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山
陰
百
姓
一
揆
の
碑
完
成

発行日19月1

八
月
十
七
日
成
願
寺
で
除
幕
式

　
か
ね
て
よ
り
、
町
民
の
皆
さ
ん
か
ら

御
協
力
を
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
［
．
、
山

陰
百
姓
一
揆
の
碑
」
が
こ
の
ほ
ど
成
願

寺
境
内
に
完
成
し
、
八
月
十
七
日
朝
参

供
養
に
さ
き
だ
っ
て
除
幕
式
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
の
碑
の
原
石
は
宮
崎
郡
清
武

町
の
産
で
古
同
壷
ご
一
　
・
山
ハ
樫
猷
、
　
幅
一
　
・
九

層
で
総
工
費
六
（
．
一
万
円
、
う
ち
浄
財
三

〇
万
円
、
町
費
三
「
、
．
一
万
円
で
建
立
し
ま

し
た
。

　
山
陰
百
姓
一
揆
の
碑
に
つ
い
て
の
由

来
は
次
の
と
お
り
．
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
，
．
・
二
　
あ
か
た

　
元
禄
の
頃
私
た
ち
の
郷
は
県

（
延
岡
）
藩
領
で
し
た
。
そ
の
郡
代
、

代
官
が
無
情
冷
酷
で
百
姓
た
ち
を
牛
馬

の
如
．
く
昼
夜
を
わ
か
た
ず
酷
使
し
ま
し

た
。
三
年
続
い
て
の
大
風
洪
水
で
収
穫

は
ほ
と
ん
ど
な
く
百
姓
の
困
窮
は
そ
の

極
に
達
し
、
年
貢
の
減
免
や
猶
予
を
哀

願
し
ま
し
た
が
し
り
ぞ
け
て
厳
し
く
取

立
て
若
し
納
期
を
一
日
で
も
怠
た
れ
ば

「，

ｺ
替
え
」
と
い
う
厳
罪
に
処
し
ま
し

た
。
百
姓
た
ち
は
そ
の
日
の
食
べ
物
に

も
事
か
ぎ
杓
で
す
く
う
雑
穀
の
ぞ
う
す

、
瀞

い
で
よ
う
や
く
飢
を
し
の
ぎ
昼
は
命
令

の
ま
ま
に
重
労
働
に
従
事
し
ま
し
た
。

　
生
活
に
希
望
を
失
っ
た
百
姓
二
九
九

か
ま
ど

罷
、
一
四
二
二
人
は
元
禄
三
年
九
月
十

九
日
夜
安
住
の
地
を
薩
摩
藩
に
求
め
て

出
旅
し
ま
し
た
。
途
中
高
鍋
藩
で
抑
留

さ
れ
ま
し
た
。
や
が
て
こ
の
事
件
が
江

戸
幕
府
に
わ
か
り
、
翌
元
禄
四
年
二
月

百
姓
の
代
表
二
十
名
が
江
戸
に
召
致
さ

れ
て
、
十
一
月
江
戸
評
議
所
で
郡
代
、

代
官
と
対
決
し
ま
し
た
が
百
姓
の
落
度

と
な
り
首
謀
者
二
名
は
「
は
り
つ
け
」

そ
の
男
児
は
斬
罪
、
妻
と
女
児
は
「
引

か
れ
者
」
に
、
そ
の
他
斬
罪
五
名
、
流

罪
（
八
丈
島
）
芸
名
処
刑
さ
れ
ま
し
た
。

　
郡
代
、
代
官
は
公
儀
に
よ
り
追
放
さ

れ
藩
主
も
城
地
召
上
げ
ら
れ
国
替
を
命

ぜ
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
二
十
一
名
の
尊

い
犠
牲
で
住
よ
い
村
造
り
の
礎
は
築
か

れ
た
の
で
し
た
。

　
事
件
後
一
二
⊂
年
文
化
八
年
に
時
の

大
庄
屋
と
成
願
寺
住
職
の
手
で
供
養
塔

が
建
て
ら
れ
、
村
人
た
ち
も
「
朝
参
供

養
」
と
称
し
て
お
盆
に
供
養
の
法
会
を

営
ん
で
今
日
に
及
ん
で
い
ま
す
。

　
明
治
百
年
の
歳
を
迎
え
、
そ
の
記
念

事
業
と
し
て
こ
の
一
揆
に
参
加
し
た
一

四
二
二
．
名
の
霊
を
慰
め
冥
福
を
祈
．
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

　
事
件
後
年
月
流
れ
て
二
百
八
十
年
の

今
日
、
い
っ
こ
の
家
の
祖
先
か
知
る
よ

し
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
全
町
民
の
祖
先

と
し
て
こ
の
碑
を
建
て
お
ま
つ
り
す
る

こ
と
は
う
る
わ
し
い
企
で
あ
り
ま
す
。

私
共
は
こ
の
遠
い
祖
先
の
教
え
る
も
の

を
よ
く
考
察
し
て
よ
り
平
和
で
、
よ
り

豊
か
な
町
づ
く
り
に
っ
と
め
ま
し
よ

p
つ
。

山陰百姓一揆の碑

　
暑
い
暑
と
ふ
た
こ
と
目
に
は
口
ぐ

せ
に
な
っ
て
い
た
暑
さ
も
、
九
月
の

声
を
聞
く
と
、
朝
夕
は
め
っ
き
り
涼

し
く
な
り
ま
す
。
日
足
が
短
く
な
り

も
う
日
暮
れ
か
一
と
、
秋
の
気
配
を

感
じ
さ
せ
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
新
涼
を

迎
え
、
残
暑
の
照
り
か
え
し
も
空
気

中
の
湿
度
が
少
な
く
な
っ
て
、
べ
た

つ
い
た
皮
膚
も
き
ら
き
ら
し
て
き
て

快
適
な
「
日
本
の
秋
」
が
始
ま
り
ま

す
。▽

ブ
て
ん
な
さ
わ
や
か
な
初
秋
も
、
二

百
十
日
、
二
百
二
十
日
を
中
心
に
し

て
古
く
か
ら
台
風
が
襲
来
し
、
ち
ょ

う
ど
開
花
し
た
ば
か
り
の
稲
に
大
き

な
被
害
を
与
え
、
農
家
の
厄
日
と
な

っ
て
い
ま
す
。

▽
九
月
に
は
い
ろ
い
ろ
な
健
康
に
つ

い
て
の
行
事
が
あ
り
ま
す
。
と
か
く

健
康
に
つ
い
て
は
、
ふ
だ
ん
「
ノ
イ

ロ
ー
ゼ
か
無
関
心
の
ど
ち
ら
か
…
」

と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
何
か
重

大
な
病
気
に
で
も
か
か
ら
な
い
か
ぎ

り
、
な
か
な
か
そ
の
気
に
な
ら
な
い

の
で
す
が
、
ガ
ン
を
は
じ
め
と
す
る

重
大
な
病
気
は
、
ふ
だ
ん
の
管
理
、

検
査
が
何
よ
り
も
た
い
せ
つ
で
す
。

　
夏
の
あ
い
だ
猛
暑
に
あ
て
ら
れ
て

食
欲
も
失
い
が
ち
で
し
た
が
「
食
欲

の
秋
」
と
も
な
れ
ば
、
と
か
く
食
べ

す
ぎ
て
胃
腸
を
こ
わ
し
た
り
、
下
痢

を
お
こ
し
ゃ
す
く
な
る
も
の
で
す
。

赤
痢
菌
は
こ
の
よ
う
な
弱
っ
た
胃
腸

を
ね
ら
っ
て
活
動
を
開
始
い
た
し
ま

す
。
簡
単
に
、
腹
痛
だ
と
片
づ
け
て

し
ま
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
腹
も
身

の
内
、
十
分
な
注
意
に
よ
り
、
健
康

で
楽
し
い
季
節
を
す
ご
し
ま
し
ょ
う
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記
念
館
に
川
端
え
（
駒
郎
ル
聾
書
の
表
札

