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ま
し
た
の
人

ま
し
た
の
地
学

　
　
〃

き
っ
か
け
は
、
馬
瀬
の
古
民
家
か
ら

身
近
な
生
き
物
た
ち

ま
し
た
の
温
泉
物
語 

　
　
〃

野
生
動
物
に
思
う
こ
と
な
ど

　
　
〃 

令
和
の
居
住
ま
い
、
佇
ま
い

考
古
学
夜
話

子
育
て
日
記

遺
跡
の
向
こ
う
か
ら

巨
樹
に
会
い
に
行
く

地
域
社
会
と
の
折
り
合
い

ま
し
た
む
ら
絵
日
記2024/ 4/1（月）

No.

上
げ
た
そ
う
で
す
。

　
最
後
に
、
こ
れ
か
ら
の
活
動
予
定
を
伺
っ
て
み
ま
し
た
。

「
一
、
三
、
五
、
十
年
ご
と
の
計
画
に
基
づ
い
て
、
こ
の
古
民

家
の
改
修
を
で
き
る
だ
け
自
分
の
手
で
進
め
て
い
き
ま
す
。
さ

ら
に
近
所
の
方
々
と
習
い
始
め
た
蕎
麦
打
ち
を
極
め
て
湯
屋

に
週
末
蕎
麦
街
道
を
作
り
た
い
。
ま
た
、
お
洒
落
で

機
能
性
の
高
い
作
業
着
を
縫
っ
て
販
売
し
た
り
、
草

木
染
め
、
柿
渋
の
先
生
を
招
い
て
体
験
型
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
開
い
た
り
、
美
と
健
康
を
テ
ー
マ
に
薬

膳
講
座
や
メ
イ
ク
ア
ッ
プ
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
よ
る
美

容
講
座
な
ど
を
企
画
し
、
来
た
時
よ
り
帰
る
時
の
方

が
よ
り
一
層
元
気
に
美
し
く
な
っ
て
頂
き
た
い
」

 

「
そ
う
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
す
る
う
ち
に

『
移
住
し
た
い
な
』
と
思
う
方
が
増
え
て
く
れ
た
ら

良
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
と
言
う
の
も
い
き
な
り

移
住
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
の
で
、
連
泊
し
な
が
ら
湯

屋
の
人
た
ち
と
交
流
し
仲
良
く
な
る
こ
と
で
移
住
者

が
増
え
て
く
れ
た
ら
嬉
し
い
。
そ
う
し
た
活
動
を
通

じ
て
何
と
か
小
坂
の
人
口
と
観
光
客
を
増
や
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
」
と
夢
を
語
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。

ま
た
「
そ
う
い
う
意
味
で
も
裸
の
付
き
合
い
を
通
し

て
情
報
交
換
で
き
る
温
泉
の
役
割
は
大
き
い
の
で
『
ひ
め
し
ゃ

が
の
湯
の
再
開
』
を
心
待
ち
に
し
て
い
ま
す
」
と
お
っ
し
ゃ

い
ま
す
。

　
廣
田
さ
ん
は
夢
の
実
現
に
も
う
取
り
掛
か
っ
て
み
え
ま
す

が
、
お
話
を
聴
い
て
そ
の
志
の
高
さ
と
行
動
力
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
親
切
で
飾
ら
な
い
人
柄
で
下
呂
市
の
あ
ち
こ
ち
に

元
気
の
輪
を
広
げ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
に
感
銘
を
受
け
ま

し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

（
文
：
斎
藤
　
洋
司
）

人
を
つ
な
い
で
小
坂
町
に
元
気
を
広
げ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廣
田
純
子
さ
ん

　
ま
た
、
選
ん
だ
大
き
な
理
由
の
一
つ
に
な
っ
た
「
ひ
め

し
ゃ
が
の
湯
」
で
す
が
、「
私
自
身
、
毎
日
お
風
呂
に
行
く

度
、
飲
泉
し
て
便
通
が
良
く
な
り
、
一
ケ
月
一
キ
ロ
ず
つ

一
年
で
十
二
キ
ロ
減
量
、
四
十
歳
を
過
ぎ
て
何
を
や
っ
て

も
痩
せ
な
か
っ
た
の
が
、
洋
服
が
13
号
か
ら
９
号
に
サ
イ

　
廣
田
純
子
さ
ん
は
昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五)

の
名
古
屋

市
生
ま
れ
で
す
。
本
人
曰
く
「
幼
少
期
は
お
と
な
し
過
ぎ
て

こ
の
子
大
丈
夫
か
と
将
来
を
心
配
さ
れ
る
程
で
し
た
が
、
中

学
時
代
の
友
達
の
影
響
で
社
交
的
に
な
っ
た
」
と
お
っ
し
ゃ

い
ま
す
。

　
高
等
学
校
を
卒
業
後
は
会
社
員
と
し
て
飲
食
や
ホ

テ
ル
の
営
業
に
つ
き
ま
し
た
が
、
バ
ブ
ル
が
崩
壊
。

心
身
共
に
疲
弊
し
切
っ
た
頃
、
か
ね
て
か
ら
関
心
の

あ
っ
た
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
の
会
社
に
転
職
し
ま
す
が
九

年
弱
で
閉
店
。
そ
れ
を
機
に
「
庭
楽
」
と
い
う
屋
号

で
造
園
施
工
管
理
業
を
起
業
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
廣
田
さ
ん
に
転
機
が
訪
れ
ま
す
。「
仕

事
や
趣
味
（
バ
イ
ク
・
洋
裁
・
映
画
鑑
賞
な
ど
）
に

多
忙
で
あ
り
な
が
ら
も
充
実
し
た
生
活
を
送
っ
て
い

る
と
思
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
近
し
い
人
達
が
脳

梗
塞
、
癌
、
心
筋
梗
塞
な
ど
病
に
倒
れ
、
私
自
身
が

椎
間
板
ヘ
ル
ニ
ア
、
眼
科
の
病
気
で
オ
ペ
を
し
た
り

と
い
う
中
で
、
死
ぬ
ま
で
生
き
る
実
感
を
持
っ
て
楽

し
く
生
活
す
る
の
に
今
の
ま
ま
で
い
い
の
か
？
」
と

考
え
始
め
た
そ
う
で
す
。

 

