
は
次
の

短
歌
が
添
え
て
あ
り
ま
し
た
。

　
九
十
路
を
越
し
て
道
な
き
母

　
は
逝
く
　
お
も
か
げ
し
の
び

　
お
く
る
日
さ
び
し

建
設
常
任
委
員
会

研
修
視
察
報
告
書

視
察
地
　
岐
阜
県
笠
原
町

　
本
町
は
、
戸
数
二
、
六
六
六

戸
、
人
口
＝
一
、
四
一
五
人
、

　
　
　
　
ビ

面
積
＝
二
勧
で
、
徳
川
の
時
代

か
ら
「
笠
原
茶
づ
け
」
の
別
名

で
茶
碗
の
産
地
と
し
て
知
ら

れ
、
戦
後
モ
ザ
イ
ク
タ
イ
ル
の

改
良
工
夫
に
よ
り
、
現
在
で
は

全
国
生
産
の
七
〇
％
を
生
産
し

て
お
り
、
名
実
と
も
に
我
が
国

屈
指
の
陶
器
の
町
で
あ
る
。

　
役
場
当
局
の
案
内
で
日
向
地

区
よ
り
集
団
就
職
の
多
い
梅
林

製
陶
K
K
を
見
学
し
た
が
、
本

村
出
身
の
男
女
工
員
数
名
と
暫

時
懇
談
す
る
機
会
を
得
、
会
社

重
役
等
に
も
今
後
の
指
導
に
つ

い
て
懇
請
し
た
次
第
で
あ
る
。

　
本
町
の
財
政
規
模
は
、
昭
和

四
十
二
年
度
予
算
に
お
い
て
歳

入
歳
出
共
に
、
二
＝
一
、
六
三

延
岡
税
務
署
だ
よ
り

の
黒
総
雑
號
隷
難
潔
灘
燦
凹

し
た
。
確
定
申
告
税
額
の
延
納
期
（
三
月
十
五
日
）
ま
で
に
納

制
度
に
つ
い
て
ほ
、
こ
れ
ぽ
で
め
れ
ば
、
そ
の
人
の
届
出
に
よ

は
税
務
署
長
の
許
可
制
と
な
つ
り
、
そ
の
残
額
は
五
月
三
十
一

　
お
り
ま
し
た
が
、
γ
一
れ
が
土
日
ま
で
に
延
納
で
き
る
こ
と
に

出
制
に
改
め
ら
れ
ま
し
だ
。
つ
な
り
ま
し
た
。

、
〆

三
千
円
で
歳
入
の
主
な
も
の
は

町
税
九
九
、
六
八
「
千
円
、
地

方
交
付
税
八
、
五
〇
〇
千
円
、

国
三
脚
出
金
咽
九
、
八
四
三
千

円
、
財
産
収
入
六
、
七
口
「
千

円
、
繰
越
金
二
五
、
O
O
O
千

円
、
旧
債
一
「
、
九
〇
〇
関
越

で
、
本
村
に
比
較
し
て
町
税
九

九
、
六
八
【
千
円
の
歳
入
は
、

工
業
の
愚
な
ら
で
は
の
感
を
深

く
し
た
。

　
歳
出
に
つ
い
て
は
、
総
務
費

七
六
、
〇
六
八
千
円
、
民
生
費

唄
六
、
〇
六
三
千
円
、
衛
生
費

＝
一
、
○
「
四
千
円
、
農
林
水

産
業
費
七
、
九
四
五
千
円
、
土

木
費
五
三
、
七
〇
二
干
円
、
教

育
費
二
五
、
九
六
三
千
円
そ
の

他
で
、
特
に
総
予
算
の
二
五
・

二
％
を
占
め
る
五
三
、
七
〇
二

千
円
が
土
木
費
に
計
上
さ
れ
て

お
り
、
工
業
の
町
と
し
て
の
都

市
づ
く
り
に
、
努
力
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
窺
は
れ
た
。

※
　
本
町
の
土
木
行
政
に
つ
い

　
て

　
昭
和
四
十
二
年
度
土
木
費
予

算
五
三
、
七
〇
二
千
円
を
分
析

す
る
と
、

　
土
木
管
理
費

　