牧
水
祭
に
花
添
え

　
九
月
十
七
日
は
牧
水

先
生
の
第
四
十
一
回
忌

に
当
り
、
今
年
も
坪
谷

で
牧
水
祭
が
行
な
わ
れ

ま
す
。

　
今
年
の
牧
水
祭
で
は

「
牧
水
記
念
館
」
の
表

札
が
掲
げ
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
表
札
は
一
昨
年

牧
水
記
念
館
が
完
成
し

た
時
、
小
野
町
長
が
、

牧
水
先
生
が
生
前
親
し

か
っ
た
作
家
の
川
端
康

成
き
ん
に
、
記
念
館
に

掲
げ
る
表
札
の
文
字
を

頼
ん
だ
と
こ
ろ
、
川
端

き
ん
も
こ
の
話
を
快
よ
く
引
き
う
け
、

和
紙
に
筆
で
書
い
て
く
れ
た
も
の
で

す
。
こ
れ
を
延
岡
市
の
版
画
家
黒
木
貞

雄
さ
ん
が
「
け
や
き
」
の
板
に
一
刀
彫

り
で
製
作
し
ま
し
た
。

　
牧
水
先
生
の
思
い
出

　
「
わ
も
い
や
る
か
の
う
す
青
き
峡
の

お
く
に
わ
れ
の
う
ま
れ
し
朝
の
さ
び
し

》
、
こ
、
先
生
は
明
治
十
八
年
八
月
二
十

四
日
朝
坪
谷
で
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
先
生
の
随
筆
］
思
い
で
の
記
」
に

「
私
の
生
ま
れ
た
村
、
坪
谷
村
は
山
と

山
と
の
間
に
臨
ま
れ
た
細
長
い
峡
谷
で

あ
る
。
こ
と
に
南
に
は
附
近
第
一
の
高

山
で
あ
る
尾
鈴
山
が
け
わ
し
い
断
崖
面

を
あ
ら
わ
し
て
無
上
に
聲
え
て
い
る
の

で
、
一
層
峡
谷
ら
し
い
感
じ
を
与
へ
て

い
る
。
　
（
中
略
）
私
の
家
は
村
の
眺
望

の
基
調
を
成
し
て
い
る
尾
鈴
山
を
ば
殆

ん
ど
正
面
に
、
面
し
て
ま
た
や
や
斜
め

に
そ
の
全
体
を
眺
め
得
る
様
な
地
位
に

当
っ
て
い
る
。
晴
れ
た
日
も
悪
く
は
な

る

い
が
私
の
家
の
眺
望
は
雨
の
日
が
特
に

い
い
。
そ
れ
は
雲
と
山
と
の
配
合
が
生

き
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。
　
（
後
略
）
」

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
草
深
く
聾
し
げ
き
坪
谷
の
里
に
育
つ