「
年
に
二
回
は
南
ひ
だ
健
康
道
場
な
ど
下
呂
市
へ
泊

ま
り
が
け
で
遊
び
に
き
て
い
て
、
還
暦
過
ぎ
た
ら
大
好
き
な

下
呂
の
温
泉
に
近
い
古
民
家
で
自
給
自
足
に
近
い
生
活
を
し

な
が
ら
民
泊
業
を
始
め
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
が

そ
の
時
だ
！
　
と
決
断
、
周
り
に
『
私
、
一
年
以
内
に
下
呂

に
移
住
す
る
か
ら
』
と
宣
言
し
、
行
動
を
始
め
る
と
、
条
件

を
満
た
す
築
百
八
十
余
年
の
清
原
邸
と
運
命
的
に
出
会
い
ま

し
た
。
畑
、
庭
、
工
房
に
出
来
る
蔵
、
納
屋
三
つ
、
ヤ
ギ
を

飼
え
る
牛
小
屋
、
や
り
た
い
事
が
全
て
で
き
る
理
想
の
物
件

で
し
た
」
と
。

ズ
ダ
ウ
ン
。
水
と
空
気
が
美
味
し
い
の
も
影
響
し
て
通
年

耳
鼻
科
通
い
し
て
い
た
喘
息
も
完
治
。
35
．５
℃
の
低
体
温

は
36
．５
℃
に
上
が
り
風
邪
も
引
か
な
く
な
り
ま
し
た
。『
移

住
し
て
か
ら
肌
も
つ
る
つ
る
に
な
っ
た
ね
。
温
泉
っ
て
色
々

良
い
ん
だ
ね
』
と
友
人
た
ち
か
ら
羨
ま
し
が
ら
れ
「
こ
の

よ
う
に
身
を
も
っ
て
経
験
し
た
小
坂
の
高
濃
度
炭
酸
泉
の

素
晴
ら
し
さ
を
少
し
で
も
多
く
の
方
々
に
お
伝
え
し
た
い
」

「
近
所
の
主
婦
の
方
々
と
情
報
交
換
し
な
が
ら
レ
シ
ピ
を
増

や
し
て
い
き
た
い
」
と
去
年
、
鉱
泉
料
理
研
究
会
を
立
ち

ましたの
第 73回第 73回

今
回
は
、
下
呂
市
小
坂
町
湯
屋
に
移
住
し
て
五
年
に
な
る
民
泊
「
お
さ
か
の
お
う
ち
」
の
経
営
者
、
廣
田
純
子
さ
ん
に
お
話

を
伺
い
ま
し
た
。



2

《 手くばりミニコミ紙　ましたむら　No.76（2024 年４月１日発行） 》

ま
し
た
の
地
学「

斐
太
紀
」
編
集
人
　
岩
田
　
修

第
五
十
八
回
　
チ
ャ
ー
ト
と
い
う
石
⑤

　
　
　
山
城
の
石
垣
に
チ
ャ
ー
ト
使
用

　
10
年
ほ
ど
前
か
ら
城
の
石
垣
が
面
白
く

な
り
、
数
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
岐
阜
・
滋

賀
な
ど
の
山
城
を
歩
い
て
い
ま
す
。

　
全
国
に
四
、
五
万
の
城
が
あ
り
、
ほ
と
ん

ど
が
石
垣
の
無
い
土
の
城
で
す
。防
禦
の
た

め
寺
院
に
石
垣
が
使
用
さ
れ
、戦
国
時
代
に

な
っ
て
山
城
に
も
石
垣
が
築
か
れ
始
め
た

よ
う
で
す
。下
呂
の
大
威
徳
寺
に
も
小
規
模

の
石
垣
が
あ
り
ま
し
た
。

一
、
信
長
が
石
垣
の
城
を
造
れ
た
の
は

　
　「
チ
ャ
ー
ト
」
が
あ
っ
た
か
ら

  

城
に
本
格
的
な
石
垣
を
使
用
し
た
の
は

織
田
信
長
の
小
牧
山
城
（
愛
知
県
）
が
嚆
矢

と
さ
れ
、
次
の
岐
阜
城
は
高
石
垣
と
天
守
を

持
つ
こ
と
で
、
城
を
防
禦
建
築
物
と
し
て
だ

け
で
な
く
、
権
威
の
象
徴
と
し
て
の
見
せ
る

城
へ
の
転
換
を
図
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。

　
な
ぜ
小
牧
山
城
を
石
垣
化
し
た
の
で

し
ょ
う
か
。
平
坦
な
濃
尾
平
野
の
中
で
小
牧

山
は
独
立
し
た
小
山
（
標
高
八
六
ｍ
）
で
山

頂
か
ら
の
見
晴
ら
し
が
良
く
、
犬
山
城
、
金

華
山
（
岐
阜
城
）
な
ど
を
一
望
で
き
る
た
め

戦
略
上
重
要
で
し
た
。
濃
尾
平
野
に
小
牧
山

が
残
っ
て
い
る
の
は
、
チ
ャ
ー
ト
だ
っ
た
か

ら
で
す
。
チ
ャ
ー
ト
は
堅
牢
な
石
で
風
化
さ

れ
に
く
い
の
で
侵
食
に
逆
ら
っ
て
小
山
に

な
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
小
山
に
は
大
小

様
々
な
岩
塊
や
小
石
が
散
ら
ば
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
ら
を
集
め
て
石
垣
に
す
る
の
に
そ

れ
ほ
ど
労
力
や
技
術
は
必
要
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　
信
長
が
次
に
築
い
た
岐
阜
城
は
岐
阜
市

街
地
近
く
急
峻
な
稲
葉
山
に
あ
り
ま
す
。
ほ

と
ん
ど
チ
ャ
ー
ト
の
山
で
す
。
岐
阜
市
教
委

の
報
告
で
は
、
斎
藤
道
三
時
代
に
も
石
垣
が

積
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ル
イ
ス
・
フ

ロ
イ
ス
が
『
日
本
史
』
に
山
上
の
城
郭
や
山

図 1　チャートの分布（黒い模様）ー図２と同じ範囲を示すー

図２　チャートが石垣に使用された 山城一覧

麓
の
居
館
の
素
晴
ら
し
さ
を
記
し
て
い
る

よ
う
に
、
信
長
は
こ
れ
ま
で
の
山
城
の
石
垣

を
発
展
さ
せ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

二
、
美
濃
帯
チ
ャ
ー
ト
の
分
布
と

　
　
石
垣
を
持
つ
山
城
の
分
布
が
一
致
す
る

　
図
１
は
、
美
濃
帯
の
チ
ャ
ー
ト
の
分
布
で

す
。
美
濃
地
方
を
中
心
に
チ
ャ
ー
ト
が
多
い

で
す
ね
。
図
２
は
、
岐
阜
県
・
愛
知
県
・
滋

賀
県
東
部
の
石
垣
を
持
つ
山
城
で
、
石
材
が

主
に
チ
ャ
ー
ト
の
場
合
を
示
し
て
い
ま
す
。

図
２
以
外
に
、
揖
斐
川
町
の
小
島
城
、
関
市

の
小
野
城
、
大
洞
城
、
富
加
町
の
加
治
田
城
、

坂
祝
町
の
猿
啄
城
、
美
濃
市
の
天
王
山
城
な

ど
が
美
濃
地
方
で
チ
ャ
ー
ト
を
主
体
と
し

た
石
垣
を
持
つ
山
城
で
す
（
平
山
城
も
含
め

た
）。
チ
ャ
ー
ト
以
外
で
は
砂
岩
が
犬
山
城

や
郡
上
市
の
山
城
に
使
用
さ
れ
、
石
灰
岩
が

滋
賀
県
の
鎌
刃
城
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
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が
、
ほ
と
ん
ど
の
石
垣
の
石
材
は
チ
ャ
ー
ト