　
　
　
　
九
、
唱
六
八
早
「

　
道
路
橋
梁
費
　
　
　
、

河
　
川

二
七
、
二
二
五
千
円

三費一費
、　 、

〇
二
〇
千
円

　
化
　
宅

　
　
　
　
　
　
　
四
〇
二
千
円

と
な
っ
て
お
り
、
道
路
橋
梁
費

の
内
訳
は
迫
路
新
設
改
良
費

七
、
○
○
○
下
円
、
舗
装
τ
事

費
「
三
、
○
○
○
干
与
、
通
路

維
持
費
四
、
八
「
五
千
円
で
、

本
年
度
の
舗
装
は
、
延
長
一
、

四
二
〇
魏
が
手
生
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
が
完
成
後
は
舗
装
率

八
五
・
二
％
と
な
り
、
全
国
的

に
は
最
高
の
水
準
を
示
す
舗
装

完
備
の
町
と
な
る
。

　
な
お
、
町
道
の
新
設
改
良
工

事
に
対
す
る
地
元
負
担
金
は
舗

装
工
事
に
対
し
て
「
○
％
負
担

さ
せ
て
お
り
、
そ
の
他
は
全
額

町
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
。

※
学
校
教
育
に
つ
い
て

　
小
、
申
学
校
と
も
「
町
咽
校

で
施
設
完
備
の
充
実
に
つ
い
て

は
恵
ま
れ
た
環
境
下
に
あ
る

が
、
小
学
校
は
昭
和
三
十
九
年

に
敷
地
造
成
工
事
に
着
手
し
、

普
通
教
室
二
七
、
特
殊
学
級
教

室
一
、
特
別
教
室
六
、
管
理
室

「
七
、
総
建
物
面
積
四
、
五
九

〇
〃
、
屋
内
運
動
場
哨
、
〇
七

五
㎡
、
総
事
業
費
一
八
三
、
二

〇
五
干
円
を
投
じ
、
昭
和
四
十

旧
年
十
二
月
に
竣
工
を
見
て
お

り
施
設
設
備
の
充
実
は
全
国
唱

の
折
紙
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
と

の
こ
と
で
あ
る
。
特
に
各
教
憲

に
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
設
置
が
な

き
れ
、
テ
レ
ビ
ジ
目
ン
の
ナ
マ

放
送
も
児
童
の
手
に
よ
っ
て
遅

営
さ
れ
て
い
る
の
を
始
め
、
各

特
別
教
室
の
教
材
施
設
は
、
児

童
の
教
育
に
十
二
分
の
も
の
で

あ
る
と
感
じ
た
次
第
で
あ
る
。

※
県
道
人
吉
日
向
線
二
級
国

道
の
編
入
陳
情
に
つ
い
て

　
県
道
人
吉
日
向
線
の
二
級
国

道
編
入
に
つ
い
て
建
設
省
道
路

局
長
、
次
畏
、
刑
政
課
長
に
面

接
し
陳
情
し
た
結
果
、
国
道
昇

格
に
つ
い
て
は
、
財
政
硬
壇
の

影
響
で
現
在
昇
格
認
定
の
針
画

は
な
い
が
、
次
期
の
道
路
審
議

会
に
は
、
本
路
線
の
昇
格
を
提

出
す
る
考
え
で
あ
る
旨
回
答
を

得
た
。

傭
全
国
火
災
予
防
運

　
二
月
二
十
九
日
か
ら

　
三
月
十
三
日
ま
で

わ
が
村
か
ら

　
火
災
を
な
く

　
　
　
し
ま
し
よ
う

、♪

し
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