た
先
生
は
、
明
治
二
十
九
年
三
月
坪
谷

尋
常
小
学
校
を
卒
業
し
、
延
岡
高
等
小

学
校
、
延
岡
中
学
校
を
経
て
早
稲
田
大

学
英
文
科
に
学
び
、
明
治
四
十
一
年
七

月
に
卒
業
し
ま
し
た
。
卒
業
の
年
に
処

女
歌
集
「
海
の
声
」
を
出
版
し
、
そ
の

あ
と
歌
集
だ
け
で
も
十
五
出
版
し
ま
し

た
。　

秀
歌
「
幾
山
河
越
え
さ
り
ゆ
か
ば
寂

し
さ
の
は
て
な
む
国
ぞ
今
日
も
旅
ゆ

く
」
は
先
生
が
大
学
四
年
の
夏
休
み
で

帰
省
の
途
、
岡
山
県
二
本
松
峠
で
の
作

で
あ
り
「
日
向
国
都
井
の
岬
の
青
潮
に

　
　
　
　
は
な

入
り
ゆ
く
端
に
独
り
海
見
る
」
も
こ
の

記念館展示室（左）

と裏山の歌碑（下）

夏
休
み
に
都
井
を
訪
ず
れ
て
の
作
で

す
。　

明
治
四
十
五
年
五
月
に
太
田
喜
志
子

さ
ん
と
結
婚
し
ま
し
た
が
生
活
は
非
常

に
苦
し
く
て
喜
志
子
夫
人
は
住
居
の
近

く
の
遊
廓
の
女
た
ち
の
着
物
を
縫
っ
て

生
計
を
助
け
ま
し
た
。
七
月
父
危
篤
の

報
に
接
し
て
急
ぎ
帰
省
し
ま
し
た
。
父

の
病
気
は
小
康
を
保
っ
て
十
一
月
に
死

去
さ
れ
ま
し
た
が
、
先
生
は
毎
日
の
よ

う
に
母
親
を
は
じ
め
近
親
た
ち
か
ら
郷

里
に
留
ま
っ
て
学
校
か
役
場
に
就
職
し

て
家
計
を
見
る
よ
う
強
く
勧
め
ら
れ
苦

悶
懊
悩
の
日
が
続
き
裏
山
の
巨
石
に
座

し
た
り
寝
こ
ろ
ん
だ
り
し
て
耽
り
ま
し

た
。
　
「
ふ
る
さ
と
の
尾
鈴
の
山
の
か
な

し
き
よ
秋
も
霞
の
た
な
び
き
て
居
り
」

は
こ
の
と
き
の
作
で
こ
の
巨
石
が
現
在

の
歌
碑
に
な
っ
て
い
ま
す
。
翌
大
正
二

年
五
月
意
を
決
し
て
出
郷
し
七
月
中
旬

着
京
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
先
生
は

清
貧
の
中
質
に
歌
壇
の
第
一
線
に
あ
っ

て
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。

　
大
正
十
三
年
先
生
は
亡
父
の
十
三
回

忌
の
法
会
を
営
む
た
め
帰
省
し
ま
し
た

が
実
に
満
十
一
年
ぶ
り
の
故
郷
で
し

た
。
　
「
久
し
振
り
に
故
郷
に
帰
り
来
れ

ば
旧
友
矢
野
伊
作
、
富
山
豊
吉
の
両
君

こ
の
板
を
持
参
し
て
氏
神
に
奉
る
歌
を

書
け
と
い
ふ
、
す
な
は
ち
氏
子
の
一
人

若
山
牧
水

　
う
ぶ
す
な
の
わ
が
氏
神
よ
と
こ
し
へ

　
に
村
の
し
づ
め
と
お
は
す
こ
の
神
」

の
額
や
、
裏
面
に
「
矢
野
寅
吉
お
ち
ゃ

ん
に
贈
る
歌
、
お
と
な
り
の
し
げ
坊
、

「
お
と
な
り
の
寅
お
ち
ゃ
ん
に
物
申
す

　
永
く
永
く
生
き
て
お
酒
飲
み
ま
一
せ
う

　
よ
」

な
ど
こ
の
時
の
作
品
で
す
。

　
昭
和
二
年
五
月
上
旬
よ
り
朝
鮮
各
地

に
歌
の
旅
を
し
帰
途
七
月
下
旬
帰
省
し

て
数
日
を
坪
谷
で
す
ご
し
出
郷
さ
れ
ま

し
た
。

　
「
山
河
の
す
が
た
静
け
さ
ふ
る
き
と

　
に
帰
り
来
て
わ
れ
労
れ
た
る
か
も
」

　
昭
和
三
年
間
月
初
め
病
臥
、
そ
の
十

七
日
朝
永
眠
さ
れ
ま
し
た
。

　
先
生
逝
か
れ
て
四
十
年
余
、
そ
の
遣

業
は
年
と
共
に
輝
き
、
先
生
の
資
料
を

展
示
す
る
牧
水
記
念
館
に
は
全
国
各
地

か
ら
訪
ず
れ
る
人
が
多
い
。
今
や
わ
が

東
郷
町
は
先
生
を
生
ん
だ
こ
と
に
よ
り

永
遠
に
文
化
日
本
の
聖
地
の
一
つ
と
な

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

f
｛
く
～
●
ー
ノ
タ
♪
一
～
～
ー
ノ
》
一
≧
，
～

八
十
才
以
上
の
お
と
し
よ
り
が

一
二
八
名

み
ん
な
で
長
寿
を
祝
い
ま
し
よ
う

　
九
月
十
五
日
は
「
敬
老
の
日
」
で

す
。
昭
和
四
十
一
年
「
敬
老
の
日
」
が

国
民
の
祝
日
と
し
て
あ
た
ら
し
く
加
え

ら
れ
た
こ
と
は
老
人
福
祉
の
面
か
ら
い

っ
て
意
義
深
い
こ
と
で
す
。

　
多
年
に
亘
り
社
会
の
た
め
に
つ
く
し

て
こ
ら
れ
た
お
と
し
よ
り
を
敬
愛
し
、

そ
の
長
寿
を
お
祝
い
す
る
日
で
す
。

「
敬
老
の
日
」
を
迎
え
る
に
あ
た
り
心

か
ら
ご
長
寿
を
お
祝
い
し
、
こ
れ
か
ら

も
益
々
健
康
で
幸
福
な
生
活
を
お
く
ら

れ
ま
す
よ
う
お
祈
り
し
ま
す
。

　
こ
の
日
は
各
区
に
お
い
て
区
民
挙
げ

て
盛
大
な
る
敬
老
会
が
催
さ
れ
る
よ
う

で
す
が
、
町
と
し
て
は
八
十
オ
以
上
の

お
と
七
よ
り
に
記
念
品
を
お
贈
り
し
ま

す
。
又
九
十
才
以
上
の
方
に
は
町
長
が

直
接
訪
問
し
、
長
寿
を
お
祝
い
申
し
あ

げ
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　
昭
粛
四
十
四
年
度
高
望
者
は
八
十
才

以
上
一
二
八
名
で
う
ち
九
十
才
以
上
の

方
は
十
一
名
で
す
。

　
町
内
の
最
高
令
者
は
男
が
寺
迫
の
海

野
仁
太
郎
さ
ん
と
坪
谷
の
矢
野
伊
助
さ

ん
で
二
人
と
も
明
治
八
年
六
月
二
十
二

日
生
ま
れ
の
九
十
四
歳
で
す
。

　
女
で
は
越
表
の
海
野
ヨ
シ
さ
ん
が
明

治
八
年
八
月
十
四
日
生
ま
れ
の
九
十
四

歳
で
す
。

八
十
才
以
上
区
別
調
べ

寺
口
曲
名
。
福
瀬
十
六
名
。
小
野
田
十

三
名
。
鶴
野
内
二
十
三
名
（
う
ち
老
人

ホ
：
ム
入
居
者
八
名
）
迫
野
内
九
名
。

八
重
原
七
三
。
田
野
四
三
。
羽
坂
十
一

名
。
仲
深
六
名
。
坪
谷
二
十
二
名
。
瀬

平
三
名
。
越
表
十
五
名
。
下
渡
川
一
名

　
合
計
一
二
八
名
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台
風
九
号
に
よ
る
被
害

水
稲
な
ど
に
八
、
四
〇
〇
万
円

　
八
月
二
十
二
日
鹿
児
島
県
に
上
陸
し

宮
崎
県
を
は
じ
め
各
地
に
大
き
な
被
害

の
つ
め
あ
と
を
残
し
た
台
風
九
号
は
、

本
町
に
も
大
き
な
被
害
を
残
し
て
去
り

ま
し
た
。

　
さ
い
わ
い
人
的
被
害
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
台
風
銀
座
と
言
わ
れ
る
本
県

に
は
昭
和
三
十
九
年
以
来
台
風
ら
し
い

台
風
は
来
て
お
ら
ず
、
台
風
に
対
す
る

防
備
に
ゆ
る
み
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。

　
い
よ
い
よ
台
風
シ
ー
ズ
ン
で
す
。
今

　
　
　
　
　
　
　
ノ

後
台
風
に
よ
る
被
害
が
最
少
限
度
に
く

い
と
め
ら
れ
る
よ
う
皆
さ
ん
も
万
全
の

対
策
を
備
え
て
下
さ
い
。

　
被
害
の
主
な
も
の
は
次
の
と
お
り
で

す
。　

▽
住
家
の
全
壊
一
一
戸
▽
住
家
の
半

壊
”
一
戸
▽
住
家
の
一
部
破
損
口
一
〇

戸
▽
床
下
浸
水
U
・
二
戸
▽
非
住
家
の
全

半
壊
H
七
戸

以
上
家
屋
の
被
害
金
額
は
四
九
五
万
円

▽
道
路
決
壊
十
二
か
所
ロ
⊥
一
六
〇
万
円

▽
堤
防
決
壊
六
か
所
団
⊥
、
〇
九
〇
万

　
円

▽
農
業
用
施
設
九
か
所
慧
二
二
五
万
円

▽
農
林
産
物
（
水
稲
五
、
○
○
○
万
円

飼
料
作
物
六
三
〇
万
円
、
み
か
ん
、

養
蚕
等
七
〇
〇
万
円
）

被
害
総
額
は
八
、
四
〇
〇
万
円
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　
前
月
号
で
台
風
に
備
え
て
十
分
な
防