で
す
。

　
こ
れ
ら
の
山
城
は
信
長
の
城
前
後
の
築
城

で
、
秀
吉
が
天
下
を
取
っ
た
以
前
の
古
い
時

代
に
築
か
れ
た
も
の
で
す
。
な
ぜ
、
チ
ャ
ー

ト
が
城
の
石
垣
に
使
用
さ
れ
た
の
か
、
も
う

少
し
調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　三
、
高
山
市
、
鍋
山
城
と
チ
ャ
ー
ト

　
写
真
１
は
、
高
山
市
ス
カ
イ
パ
ー
ク
展
望

台
か
ら
市
街
地
の
東
方
面
、
更
に
乗
鞍
岳
が

望
め
る
所
に
（
鍋
を
逆
さ
ま
に
し
た
よ
う
な

尖
っ
た
）
鍋
山
が
目
立
ち
ま
す
。

　
隣
の
小
鍋
山
を
含
め
て
、
チ
ャ
ー
ト
の
山

な
の
で
硬
く
、
麓
は
急
崖
に
な
っ
て
周
囲
よ

り
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
周
囲
の
濃
飛
流
紋

岩
や
砂
岩
・
泥
岩
の
山
が
な
だ
ら
か
な
の
と

比
べ
る
と
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　
鍋
山
に
登
る
と
、
チ
ャ
ー
ト
の
岩
が
ご
ろ

ご
ろ
露
出
し
て
い
ま
す
。
以
前
説
明
し
た

よ
う
に
層
状
チ
ャ
ー
ト
は
泥
の
層
な
ど
を

挟
ん
で
い
る
地
層
な
の
で
板
状
に
割
れ
や

す
い
性
質
が
あ
り
ま
す
。
硬
い
が
四
角
く
割

れ
、
巨
石
も
得
ら
れ
る
の
で
ほ
と
ん
ど
加
工

す
る
こ
と
な
し
に
石
垣
用
石
材
に
利
用
で

き
ま
し
た
。
写
真
２
は
鍋
山
城
石
垣
の
一
部

で
す
（
中
心
に
１
ｍ
ス
ケ
ー
ル
）。
無
造
作

に
積
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
そ
れ

な
り
に
大
き
さ
・
形
に
配
慮
し
て
横
目
が
通

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
石
と
石
が
組
み

合
っ
て
見
か
け
は
良
く
な
い
が
崩
れ
に
く

い
優
れ
た
積
み
方
で
す
。
こ
の
よ
う
な
積
み

方
は
「
野
面
積
」
と
い
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
高
石
垣
に
は
向
か
な
い
こ
と
、

私
の
よ
う
に
見
か
け
が
悪
い
こ
と
、
細
か
い

加
工
、
整
形
が
で
き
な
い
の
で
江
戸
時
代
に

入
っ
て
か
ら
発
展
し
た
打
込
接
、
切
込
接
の

石
垣
に
は
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
り

ま
す
。

　
鍋
山
城
石
垣
は
、
天
正
一
四
年
（
一
五
八

六
）
飛
驒
国
守
に
な
っ
た
金
森
氏
の
改
修
と

す
る
説
も
あ
り
ま
す
が
、
私
は
美
濃
地
方
の

チ
ャ
ー
ト
石
垣
と
の
関
連
か
ら
、
そ
れ
以
前

の
三
木
氏
時
代
の
も
の
と
見
て
い
ま
す
。

四
、
ま
と
め
と
し
て

　
美
濃
帯
の
岩
石
、
特
に
チ
ャ
ー
ト
が
初
期

の
城
の
石
垣
に
活
用
さ
れ
ま
し
た
。
硬
い
た

め
に
山
地
、
急
峻
地
形
に
な
る
こ
と
か
ら
立

地
条
件
が
良
い
こ
と
、
石
材
が
得
や
す
い
こ

と
、石
垣
用
の
大
き
さ
に
割
れ
や
す
く
、そ
の

ま
ま
で
使
用
で
き
る
こ
と
か
ら
初
期
の
「
野

面
積
」
に
適
し
た
石
材
と
し
て
チ
ャ
ー
ト
が

選
ば
れ
ま
し
た
。

　
信
長
が
小
牧
山
城
・
岐
阜
城
で
立
派
な
石

垣
を
築
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
チ
ャ
ー
ト

の
お
か
げ
で
す
。
　

　
秀
吉
、
特
に
家
康
の
時
代
に
な
る
と
、
高

石
垣
に
向
か
な
い
見
か
け
の
よ
く
な
い

チ
ャ
ー
ト
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
く
な

り
ま
す
。

　「
ま
し
た
」
に
は
チ
ャ
ー

ト
の
山
が
な
い
の
で
、
豊

富
に
あ
る
濃
飛
流
紋
岩

が
「
萩
原
諏
訪
城
」「
桜

谷
城
」
石
垣
に
使
用
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
城
ブ
ー
ム
が
続
い
て
い

て
天
守
や
高
く
美
し
い
石

垣
が
あ
る
姫
路
城
・
大
阪

城
・
名
古
屋
城
な
ど
に
人

気
が
あ
り
ま
す
が
、
威
圧

的
な
こ
の
よ
う
な
城
よ
り

ち
ょ
こ
ん
と
積
ん
で
あ
る

山
城
の
石
垣
を
私
は
好
き

で
す
。
小
市
民
で
す
な
あ
。

写真１　チャートの尖った鍋山

写真 2　鍋山城石垣
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こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
今
日
は
、
間

も
な
く
冬
至
を
迎
え
る
数
日
前
。
窓
の
外

で
は
雪
が
ち
ら
つ
い
て
い
ま
す
。 
と
て
も

暖
か
い
秋
を
過
ご
し
て
い
た
か
と
思
え
ば
、

11
月
中
旬
に
突
然
降
っ
た
予
期
せ
ぬ
初
雪

に
大
慌
て
で
ス 

ノ
ー
タ
イ
ヤ
に
交
換
し
た

り
、
友
人
か
ら
沢
山
分
け
て
も
ら
っ
た
「
つ

る
植
物
」
で
リ
ー
ス
を
作
っ
て
玄
関
を
ク
リ

ス
マ
ス
仕
様
に
飾
り
つ
け
た
り
、
そ
し
て

昨
日
は
ご
近
所
に
住
む
大
先
輩
の
友
人
に

習
っ
て
、こ
の
地
域
の
郷
土
料 

理『
寝
寿
司
』

を
仕
込
み
ま
し
た
。
こ
ん
な
感
じ
で
自
分
の

意
志
と
は
関
係
な
く
、
何
か
に
背
中
を
押
さ

れ
る
様
に
自
然
な
流
れ
で
年
末
年
始
を
迎

え
る
た
め
の
冬
支
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
体
を
動
か
す
屋
外
作
業

が
多
か
っ
た
秋
が
終
わ
り
、
こ
れ
か
ら
は
家

の
中
に
篭
っ
て
こ
た
つ
で
ぬ
く
ぬ
く
手
仕

事
の
季
節
。
日
々
の
過
ご
し
方
が
１
８
０
度

変
化
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
こ
れ
で
な
ん
と
も

言
え
ず
心
が
う
き
う
き
し
ま
す
♪

　
実
は
、『
季
節
に
合
わ
せ
て
自
分
達
の
生

活
の
営
み
が
変
化
す
る
』
と
い
う
の
は
、
里

山
暮
ら
し
を
始
め
て
か
ら
初
体
験
し
た
こ

と
で
も
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
衣
替
え
を
し

た
り
、
食
べ
る
も
の
が
変
わ
っ
た
り
、
街
並

み
が
変
化
し
た
り
と
街
暮
ら
し
で
も
四
季

の
変
化
は
感
じ
ら
れ
ま
す
。
た
だ
、
自
分
自

身
の
日
々
の
営
み
は
と
言
う
と
、
春
夏
秋
冬

ほ
ぼ
同
じ
だ
っ
た
様
に
思
う
の
で
す
。
し
か

し
、「
人
間
も
自
然
の
一
部
」
と
考
え
る
と
、

四
季
を
通
し
て
ず
っ
と
同
じ
ペ
ー
ス
で
活

動
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
少
し
不

自
然
で
無
理
が
あ
る
こ
と
な
の
で
は
な
い

か
と
感
じ
る
様
に
な
り
ま

し
た
。
本
来
は
人
間
に
も
、

四
季
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る

「
心
地
よ
い
過
ご
し
方
」
が

あ
る
様
に
思
う
の
で
す
。

そ
し
て
そ
れ
を
教
え
て
く

れ
る
の
は
、
や
は
り
自
然

な
の
だ
と
こ
こ
で
の
暮
ら

し
を
通
し
て
実
感
し
て
い

ま
す
。

　
そ
ん
な
私
の
現
在
の
冬

の
過
ご
し
方
の
ひ
と
つ
が

秋
に
収
穫
し
た
コ
ッ
ト
ン

の
種
取
り
や
糸
紡
ぎ
な
ど

の
コ
ッ
ト
ン
仕
事
で
す
。

こ
れ
は
去
年
か
ら
仲
間
に

入
れ
て
い
た
だ
い
た
『
下

呂
コ
ッ
ト
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
』
の
メ
ン
バ
ー
さ
ん
達

か
ら
教
え
て
い
た
だ
き
な

き
っ
か
け
は
、
馬
瀬
の
古
民
家
か
ら
⑥

藤
本
　
佳
絵

『
わ
た
し
の
里
山
で
の
冬
の
過
ご
し
方
』

初めてのネズシ

や
家
族
だ
け
で
過
ご
す
時
間
が
増
え
る
こ

の
季
節
は
、
自
然
と
自
分
の
内
側
に
も
向

き
合
い
や
す
く
な
る
時
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
こ
ま
で
過
ご
し
て
き
た
一
年
を
振
り
返

り
、
ゆ
っ
く
り
と
味
わ
い
な
が
ら
一
年
頑

張
っ
た
自
分
を
労
っ
た
り
、
ひ
と
つ
ひ
と

つ
の
思
い
出
や
ご
縁
に
感
謝
す
る
時
間
を

も
つ
こ
と
で
ま
た
春
に
向
け
て
の
活
力
が

湧
い
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、『
春
に
な
っ
た

ら
何
を
し
よ
う
か
？
』
と
自
分
と
相
談
し

な
が
ら
、
新
た
な
わ
く
わ
く
の
種
を
見
つ

け
温
め
る
た
め
の
と
て
も
大
切
な
季
節
で

も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
今
年
も
残
す
と
こ
ろ
あ
と
少
し
。
こ
の

一
年
を
ゆ
っ
く
り
と
振
り
返
り
、
来
年
の

春
に
向
け
て
の
わ
く
わ
く
の
種
探
し
を
し

な
が
ら
、
１
日
１
日
を
大
切
に
丁
寧
に
過

ご
し
て
い
き
た
い
で
す
。

が
ら
始
め
た
こ
と
で
す
。
コ
ッ
ト
ン
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
年
間
の
活
動
は
、
春
に
苗
植
え

を
し
て
、
夏
に
は
草
取
り
や
摘
芯
、
秋
に
収

穫
を
し
て
、
冬
に
種
取
り
や
糸
紡
ぎ
を
す
る

と
い
う
流
れ
で
す
。 

も
ち
ろ
ん
自
分
達
で

年
間
プ
ラ
ン
を
計
画
す
る
の
で
は
な
く
、
た

だ
自
然
の
営
み
に
合
わ
せ
て
そ
の
時
々
に

や
る
べ
き
適
し
た
仕
事
を
し
て
い
き
ま
す
。

　
私
は
実
際
に
里
山
で
暮
ら
し
て
み
て
初

め
て
、
こ
の
様
な
自
然
の
営
み
に
調
和
し

た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
い
う
の
が
私
た
ち

人
間
に
と
っ
て
も
無
理
が
な
く
、
と
て
も

心
地
の
良
い
生
き
方
だ
と
い
う
こ
と
知
り

ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
新
年
に
向
け
て
家
中

の
大
掃
除
を
し
た
り
、
雪
が
積
も
れ
ば
雪

か
き
を
し
た
り
と
冬
に
は
冬
の
仕
事
が
あ

り
決
し
て
暇
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
活
発
に
外
に
出
て

人
と
関
わ
る
時
間
よ
り
も
家
の
中
で
自
分

チャルカで糸紡ぎ コットンの種取り
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や
家
族
だ
け
で
過
ご
す
時
間
が
増
え
る
こ

の
季
節
は
、
自
然
と
自
分
の
内
側
に
も
向

き
合
い
や
す
く
な
る
時
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
こ
ま
で
過
ご
し
て
き
た
一
年
を
振
り
返

り
、
ゆ
っ
く
り
と
味
わ
い
な
が
ら
一
年
頑

張
っ
た
自
分
を
労
っ
た
り
、
ひ
と
つ
ひ
と

つ
の
思
い
出
や
ご
縁
に
感
謝
す
る
時
間
を

も
つ
こ
と
で
ま
た
春
に
向
け
て
の
活
力
が

湧
い
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、『
春
に
な
っ
た

ら
何
を
し
よ
う
か
？
』
と
自
分
と
相
談
し

な
が
ら
、
新
た
な
わ
く
わ
く
の
種
を
見
つ

け
温
め
る
た
め
の
と
て
も
大
切
な
季
節
で

も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
今
年
も
残
す
と
こ
ろ
あ
と
少
し
。
こ
の