災
体
制
を
と
と
の
え
る
よ
う
お
知
ら
せ

し
ま
し
た
が
も
う
一
度
良
く
読
ん
で
下

さ
い
。
災
害
が
発
生
し
た
場
合
直
ち
に

そ
の
状
況
を
町
災
害
対
策
本
部
（
役
場

総
務
課
一
山
陰
一
番
）
に
連
絡
し
て
下

さ
い
。

消
費
生
活
教
室
開
か
る

　
か
し
こ
い
消
費
者
に
な
ろ
う

　
県
民
の
一
人
一
人
が
か
し
こ
い
消
費

者
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
と
、
県
の
消
費

生
活
教
室
が
八
月
七
日
申
央
公
民
館
で

開
か
れ
ま
し
た
。
こ
の
日
は
町
内
の
婦

入
六
十
名
が
参
加
し
、
宮
崎
女
子
短
大

の
横
山
ユ
キ
オ
先
生
の
「
上
手
な
買
物

の
し
か
た
し
と
い
う
講
演
、
商
品
の
上

手
な
買
い
方
の
実
習
、
商
品
の
正
し
い

表
示
の
見
方
を
覚
え
て
い
た
だ
く
た
め

の
商
品
展
示
、
そ
れ
に
話
し
合
い
を
行

な
い
新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
消
費

生
活
に
つ
い
て
学
習
し
ま
し
た
。

　
次
に
商
品
評
価
の
基
準
を
当
日
の
資

　
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
の

　
結
果
ま
と
ま
る
　
・

　
七
月
十
四
日
か
ら
八
月
八
日
の
期
間

町
内
各
地
で
実
施
し
た
住
民
検
診
（
レ

ン
ト
ゲ
ン
撮
影
）
の
結
果
が
ま
と
ま
り

ま
し
た
。

　
ま
だ
受
診
率
は
き
わ
め
て
低
い
よ
う

で
す
の
で
、
今
後
は
一
人
も
れ
な
く
受

診
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
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料
か
ら
抜
粋
し
て
み
ま
し
た
の
で
今
後

　
の
生
活
の
参
考
に
し
て
下
さ
い
。

　
　
ハ
ム
、
ソ
ー
セ
ー
ジ

　
。
外
か
ら
み
て
次
の
表
示
が
し
て
あ
り

　
　
ま
す
か
。

　
一
、
J
A
S
マ
ー
ク

　
ニ
、
品
名
（
重
要
原
料
）

　
一
豚
肉
、
マ
ト
ン
、
魚
肉
な
ど

三
、
①
製
造
業
者
名
（
会
社
名
）
住
所

　
　
②
販
売
業
者
名
（
会
社
名
）
住
所

　
　
③
製
造
年
月
日
　
　
’

四
、
内
容
量

五
、
保
存
方
法

　
。
包
装
の
状
態
は
ど
う
で
す
か
。

　
缶
詰
ジ
ュ
ー
ス

　
。
外
か
ら
み
て
次
の
表
示
が
し
て
あ
り

　
ま
す
か
。

　
一
、
J
A
S
マ
ー
ク

ニ
、
J
A
S
規
格
品
名
及
び
果
汁
の
含

　
有
直

願
、
①
製
造
業
者
名
（
会
社
名
）
住
所

　
　
②
販
売
業
者
名
（
会
社
名
）
住
所

　
　
③
製
造
年
月
日

四
、
甘
味
料
、
防
腐
剤
、
着
色
料
が
使

　
っ
て
あ
れ
ば
そ
の
表
示

五
、
内
容
十

六
、
特
殊
栄
養
食
品
許
可
マ
ー
ク

　
　
（
つ
い
て
い
れ
ば
栄
養
成
分
は
）

。
缶
の
状
態
。

一
、
容
器
は
新
し
い
で
す
か

二
、
缶
は
膨
張
し
て
い
ま
せ
ん
か

　
か
ん
ず
め

。
外
か
ら
み
て
次
の
表
示
が
し
て
あ
り

　
ま
す
か
。

一
、
J
A
S
マ
！
ク

ニ
、
品
名
及
び
内
容
量
（
総
量
、
固
形

　
量
）

三
、
製
造
者
の
住
所
、
氏
名
も
し
く
は

　
名
称
、
販
売
者
の
住
所
氏
名
も
し
く

　
は
名
称

四
、
甘
味
料
、
防
腐
剤
、
着
色
料
が
使

　
っ
て
あ
れ
ば
そ
の
表
示

。
缶
に
次
の
記
号
が
打
ち
出
さ
れ
て
い

　
ま
す
か
。

　
一
、
品
名
を
あ
ら
わ
す
記
号

　
－
原
料
、
謂
理
方
法
、
形
態

二
、
工
場
名
、
製
造
年
月
日
の
記
号

・
缶
の
状
態
。

　一

A
容
器
は
新
し
い
で
す
か

二
、
缶
は
膨
張
し
て
い
ま
せ
ん
か

　
即
席
め
ん
類

・
外
か
ら
み
て
。

一
、
メ
ー
カ
ー
名
の
表
示
は

二
、
袋
は
防
湿
効
果
の
あ
る
材
料
を
用

　
い
密
封
さ
れ
、
や
ぶ
れ
た
り
、
よ
ご

　
れ
た
り
し
て
い
ま
せ
ん
か

三
、
J
A
S
マ
ー
ク
よ

四
、
J
A
S
マ
ー
ク
の
規
格
品
名
は
一

　
号
め
ん
、
二
号
め
ん
の
区
分
が
表
示

　
し
て
あ
り
ま
す
か

五
、
製
造
業
者
名
（
会
社
名
）
住
所
、

　
販
売
業
者
名
（
会
社
名
）
住
所

六
、
製
造
年
月
日
が
わ
か
り
や
す
く
表

　
示
し
て
あ
り
ま
す
か

七
、
内
容
量
表
示
は

八
、
調
理
方
法
の
説
明
の
表
示
は

九
、
合
成
着
色
料
の
添
加
有
無
の
表
示

　
は
あ
り
ま
す
か

十
、
特
殊
栄
養
食
品
の
マ
ー
ク
は

　
こ
ど
も
を

　
　
交
通
事
故
か
ら
守
ろ
う

　
夏
休
み
も
終
り
、
い
よ
い
よ
九
月
一

日
か
ら
第
二
学
期
の
登
校
が
始
ま
り
ま

す
。
長
か
っ
た
夏
休
み
の
た
め
こ
ど
も

た
ち
は
交
通
事
情
に
直
ち
に
順
応
し
き

れ
な
い
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め

事
故
の
発
生
が
心
配
さ
れ
ま
す
の
で
こ

ど
も
た
ち
を
痛
ま
し
い
交
通
事
故
か
ら

守
る
た
め
、
九
月
一
日
か
ら
九
月
十
日

ま
で
登
下
校
時
に
お
け
る
児
童
、
生
徒

及
び
保
育
園
児
等
の
安
全
確
保
を
重
点

に
「
こ
ど
も
を
交
通
事
故
か
ら
守
る
運

動
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
歩
行
者
も
運

転
者
も
正
し
い
交
通
ル
ー
ル
で
事
故
を

な
く
す
よ
う
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
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旧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

…
経
営
教
室
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

h
i
i
幽
≡
．
i
・
．
i
i
．
・
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
転

秋
冬
飼
料
作
物
の
栽
培

馬

今
が
播
種
の
適
期
で
す

　
秋
冬
飼
料
作
物
に
限
ら
ず
総
て
の
作

物
穀
実
は
毒
素
を
含
ま
な
い
限
り
飼
料

と
し
て
使
え
る
も
の
で
あ
る
に
抱
ら
ず

殊
更
に
他
の
作
物
と
分
類
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
人
類
生
活
本
位
に
考
え
ら
れ
需

要
に
応
え
自
給
或
は
換
金
作
物
と
し
て

栽
培
利
用
さ
れ
る
上
に
、
食
用
作
物
と

飼
料
作
物
と
に
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。

く
ぬ
ぎ
林
の
育
成
に
つ
い
て

炉
鵜
謝
謝
畿
鷺
薫

　
が
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

　
答
　
伐
採
す
る
た
び
に
本
数
が
少
な
く

皿
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
こ
れ
は
大
変

　
惜
し
い
こ
と
で
す
。
な
ぜ
か
と
申
し
ま

　
す
と
、
く
ぬ
ぎ
は
一
度
も
伐
採
し
な
い

　
一
次
林
の
成
長
に
く
ら
べ

　
一
度
伐
採
し
て
生
え
た
萌
　
「

↓
芽
す
な
わ
ち
二
次
林
の
成

早
書
礎
か
疹

　
六
割
と
き
に
は
倍
近
い
成
長
を
す
る

　
か
ら
で
す
。
し
か
し
本
数
が
減
っ
て
し

｝
ま
っ
た
の
で
は
、
山
全
体
と
し
て
は
か

…
え
っ
て
材
積
が
少
な
く
な
り
ま
す
。
と

一
こ
ろ
が
し
い
た
け
関
係
で
は
「
木
を
買

…
う
よ
り
は
広
さ
を
買
え
」
と
い
う
意
味

一
の
言
葉
も
あ
っ
て
、
あ
ま
り
密
生
し
た

謡
講
欝
禁
門
纂

　
た
現
在
、
そ
こ
ま
で
気
を
く
ば
る
必
要

㎝
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
少
し
で
も
材

一
積
が
増
え
る
よ
う
に
野
業
し
て
い
く
こ

淺

　
こ
＼
で
層
一
層
考
え
て
更
に
思
い
切

っ
た
作
物
の
組
合
せ
に
よ
り
安
定
し
た

経
営
の
転
換
を
図
る
こ
と
こ
そ
農
業
経

営
の
合
理
化
と
言
え
よ
う
。
殊
に
畜
産

農
家
と
し
て
は
家
畜
其
の
も
の
が
移
動

の
作
物
で
あ
る
。
こ
の
家
畜
の
飼
料
は

米
作
農
家
の
肥
料
に
匹
敵
す
る
も
の
で

あ
る
。
畜
牛
の
自
然
的
食
糧
で
あ
る
飼

料
は
一
部
地
域
農
家
に
於
て
は
濃
厚
飼

と
は
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
さ

て
本
数
が
減
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
い

か
え
れ
ば
萌
芽
の
発
生
と
生
育
が
悪
い

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す

の
で
、
こ
の
原
因
を
考
え
て
み
ま
し
ょ

、
つ
。

e
大
き
く
し
す
ぎ
る

　
く
ぬ
ぎ
の
萌
芽
の
発
生
は
、
伐
根
の

直
径
一
四
～
五
三
ま
で
は
直
径
が
大
き

く
な
る
ほ
ど
萌
芽
の
発
生
も
多
く
、
ま

林
業
技
術
向
上
の
た
め
に

料
に
尚
比
重
を
大
き
く
し
て
い
る
畜
産

家
も
屡
々
見
受
け
ら
れ
る
が
、
周
知
の

通
り
畜
産
物
の
価
格
も
不
安
定
で
あ
る

実
情
で
あ
る
今
日
、
土
よ
り
自
給
飼
料

畜
産
物
へ
と
経
営
の
立
体
化
を
図
る
上

に
は
養
蚕
家
が
桑
園
を
造
成
す
る
に
等

し
い
あ
り
方
に
経
営
を
指
向
す
る
こ
と

こ
そ
複
合
経
営
の
中
の
家
畜
飼
養
の
あ

り
方
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
か
ら
述
べ
る
秋
冬
飼
料
作
は
収

量
部
面
に
於
て
は
春
夏
作
に
比
較
す
れ

ば
僅
少
で
は
あ
る
が
次
の
長
所
、
短
所

が
あ
る
。

◎
．
長
所
と
し
て

1
裏
作
と
し
て
の
収
益
が
期
待
で
き
る

　
（
遊
地
解
消
）

抜
き
す
ぎ
し
た
り
、
く
ず
や
雑
草
の
茂

る
ま
ま
に
し
て
お
い
た
の
で
は
萌
芽
の

発
生
も
な
く
、
ま
た
発
生
し
た
萌
芽
も

枯
死
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⇔
虫
害
や
芽
欠
げ

　
発
生
し
た
萌
芽
も
風
や
作
業
中
の
不

注
意
に
よ
っ
て
騒
げ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
キ
マ
ダ
ラ
コ
ゥ
モ
リ
ガ
や

カ
ミ
キ
リ
ム
シ
が
材
の
中
に
浸
入
し
て

そ
の
た
め
に
萌
芽
が
折
れ
て
し
ま
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
と
も
多
い
よ
う
で
す

下

た
そ
の
中
に
形
質
の
よ
い
萌
芽
も
多
い

の
で
す
が
、
そ
れ
を
越
え
る
と
萌
芽
の

数
も
質
も
落
ち
て
き
ま
す
。
し
た
が
っ

て
根
本
直
径
一
五
糎
内
外
で
は
伐
採
す

る
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。

⇔
伐
根
や
萌
芽
が
日
か
げ
に
な
っ
て
い

　
る
。

　
く
ぬ
ぎ
は
日
か
げ
で
は
育
た
な
い
木

で
、
常
に
光
線
が
充
分
あ
た
る
環
境
に

し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
雑
木
は

伐
り
の
こ
し
て
お
い
て
く
ぬ
ぎ
だ
け
を

　
　
　
　
　
、
一
し
く
’
　
　
、
　
　
　
、
：
　
、
　
ご
（
〔

　
　
　
　
　
　
　
　
、

必
要
が
あ
り
ま
す
が
、

少
の
株
絶
え
は
出
て
き
ま
す
の
で
毎
年
｛

直
面
で
き
る
よ
う
に
三
年
生
程
度
の
大
｝

苗
を
用
意
し
て
お
く
心
が
け
も
大
切
な
一

こ
と
と
思
い
ま
す
。
　
　
　
へ

肥
料
や
け
を
お
こ
す
、
心
配
は
あ
ま
り
…

あ
り
ま
せ
ん
の
で
植
穴
施
肥
を
し
て
萌

芽
と
の
競
争
に
ま
け
な
い
よ
う
に
し
た

い
も
の
で
す
。

（
雑
誌
「
林
業
宮
崎
」
の
林
業
相
談
室
　

　
　
　
　
よ
り
転
載
）
　
　
　
　
～

こ
の
よ
う
に
い
ろ

い
ろ
原
因
が
あ
り
ま

す
の
で
、
そ
れ
に
対

応
す
る
施
業
を
す
る

　
　
ど
う
し
て
も
多

（秋冬飼料作物の藏培基準）
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膿
撒
一
鑓
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霜
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落
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追
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調号作物名1品
コ　　　　　　　　　　　　　　　　1