一
年
を
ゆ
っ
く
り
と
振
り
返
り
、
来
年
の

春
に
向
け
て
の
わ
く
わ
く
の
種
探
し
を
し

な
が
ら
、
１
日
１
日
を
大
切
に
丁
寧
に
過

ご
し
て
い
き
た
い
で
す
。

ま
し
た
の
身
近
な
生
き
も
の
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　「
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ
」伊

藤
　
栄
一

　
こ
の
稿
を
読
ま
れ
る
頃
、
暦
の
上
で
は
、

も
う
春
！
　
で
す
が
、
ま
だ
ま
だ
冬
と
い
う

方
が
ふ
さ
わ
し
い
日
々
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
？

　
で
も
、
生
き
も
の
た
ち
は
春
の
準
備
を
始

め
て
い
る
よ
う
で
す
。
森
の
木
々
も
展
葉（
葉

が
開
く
）
に
向
け
て
、
元
気
よ
く
「
水
あ
げ
」

を
お
こ
な
っ
て
い
る
時
期
で
す
。
そ
の
一
例

と
し
て
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ
を
取
り
上
げ
て
み
ま

し
ょ
う
。

　
東
北
地
方
に
は
「
２
月
の
泣
き
イ
タ
ヤ
」
と

い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、幹
に
穴
を
あ

け
る
と
樹
液
が
そ
の
穴
か
ら
あ
ふ
れ
て
く
る

よ
う
で
す
。な
ん
で
幹
に
穴
を
あ
け
る
か
っ
て

言
う
と
、
樹
液
を
採
取
す
る
た
め
で
す
。「
イ

タ
ヤ
カ
エ
デ
の
涙
」
を
採
取
す
る
わ
け
で
す
。

「
涙
を
搾
り
取
る
」
み
た
い
で
チ
ョ
ッ
と
か
わ

い
そ
う
な
気
も
し
ま
す
が
…
…
。

　
こ
の
「
涙
」
い
や
「
樹
液
」
は
甘
い
ん
で

す
！
　
メ
イ
プ
ル
シ
ロ
ッ
プ
を
ご
存
じ
で
す

よ
ね
。メ
イ
プ
ル
シ
ロ
ッ
プ
は
サ
ト
ウ
カ
エ
デ

と
い
う
カ
エ
デ
の
木
の
樹
液
を
煮
詰
め
て
作

り
ま
す
。サ
ト
ウ
カ
エ
デ
の
葉
っ
ぱ
は
カ
ナ
ダ

の
国
旗
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。
サ
ト
ウ
カ

エ
デ
は
、
日
本
に
は
自
生
し
な
い
樹
木
で
す

が
、サ
ト
ウ
カ
エ
デ
の
代
わ
り
に
イ
タ
ヤ
カ
エ

デ
の
甘
い
樹
液
利
用
す
る
地
域
が
あ
り
ま
す
。

　
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ
の
樹
液
の
糖
度
は
、サ
ト
ウ

カ
エ
デ
に
比
べ
る
と
低
い
の
で
、サ
ト
ウ
カ
エ

デ
の
よ
う
に
は
シ
ロ
ッ
プ
が
で
き
な
い
よ
う

で
す
が
、
樹
液
と
し
て
味
わ
っ
て
も
「
甘
い
」

の
で
す
。

　
甘
い
樹
液
を
持
っ
た
の
樹
木
は
他
に
も
あ

り
ま
す
。シ
ラ
カ
バ
の
仲
間
も
そ
の
代
表
と
言

イタヤカエデ葉・その 1

カナダ国旗

え
る
で
し
ょ
う
。
シ
ラ
カ
バ
の
樹
液
に
は
キ

シ
リ
ト
ー
ル
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
シ
ラ
カ

バ
の
仲
間
で
も
ミ
ズ
メ
と
い
う
木
の
樹
液
は

サ
リ
チ
ル
酸
メ
チ
ル
（
サ
ロ
メ
チ
ー
ル
）
臭

（
シ
ッ
プ
の
よ
う
な
に
お
い
）
が
し
ま
す
が
、

や
は
り
甘
い
で
す
。
ダ
ケ
カ
ン
バ
の
樹
液
も

甘
い
の
で
す
が
、
チ
ョ
ッ
と
い
い
匂
い
と
は

言
え
な
い
よ
う
な
臭
い
が
し
て
採
取
を
断
念

し
た
覚
え
が
あ
り
ま
す
。

　
私
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
甘
い
も
の
は

苦
手
な
ほ
う
で
す
が
（
生
き
方
の
「
甘
い
」
の

は
歓
迎
で
す
け
ど
）、
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ
や
ミ
ズ

メ
の
甘
い
樹
液
は
結
構
好
き
で
す
。
で
も
、樹

液
を
採
取
し
よ
う
と
思
う
と
、
木
の
幹
に
穴

を
あ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
穴
を
あ
け

た
木
は
、
そ
の
穴
か
ら
腐
朽
菌
が
侵
入
し
た

り
す
る
の
で
、
後
々
、
木
材
と
し
て
利
用
し

よ
う
と
す
る
と
、
思
わ
ぬ
「
腐
れ
」
や
「
変

色
」
の
原
因
に
な
り
そ
う
で
す
し
、
枯
死
の

原
因
に
も
繋
が
り
か
ね
ま
せ
ん
の
で
、
配
慮

が
必
要
で
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
人
の
山
で
勝
手
に
穴
を
あ
け

る
。な
ん
て
こ
と
は
ア
ウ
ト
で
す
か
ら
ね
。本

当
の
「
泣
き
」
を
見
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ま

せ
ん
か
ら
！

イタヤカエデ葉・その２

〒502-0035 岐阜市長良南陽町３丁目７-１ プレジール203
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一
、
焚
き
湯
・
沸
か
し
湯 