普自

我
、
「乃

竺

夘
フ

イ

青刈
えんばく

ぶか

コンモンベツチ

2
病
中
害
の
発
生
が
な
い

3
肥
培
管
理
に
要
す
る
労
力
と
資
金
が

　
春
夏
作
に
比
較
し
て
少
な
く
て
す
む

4
貯
蔵
（
エ
ン
シ
レ
ー
ヂ
）
に
容
易
で

　
あ
る

5
飼
料
給
の
端
堺
期
の
解
消
が
出
来
る

◎
短
所
と
し
て
は

1
遅
播
す
る
と
収
量
が
少
な
い

2
寒
害
を
被
り
易
い

3
秋
冬
作
と
し
て
の
萱
科
の
収
量
が
特

　
に
少
な
い

　
以
上
の
よ
う
な
長
所
と
短
所
が
あ
る

こ
と
か
ら
し
て
、
秋
冬
飼
料
作
物
の
栽

培
に
つ
い
て
は
前
段
に
示
す
栽
培
法
を

基
準
と
さ
れ
自
給
飼
料
の
確
保
に
勉
め

て
も
ら
い
た
い
。

　
以
上
秋
冬
飼
料
作
物
の
栽
培
基
準
を

述
べ
た
が
、
飼
料
作
物
の
現
下
の
給
与

の
実
態
よ
り
考
え
て
質
よ
り
量
に
重
点

を
置
き
、
早
期
播
種
を
な
す
と
共
に
次

の
事
に
留
意
し
て
戴
き
た
い
。

1
交
互
作
の
場
合
は
播
種
量
を
半
減
す

　
る

2
収
量
は
単
播
の
時
の
半
量
を
合
せ
た

　
程
度

3
播
種
量
及
び
施
肥
量
は
総
て
1
0
σ
当

　
り
で
あ
る
が
、
堆
肥
の
準
備
量
の
不

　
足
の
場
合
鶏
糞
二
〇
〇
～
二
五
〇
匂

　
程
度
代
用
す
る

　
道
路
モ
ニ
タ
ー
が
設
置

　
さ
れ
ま
し
た

　
宮
崎
県
で
は
、
こ
の
ほ
ど
道
路
モ
ニ

タ
ー
と
し
て
次
の
方
を
委
嘱
し
ま
し
た

皆
さ
ん
の
近
く
で
道
路
の
欠
壊
等
災
害

が
発
生
し
た
と
き
は
モ
ニ
タ
ー
に
連
絡

し
て
い
た
だ
き
、
早
急
に
対
策
が
講
じ

ら
れ
る
よ
う
御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

▽
県
道
人
吉
日
向
線
関
係

　
小
野
田
　
本
多
藤
男

　
　
　
　
（
T
E
L
山
陰
六
十
一
番
）

▽
県
道
延
岡
西
都
線
関
係

　
越
　
表
　
田
中
　
守
　
　
、

　
　
　
（
T
E
L
神
門
七
八
三
〇
番
）

甲
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い
た
び

供
養
塔
と
板
碑
を
た
ず
ね
て

　
私
が
町
内
に
現
存
す
る
文
化
財
の
調

査
に
興
味
を
持
っ
て
か
ら
随
分
長
い
年

月
が
流
れ
た
が
、
今
年
の
五
月
頃
に
町

内
に
現
存
す
る
供
養
塔
と
板
碑
を
謂
査

し
て
所
在
地
図
を
書
き
残
し
た
い
と
思

い
、
調
査
に
か
か
っ
て
こ
こ
に
三
か
月

ま
だ
町
内
全
域
を
謂
査
し
た
の
で
は
な

い
、
た
だ
町
民
の
方
々
が
所
在
を
教
示

し
て
い
た
ゴ
く
ま
ま
に
足
を
運
ん
で
い

る
に
過
ぎ
な
い
。

　
こ
こ
に
今
ま
で
の
調
査
の
概
略
を
記

し
未
だ
多
く
の
五
輪
塔
や
板
碑
な
ど
町

内
各
地
に
現
存
す
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て

い
る
、
ぜ
ひ
所
在
を
教
え
て
い
た
だ
き

い
。

　
成
願
寺
境
内
に
在
る
「
山
陰
百
姓
一

揆
」
の
供
養
塔
は
重
要
な
文
化
財
で
あ

る
。
小
野
田
老
谷
の
野
と
小
野
田
に
六

地
蔵
を
刻
し
た
約
三
メ
ー
ト
ル
の
供
養

碑
が
あ
る
。
こ
れ
は
山
陰
城
の
武
将
都

　
　
　
　
　
ら
か

甲
丹
波
守
安
親
が
天
文
十
二
年
（
四
二

六
年
前
）
に
建
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
五
輪
塔
は
町
内
各
所
に
あ
る
が
完
全

な
も
の
は
少
な
い
、
．
甚
だ
し
い
も
の
は

取
り
こ
わ
さ
れ
て
畑
の
石
垣
石
に
使
用

き
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
、
残
念
な
こ

と
で
あ
る
。

　
今
ま
で
に
私
が
調
査
し
た
の
は
宮
ゲ

原
の
墓
地
、
福
瀬
小
下
の
畑
、
中
ノ
原
分

水
地
、
出
口
馬
溝
の
奥
の
田
圃
、
大
谷
の

畑
、
田
圃
、
道
路
側
、
山
林
中
、
又
江

野
地
蔵
さ
ん
境
内
、
成
願
寺
下
の
旧
墓

地
、
羽
坂
の
畑
、
墓
地
、
小
長
野
の
墓
地

山
林
中
、
深
瀬
山
林
中
、
畑
の
く
ろ
、
田

圃
の
く
ろ
、
墓
地
、
田
野
公
民
館
側
、
蕨

野
、
田
野
道
路
側
、
深
谷
の
田
圃
、
山

林
中
、
昌
福
寺
境
内
等
で
あ
る
。
五
輪

は
空
、
風
、
火
、
水
、
地
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
る
。
田
野
道
路
側
に
あ
る
の