…
…
「
わ
か
し
温
泉
」

　
益
田
の
鉱
泉
と
い
う
テ
ー
マ
で
話
を
し
て
い

ま
す
。
前
回
、
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
「
飛
騨

国
中
案
内
」
の
中
に
当
時
の
温
泉
と
そ
の
利
用

の
仕
方
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

前
回
の
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
飛
騨
と

り
わ
け
益
田
の
温
泉
と
湯
治
と
の
関
わ
り
を

考
え
る
上
で
と
て
も
興
味
深
い
記
述
な
の
で

現
代
文
に
な
お
し
て
紹
介
し
ま
す
。

◆
《
塩
蔵
温
泉
》
池
ヶ
洞
村
（
旧
高
根
村
）

の
塩
蔵
と
い
う
所
に
温
泉
が
あ
る
。
能よ

き
湯

（
身
体
に
よ
い
。
効
能
が
優
れ
て
い
る
）
だ
が
、

そ
の
ま
ま
で
は
ぬ
る
い
の
で
（
薪
風
呂
）
に

汲
み
入
れ
て
焼
き
入
れ
て
（
わ
か
し
て
）
入

る
と
具
合
が
良
い
（
と
て
も
身
体
に
良
い
）。

◆
《
鉱
泉
》
湯
屋
村
（
旧
小
坂
町
）
に
温
泉

が
あ
る
。
効
能
が
優
れ
て
い
い
湯
で
あ
る
。

薪
風
呂
に
温
泉
を
入
れ
わ
か
し
湯
に
し
て
利

用
し
て
い
る
。

◆
《
鉱
泉
》
蛇
之
尾
村
（
旧
下
呂
町
）
の
笹
ヶ

峠
を
登
っ
て
右
側
の
洞
谷
の
際
に
温
泉
が
あ

る
。
こ
こ
の
温
泉
は
、
据す
え

風ぶ

呂ろ

に
汲
み
入
れ

て
わ
か
し
（
焼
き
入
れ
）
利
用
し
て
い
る
が

世
間
に
広
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。
地
元
の
村

ま
し
た
の
温
泉
物
語

飛
騨
地
学
研
究
会
　
下
畑
　
五
夫

〈
第
三
十
五
回
〉
益
田
の
冷
鉱
泉
に
つ
い
て
（
そ
の
二
）

　
　
　
　
　
～
わ
か
し
温
泉
の
移
り
変
わ
り
～

図１　わかし温泉の旧郡別箇所数の移り変わり

図２　わかし温泉の旧郡別箇所数比率の移り変わり

人
で
な
け
れ
ば
知
ら
な
い
よ
う
だ
。

◆
《
和
佐
ノ
鉱
泉
》
和
佐
村
（
旧
下
呂
町
）

の
川
端
に
温
泉
が
一
カ
所
あ
る
。
汲
み
上
げ

て
風
呂
に
入
れ
わ
か
し
て
入
っ
て
い
る
。
こ

の
場
所
を
字
湯
屋
と
い
う
。

と
あ
り
、
そ
の
ま
ま
入
る
の
に
は
冷
た
い
も

し
く
は
温ぬ
る
い
温
泉
を
加
温
し
て
、
具
体
的
に

は
、
薪
を
燃
や
し
て
わ
か
し
、
入
浴
に
適
し

た
温
度
に
し
て
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
温
泉
は
、
沸
か
し
湯
（
焚

き
湯
）
に
し
て
浸
か
る
こ
と
で
、
身
心
の
健

康
を
取
り
戻
し
て
く
れ
る
力
を
持
っ
た
泉
す

な
わ
ち
療
養
（
湯
治
）
温
泉
と
し
て
当
時
の

人
々
に
利
用
さ
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。
い

う
な
ら
ば
薪
の
力
を
利
用
し
た
「
わ
か
し
温

泉
」
で
す
。
わ
か
し
温
泉
は
、
戦
前
の
分
類

で
い
え
ば
鉱
泉
（
体
温
よ
り
低
く
様
々
な
成

分
を
含
む
）
に
当
た
る
と
思
い
ま
す
。
ち
な

み
に
体
温
よ
り
高
い
の
を
温
泉
と
い
っ
て
区

分
し
て
い
ま
し
た
。
本
稿
で
は
、
薪
の
力
に

注
目
し
て
あ
え
て
「
わ
か
し
温
泉
」
と
呼
ぶ

こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
益
田
郡
内
に
は
、
病
気
や
そ
の
予
防
あ
る

い
は
休
養
を
目
的
と
し
利
用
さ
れ
て
い
た
療

養
泉
は
、
下
呂
温
泉
以
外
は
全
て
「
わ
か
し

温
泉
」
で
し
た
。

二
　
わ
か
し
温
泉
の
泉
温

　
江
戸
時
代
の
中
頃
に
か
か
れ
た
「
飛
騨
国

中
案
内
」
よ
り
百
五
十
年
以
上
も
た
っ
た
明

治
初
め
の
「
斐
太
後
風
土
記
」、
さ
ら
に
は
明

治
終
わ
り
頃
の
「
飛
騨
山
川
」、
昭
和
初
期
の

「
日
本
に
名
所
が
又
一
つ
ー
下
呂
温
泉
と
飛
騨

案
内
ー
」
等
を
読
ん
で
み
ま
し
た
。
な
お
こ

れ
ら
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
２
０
１
６
年
発

行
の
「
ま
し
た
む
ら
」
の
№
45
、
46
、
47
で
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も
紹
介
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
七
年

も
た
っ
た
と
は
…
…
光
陰
矢
の
如
し
…
…
で

す
ね
。

（
１
）『
斐
太
後
風
土
記
』
に
は
、
次
の
よ
う

に
「
温
湯
」「
温ぬ
る
き
湯ゆ

」「
温
泉
」
と
泉
温
に

よ
り
三
つ
に
分
類
し
簡
単
に
記
述
し
て
あ
り

ま
す
。
お
そ
ら
く
泉
温
に
よ
っ
て
分
け
た
と

思
わ
れ
ま
す

◆
温
湯

【
平
湯
温
湯
】
吉
城
郡
平
湯
村
字
浴あ
ん
場ば

山
下
に

あ
り
。（
旧
上
宝
村
）

【
山
伏
温
湯
】　
同

【
蒲
田
温
湯
】
神
坂
枝
村
（
旧
上
宝
村
）
蒲
田

岩
下
に
あ
り
。（
旧
上
宝
村
）

【
湯
迫
温
湯
】
同
村
山
内
字
湯ゆ
の
迫さ
こ
に
沸
出
。（
旧

上
宝
村
）

【
下
呂
温
湯
】
湯
島
村
下
益
田
川
岸
（
旧
下
呂

町
）

【
濁
河
温
湯
】
落
合
村
山
内
字
濁
河
に
あ
り
。

（
旧
小
坂
町
）

◆
温ぬ
る
き
湯ゆ

（
注
　『
き
』
は
口
偏
に
敦
）

【
塩し
お

澤ざ
わ

小
温
湯
】
池
ヶ
洞
支
村
塩
澤
に
湧
出
。

（
旧
高
根
村
）　

【
塩
澤
小
温
湯
】
野
麦
村
山
内
塩
澤
に
湧
出
。

（
旧
高
根
村
）

◆
温
泉

【
小
坂
温
泉
】
湯
屋
村
字
桃
原
に
湧
出
。（
旧

小
坂
町
）

【
宮
村
温
泉
】宮
支
村
湯
屋
に
湧
出
。（
旧
宮
村
）

【
上う
わ

野の

温
泉
】
三
福
寺
支
村
上
野
に
湧
出
。（
旧

高
山
市
）

【
乗
政
温
泉
】
乗
政
村
字
湯
屋
に
湧
出
。（
旧

下
呂
町
）

【
和
佐
温
泉
】
和
佐
村
字
湯
屋
に
湧
出
。（
旧

下
呂
町
）

　
と
あ
り
、「
温
湯
」
が
普
通
温
泉
（
34
℃
以

上
42
℃
未
満
）や
高
温
泉（
42
℃
以
上
）に
、「
温

き
湯
」が
低
温
泉（
25
℃
以
上
34
℃
未
満
）、「
温

泉
」
が
冷
鉱
泉
（
25
℃
未
満
）
に
相
当
す
る

と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
う
ち「
温
き
湯
」と「
温

泉
」
が
「
わ
か
し
温
泉
」
に
し
て
利
用
さ
れ

て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　
わ
か
し
温
泉
は
、
旧
益
田
郡
に
五
カ
所
、

旧
大
野
郡
に
二
カ
所
で
、
旧
益
田
郡
に
多
く

み
ら
れ
ま
す
。
前
回
も
触
れ
ま
し
た
が
旧
高

根
村
と
旧
朝
日
村
の
全
域
及
び
旧
久
々
野
町

の
益
田
川
沿
い
の
一
部
は
、
か
つ
て
は
益
田

郡
に
属
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
「
ま
し
た
の

温
泉
物
語
」
で
は
旧
の
郡
区
分
で
話
し
を
進

め
て
い
ま
す
。「
か
つ
て
」
と
い
ま
し
た
が
、

高
根
村
な
ど
が
益
田
郡
か
ら
大
野
郡
に
編
入

さ
れ
た
の
は
な
ん
と
昭
和
二
十
五
年
の
こ
と

で
す
。
私
が
生
ま
れ
て
か
ら
間
も
な
い
時
と

い
う
こ
と
で
び
っ
く
り
。「
ま
し
た
」
の
人
達

に
と
っ
て
は
何
を
び
っ
く
り
し
と
る
ん
や
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
が
…
…
。

（
２
）「
飛
騨
山
川
」
に
は
益
田
郡
の
冷
泉
と

し
て
【
桃
原
冷
泉
】
炭
酸
泉
五
十
二
度
、
乗

政
冷
泉
（
炭
酸
泉
五
十
七
度
）
の
二
カ
所
に

つ
い
て
泉
温
（
華
氏
）
と
と
も
に
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
な
お
、
当
時
は
、
温
度
の
単
位
が
、

現
在
の
摂
氏
（
℃
）
で
は
な
く
華
氏
（
℉
）

を
使
用
し
て
い
ま
し
た
。
な
み
に
こ
の
華
氏

（
℉
）
を
摂
氏
（
℃
）
に
換
算
す
る
と
桃
原

冷
泉
が
約
11
℃
、
乗
政
冷
泉
が
14
℃
に
な
り

ま
す
。

（
３
）
さ
ら
に
「
日
本
に
名
所
が
又
一
つ—

下

呂
温
泉
と
飛
騨
案
内—

」
に
は
、
益
田
郡
内

十
一
カ
所
の
温
泉
・
冷
泉
を
紹
介
し
て
い
ま

す
。「
わ
か
し
温
泉
」
に
し
た
と
思
わ
れ
る
温

泉
は
次
の
通
り
で
す
。（ 

）
内
は
、
摂
氏
温
度

で
す
。

【
和
佐
冷
泉
】
中
原
村
和
佐
。
単
純
泉
。

五
十
七
度
（
14
℃
）。
痔
疾
・
痳
病
・
胃
腸
病
・

脚
気
・
中
風
・
婦
人
病
等
に
よ
い
。

【
乗
政
冷
泉
】
竹
原
村
乗
政
。
炭
酸
泉
。

五
十
七
度
（
14
℃
）。
胃
腸
病
・
婦
人
病
・
貧

血
等
に
よ
い
。
飲
用
可
。
宿
二
軒
あ
り
。

【
落
合
冷
泉
】
小
坂
町
落
合
。
炭
酸
泉
。

【
桃
原
冷
泉
】
小
坂
町
湯
屋
。
炭
酸
泉
、
胃

腸
病
に
効
く
。
五
十
二
度
（
11.

２
℃
）。

俗
に
「
小
坂
の
湯
」
と
い
っ
て
有
名
で
あ
る
。

【
下
島
冷
泉
】
白
濁
冷
泉
。
腺
病
質
・
皮
膚
病

に
よ
い
。

【
赤
ソ
ブ
温
泉
】
高
根
村
上
ヶ
洞
赤
ソ
ブ
御

料
地
内
に
湧
出
。
炭
酸
鉄
鉱
泉
、
八
十
三
度

（
28.

５
）。
胃
腸
病
・
浮
腫
・
癪
・
疝
気
・

貧
血
に
き
く
。

【
塩
本
冷
泉
】
高
根
村
中
洞
字
塩
本
。
炭
酸
鉄

鉱
冷
泉
、
温
度
不
明
。

【
塩
澤
温
泉
】
高
根
村
上
ヶ
洞
の
北
池
ヶ
洞

山
中
。
炭
酸
泉
、
茶
褐
色
少
々
鹹
味
あ
り
。

九
十
五
度
（
約
35
℃
）。

【
池
ヶ
洞
温
泉
】
高
根
村
池
ヶ
洞
山
中
。
炭
酸

泉
、
九
十
三
度
（
34
℃
）

  

以
上
の
よ
う
に
九
カ
所
の
わ
か
し
温
泉
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
全
て
旧
益
田
郡
内
で
す
。

三
、「
わ
か
し
温
泉
」
箇
所
数
の
移
り
変
わ
り

　
明
治
の
初
期
の
「
斐
太
後
風
土
記
」、「
飛

騨
山
川
」「
日
本
に
名
所
が
又
一
つ—

下
呂
温

泉
と
飛
騨
案
内—
」
に
記
さ
れ
た
わ
か
し
温

泉
の
旧
郡
別
の
箇
所
数
お
よ
び
比
率
と
の
移

り
変
わ
り
を
グ
ラ
フ
（
図
１
・
図
２
）
に
し

て
み
ま
し
た
。

　
こ
の
二
つ
の
グ
ラ
フ
を
見
る
と
い
わ
ゆ
る

「
わ
か
し
温
泉
」
の
箇
所
数
は
、
旧
益
田
郡
内

に
多
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
特
に
、
明
治

初
期
以
前
（
江
戸
時
代
）
は
ほ
と
ん
ど
が
旧

益
田
郡
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
幕
藩

体
制
が
崩
壊
し
明
治
に
な
っ
て
か
ら
一
時
期
、

わ
か
し
温
泉
箇
所
数
お
よ
び
郡
別
比
率
共
に

減
少
し
ま
す
が
、
そ
の
後
昭
和
初
期
に
か
け

増
加
に
転
じ
て
い
ま
す
。
な
お
一
貫
し
て
旧

吉
城
郡
内
は
〇
～
一
カ
所
と
際
だ
っ
て
少
な

く
推
移
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
江
戸
時
代
か
ら
昭
和
に
至
る