が
天
文
十
年
（
四
二
八
年
前
）
で
最
も

古
く
、
そ
の
他
は
多
く
天
正
、
慶
長
年

間
で
あ
る
か
ら
三
五
〇
年
～
四
〇
〇
年

前
の
も
の
で
貴
重
な
文
化
財
で
あ
る
。

　
板
碑
も
町
内
各
所
に
現
存
し
て
い

る
、
多
く
は
慶
長
、
天
正
年
間
の
も
の

で
形
状
は
頭
部
が
三
角
に
削
ら
れ
二
本

の
横
線
が
刻
さ
れ
て
い
る
。
老
谷
の
杉

山
の
中
に
現
存
す
る
永
正
十
一
年
（
四

五
七
年
前
）
が
最
も
古
く
、
次
は
東
郷

病
院
の
上
の
杉
山
に
在
る
板
碑
で
四
二

九
年
前
の
も
の
で
あ
る
。

写真は覚之允の墓石

　
今
回
の
調
査
で
重
要
な
墓
石
を
小
野

田
の
竹
籔
の
中
で
発
見
し
た
。
そ
れ
は

山
陰
百
姓
一
揆
の
際
八
丈
島
に
流
さ
れ

た
覚
之
允
の
墓
石
で
あ
る
。
覚
之
允
が

小
野
田
の
住
人
で
あ
る
こ
と
は
高
鍋
藩

の
記
録
で
明
ら
か
で
あ
り
、
墓
石
の
法

名
が
成
願
寺
の
供
養
塔
の
法
名
と
同
じ

で
あ
る
。
そ
の
上
墓
石
に
細
字
で
元
禄

四
年
六
月
、
覚
之
允
と
記
し
て
あ
る
。

　
二
十
一
名
の
犠
牲
者
の
墓
が
覚
之
允

の
墓
同
様
籔
の
申
や
畑
の
隅
に
埋
れ
て
・

祀
る
人
も
無
く
寂
し
く
た
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
て
な
ら

ぬ
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
山
陰
百
姓
一
揆

の
慰
霊
碑
の
建
立
さ
れ
た
歳
に
こ
の
墓

石
を
発
見
し
た
こ
と
に
私
は
無
限
の
よ

ろ
こ
び
を
覚
え
て
い
る
。

　
町
文
化
財
保
護
調
査
委
員

　
　
　
　
　
塩
　
　
月
　
　
儀
　
　
市

町
づ
く
り
は
自
分
達
の
手
で
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　　　　役場窓口で冷水のサービス

　真夏の太陽に汗を流して役場に来られる皆さんに、

謡い水を飲んでいただこうと、この夏から窓口に冷水

器を設置しご好評をうけています。冷水で一服ののち

用事をすませて帰って行かれます。

一
塁
謎
・

夢”
響、

蟻
、

　　　　ジュースで安全運転を

　ドライバーの眠気をさまし、安全運転をしてもら

おうと、町交通安全協議会が8月20日、県道日向～

人吉線の役場下でジュースの接待をしました。思わ

ぬサービスにドライバーもニツコリ。
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越
　
表
　
で

　
　
町
青
年
研
修
会

　
集
団
生
活
を
通
し
て
協
謂
性
を
養
い

自
ら
の
体
験
の
な
か
か
ら
社
会
生
活
の

き
び
し
い
ル
ー
ル
を
自
覚
し
よ
う
と
い

う
目
的
で
、
八
月
九
日
か
ら
十
日
の
一

泊
二
日
で
、
町
青
年
の
研
修
が
懇
懇
地

区
へ
き
地
誌
会
所
に
於
て
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　
新
し
い
青
年
の
姿
は
、
自
分
の
生
活

行
動
に
責
任
を
も
ち
他
人
の
立
場
を
認

め
、
信
頼
し
合
い
、
正
し
く
自
分
を
主

張
で
き
る
主
体
性
を
養
っ
て
行
か
ね
ば

な
ら
な
い
と
、
四
十
名
の
青
年
が
参
加

い
た
し
ま
し
た
、
こ
の
研
修
会
で
は
東

但
杵
教
育
事
務
所
の
鈴
木
先
生
が
「
青

年
活
動
と
恋
愛
」
と
い
う
講
義
を
さ
れ

こ
の
問
題
に
少
な
か
ら
ず
関
心
を
持
つ

青
年
が
熱
心
に
聞
い
て
い
ま
し
た
。

　
三
つ
の
テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
だ
分
科

会
で
は
①
青
年
と
安
保
②
青
年
と
過
疎

③
都
市
近
郊
の
青
年
活
動
の
あ
り
方
に

つ
い
て
積
極
的
な
若
さ
あ
ふ
れ
る
討
論

が
あ
り
ま
し
た
。

　
町
長
、
教
育
長
は
じ
め
町
の
首
脳
部

を
ま
じ
え
て
の
町
政
懇
談
会
で
は
活
発

な
質
問
や
要
望
が
あ
り
ま
し
た
が
、
な

か
で
も
過
疎
問
題
と
国
営
農
地
開
拓
パ

イ
ロ
ッ
ト
事
業
に
集
中
し
た
形
で
、
将

来
こ
の
町
を
背
負
っ
て
行
く
青
年
の
意

気
が
お
お
い
に
即
せ
ら
れ
心
強
い
も
の

が
あ
り
ま
し
た
。

　
夜
は
キ
あ
・
ン
プ
プ
ア
イ
ヤ
ー
を
囲
ん

で
合
唱
、
寸
劇
の
出
し
物
が
あ
り
、
友

情
と
信
頼
を
深
め
ま
し
た
。

　
と
く
に
こ
の
研
修
会
で
は
、
地
元
越

表
婦
人
会
の
方
々
が
す
す
ん
で
青
年
の

た
め
に
協
力
さ
れ
炊
事
等
冷
二
切
引
き

受
け
て
く
れ
ま
し
た
。

　
最
後
に
「
考
え
る
青
年
に
な
ろ
う
」

と
誓
い
あ
い
、
こ
の
町
は
自
分
達
の
手

で
作
り
あ
げ
て
い
く
ん
だ
と
、
力
強
い

言
葉
を
残
し
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
へ
と
か

え
っ
て
行
き
ま
し
た
。
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軍
人
加
算
恩
給
の

　
．
手
続
き
は
早
め
に

昭
和
三
＋
六
年
に
恩
給
法
が
改
正
き
．

れ
て
元
軍
人
で
あ
一
．
た
者
の
戦
、
地
等
で

勤
務
し
た
期
聞
に
加
算
が
つ
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
そ
の
在
職
年
が
十
二
年

以
上
に
な
り
ま
す
と
恩
給
が
支
給
き
れ

る
二
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
恩
給
を

加
算
恩
給
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
加

算
年
と
い
う
の
は
、
元
軍
人
が
支
那
と

か
南
方
（
外
地
）
の
戦
地
で
戦
争
な
ど

危
険
な
勤
務
に
つ
い
た
場
合
、
実
在
職

年
の
他
に
一
月
に
つ
き
二
月
、
又
は
三

月
の
割
増
の
在
職
年
を
加
え
て
計
算
す

る
こ
と
で
こ
の
加
算
率
は
地
域
、
服
務

し
た
年
月
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
り
一
概

に
は
云
え
ま
せ
ん
が
昭
和
二
十
年
九
月

二
日
ま
で
に
三
年
以
上
南
方
で
勤
務
さ

れ
た
こ
と
の
あ
る
者
は
、
加
算
年
を
加

え
て
恩
給
年
限
で
あ
る
十
二
年
に
達
し

受
給
権
が
発
生
し
ま
す
。
た
と
え
ば
昭

和
十
六
年
九
月
に
応
召
さ
れ
た
軍
人
が

昭
和
十
六
年
十
二
月
に
マ
ラ
イ
半
島
の

「
コ
タ
バ
ル
」
に
上
陸
し
戦
争
に
参
加

し
南
方
各
地
に
転
戦
し
て
昭
和
二
十
一

年
三
月
に
復
員
し
た
と
し
ま
す
、
こ
の

実
在
職
年
は
四
年
四
月
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
に
当
務
加
算
が
昭
和
十
六
年
十
二

月
か
ら
昭
和
二
十
年
九
月
目
間
の
三
年

十
月
に
つ
い
て
一
月
に
つ
き
三
月
の
加

算
が
つ
き
ま
す
の
で
三
年
十
月
の
三
倍

の
十
一
年
六
月
の
加
算
と
な
り
、
実
在

翌
年
の
四
年
四
月
に
加
算
の
十
一
年
六

月
を
加
え
ま
す
と
十
五
年
十
月
で
恩
給

任
，
限
で
あ
る
十
二
年
以
上
に
な
り
ま
す

か
ら
権
利
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
加
算
は
支
那
、
南
方

だ
け
で
な
く
加
算
率
は
低
く
な
り
ま
す

が
、
満
州
、
台
湾
、
朝
鮮
等
で
勤
務
さ

　
“
六
十
「
歳
の
主
婦
は

　
　
三
三
再
加
入
で
き
る
か
”

問
私
は
曜
現
在
六
十
一
歳
（
明
治
四
十

一
年
四
月
生
ま
れ
）
の
主
婦
で
す
。
国

民
年
金
が
発
足
し
た
当
時
、
国
民
年
金

の
加
入
を
す
す
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
夫

が
厚
生
年
金
の
被
保
険
者
で
し
た
の
で

加
入
い
た
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後

喜
碧
寸
感
瓢
雑
慮
㎝

た
が
、
高
令
の
尤
め
加
入
で
き
な
い
と

切
是
覧
絵
札
絶
臨
朝
野

が
改
正
さ
れ
、
丁
令
者
も
ふ
た
た
び
加

入
で
き
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
私
．
の
場

合
は
い
か
が
で
し
レ
“
う
か
．
、
も
し
加
入

で
き
る
と
す
れ
ば
、
ど
れ
ぐ
ら
い
の
期

間
加
入
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
ま

た
、
年
金
は
い
っ
か
ら
う
け
ら
れ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

笈
口
　
国
民
年
金
で
は
、
　
二
十
出
戚
由
以
卜
工
ハ

十
歳
未
満
の
者
で
、
厚
生
年
金
保
険
な

ど
の
公
的
年
金
制
度
に
加
入
し
て
い
な

い
者
は
、
す
べ
て
加
入
す
る
二
と
と
き

れ
て
い
ま
す
が
、
拠
出
制
年
金
が
発
足

し
た
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
に
五
十

歳
を
こ
え
る
入
（
明
治
四
十
四
年
四
月

「
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
）
は
、
六
十

歳
に
な
る
ま
で
に
最
低
十
年
の
老
令
年

金
の
受
給
資
格
要
件
を
満
た
す
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
、
強
制
適
用
か
ら
除
外

き
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

人
で
当
時
五
十
五
歳
を
こ
え
な
い
人

（
明
治
三
十
九
年
四
月
二
日
以
降
に
生

ま
れ
た
人
）
に
つ
い
て
は
、
老
令
年
金

の
支
給
開
始
年
令
の
六
十
五
歳
に
な
る

ま
で
だ
と
、
十
年
の
期
間
を
満
た
す
こ

と
が
で
き
ま
す
の
で
、
希
望
す
れ
ば
加

入
す
る
こ
と
が
で
｝
、
、
ま
し
た
。
こ
の
加

入
の
申
し
出
は
、
昭
和
三
十
六
年
三
月

三
十
「
日
ま
で
で
、
そ
れ
以
後
は
加
入

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し

か
し
、
当
時
、
年
金
に
つ
い
て
必
要
を

感
じ
な
い
た
め
加
入
し
な
か
っ
た
人
た

ち
や
、
う
っ
か
り
し
て
、
加
入
の
手
続

き
を
忘
れ
て
い
て
加
入
し
な
か
っ
た
人

た
ち
も
、
年
を
と
る
に
し
た
が
い
年
金

の
必
要
性
を
感
じ
、
国
民
年
金
に
加
入

し
た
い
と
の
声
が
し
だ
い
に
高
ま
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
よ
り
多
く
の
入
が
年

金
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
ふ
た
た
び
加

入
で
き
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、

国
民
年
金
法
の
改
正
案
を
第
六
「
国
会

に
提
出
し
ま
し
た
。
こ
の
改
正
案
が
成

立
す
る
と
、
昭
和
四
十
五
年
一
月
か
ら

加
入
の
申
し
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
加
入
で
き
る
人
は

明
治
三
十
九
年
四
月
二
日
か
ら
明
治
四

十
四
年
四
月
「
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ

た
人
で
、
加
入
す
る
に
は
、
昭
和
四
十

五
年
「
月
「
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日

ま
で
に
、
市
町
村
長
を
通
じ
て
、
都
道

府
県
知
事
に
申
し
出
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
加
入
期
間
は
五
年
間
で
、
こ

の
間
、
と
ど
こ
お
り
な
く
保
険
料
を
お

き
め
て
お
れ
ば
、
加
入
し
て
か
ら
五
年

を
経
過
し
た
と
き
（
五
年
を
経
過
七
た

と
き
六
十
五
歳
に
達
し
て
い
な
い
湯
合

は
六
十
五
歳
に
達
し
た
と
き
）
か
ら
老

令
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
保
険
料
は

月
に
七
五
〇
円
で
す
が
、
‘
五
年
と
い
う

短
期
間
で
支
給
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
決
し
て
高
い
額
の
保
険
料
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
な
お
、
加
入
の
手
続
き
は
、

来
年
の
一
月
か
ら
市
町
村
役
場
で
取
り

扱
い
ま
す
の
で
加
入
す
る
こ
と
を
お
す

す
め
し
ま
す
。

　
　
広
報
紙
「
ね
ん
き
ん
」
よ
り
転
載

れ
た
方
も
加
算
が
つ
け
ら
れ
ま
す
。
又

そ
の
後
の
法
改
正
で
昭
和
二
十
年
九
月

三
日
以
降
外
地
で
抑
留
さ
れ
て
い
た
期

間
に
も
一
月
に
つ
き
一
月
の
加
算
が
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
加
算
を

抑
留
加
算
と
呼
び
、
昭
和
四
十
年
十
月

か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
の
で
》
こ
の
よ
う

な
加
算
恩
給
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る

方
は
早
目
に
手
続
き
さ
れ
ま
す
よ
う
お

知
ら
せ
し
ま
す
。
な
お
手
続
き
の
際
は

必
ず
町
村
の
窓
口
を
通
じ
て
請
求
し
て

く
だ
さ
い
。
町
村
の
受
付
印
が
な
い
と

県
援
護
課
で
は
処
理
が
遅
れ
る
こ
と
も

予
想
さ
れ
ま
す
の
で
申
し
添
え
ま
す
。

次
に
各
種
加
算
恩
給
の
時
効
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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