間
の
林
業
の
盛
衰
と
密
接
な
関
係
が
あ
る

と
思
っ
て
い
ま
す
。
旧
益
田
郡
は
、
江
戸

時
代
は
林
業
が
基
幹
産
業
で
し
た
。
特
に

幕
府
領
時
代
は
、
山
林
は
幕
府
の
御お

林は
や
し

山や
ま

と
し
て
厳
し
く
管
理
さ
れ
、
盛
ん
に
伐
り

出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
益
田
川
水
系
を

利
用
し
て
川
流
し
さ
れ
、
江
戸
の
深
川
へ

と
運
び
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
御
嶽
山
を

水
源
と
す
る
益
田
川
水
系
の
地
域
は
、
林

業
が
基
幹
産
業
の
地
域
で
あ
り
、
こ
の
地

域
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
旧
益
田
郡
域
に

な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

四
、
山
仕
事
を
癒
や
し
て
く
れ
た
「
わ
か
し

温
泉
」

　
今
の
よ
う
に
重
機
の
な
い
時
代
の
山
仕
事

は
、
か
な
り
の
重
労
働
で
し
た
。
私
も
子
供

の
頃
父
親
に
連
れ
ら
れ
「
ず
た
び
き
」（
切
り

倒
し
た
材
の
枝
を
払
い
、「
と
き
ん
」
を
ま
わ

し
て
麓
ま
で
引
き
ず
り
出
す
仕
事
）
な
ど
、

つ
ら
い
山
仕
事
の
一
部
を
経
験
し
て
い
ま
す
。

父
親
の
「
山
へ
行
く
ぞ
」
は
、
重
労
働
の
始

ま
り
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
が
、「
嫌
や
行
か

ん
」
等
と
い
う
選
択
肢
は
皆
無
で
し
た
。
昭

和
時
代
で
す
ね
。
　

　
と
も
あ
れ
、
か
つ
て
は
山
仕
事
で
疲
れ
た

り
傷
つ
い
た
身
体
を
癒
や
す
た
め
に
も
近
く

に
あ
る
「
わ
か
し
温
泉
」
は
、
無
く
て
は
な

ら
な
い
貴
重
な
存
在
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
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野
生
動
物
に
思
う
こ
と
な
ど

岐
阜
県
博
物
館
協
会
顧
問
　
小
野
木
　
三
郎

　
昨
秋
（
令
和
５
年
）
は
、
ツ
キ
ノ
ワ

グ
マ
の
人
里
へ
の
出
没
が
多
く
、
特
に

東
北
の
青
森
県
や
秋
田
県
で
は
、
異
常

に
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
幸
い
な
こ
と

に
山
国
飛
驒
で
は
、
殺
傷
事
件
は
無
く
、

鈴
蘭
高
原
の
西
洞
川
沿
い
で
、
傷
害
事

件
が
あ
り
新
聞
で
報
道
さ
れ
ま
し
た
。

新
聞
記
事
に
よ
る
と
、
１
ｍ
程
の
ク
マ

に
襲
わ
れ
た
男
性
が
、
軽
い
怪
我
を
し

た
と
い
う
事
実
の
み
が
読
み
取
れ
ま
し

た
。
私
は
、
こ
う
し
た
ク
マ
の
傷
害
事

件
報
道
に
接
す
る
度
に
、「
襲
う
」
と
は
、

い
っ
た
い
ど
う
い
う
行
動
な
の
か
と
考

え
込
ん
で
し
ま
い
ま
す
。「
襲
い
か
か

る
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
当
人
の
主
体

的
意
志
が
入
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
熊

は
ヒ
ト
の
姿
を
見
た
ら
積
極
的
に
進
ん

で
襲
っ
て
く
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　
先
の
高
山
市
秋
神
、
西
洞
川
沿
い
の
実

態
は
、
よ
く
聞
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
そ

の
男
性
と
は
猟
師
の
方
で
、
ク
マ
捕
獲
の

オ
リ
を
見
回
り
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
オ
リ

に
捕
獲
さ
れ
た
ク
マ
が
、
怒
り
狂
っ
て
い

た
と
の
こ
と
で
し
た
が
、
オ
リ
の
近
く
に

居
た
も
う
一
頭
の
ク
マ
に
出
会
い
、
怪
我

さ
せ
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。
ひ
ょ
っ

と
す
る
と
オ
リ
の
中
が
奥
さ
ん
熊
で
、
近

く
に
い
た
の
は
、
助
け
に
来
て
い
た
雄
熊
、

つ
ま
り
ご
主
人
様
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
な
ら
ば
、
不
幸
な
出
会
い
の
突
発
事

ニホンカモシカの兄弟か親子か

故
で
軽
い
怪
我
を
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ

て
、
熊
が
進
ん
で
主
体
的
に
猟
師
の
ヒ
ト

を
「
襲
っ
た
」
と
い
う
表
現
は
、
真
実
で

は
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
も
う
10
年
余
も
以
前
の
こ
と
で
す
が
、

乗
鞍
岳
畳
平
駐
車
場
で
、「
熊
８
人
を
襲
う
」

と
報
道
さ
れ
た
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。
便

所
か
ら
出
て
、
魔
王
園
地
へ
登
ろ
う
と
し

た
観
光
客
が
、
熊
と
出
会
い
怪
我
し
ま
し

た
。
近
く
の
事
務
所
へ
入
り
込
ん
だ
の
で
、

自
家
用
車
で
入
口
を
封
鎖
し
た
と
こ
ろ
、

窓
を
破
っ
て
外
に
出
た
熊
に
、
駐
車
場
周

辺
の
売
店
従
業
員
な
ど
、
関
係
者
が
様
々

な
武
器
？
を
手
に
し
て
熊
と
格
闘
、
次
々

と
７
人
も
の
人
々
が
傷
つ
き
ま
し
た
。
売

店
の
建
物
へ
入
り
込
ん
だ
熊
は
、
シ
ャ
ッ

タ
ー
が
閉
じ
ら
れ
、
駆
け
付
け
た
猟
師
に

よ
っ
て
射
殺
さ
れ
一
件
落
着
で
し
た
。
こ

の
出
来
事
は
、
熊
が
人
間
８
人
を
襲
っ
た

の
が
真
実
で
し
ょ
う
か
。

　
関
係
者
以
外
で
怪
我
し
た
の
は
、
最
初

の
階
段
で
熊
と
出
会
っ
た
観
光
客
一
人
だ

け
で
し
た
が
、
こ
こ
で
ヒ
ト
に
怪
我
さ
せ

た
熊
は
、
そ
れ
以
前
の
行
動
な
り
、
ど
こ

か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
や
っ
て
来
て
事
件

を
起
こ
し
た
か
が
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
結
論
を
い
え
ば
、
桔
梗
ヶ
原
の
一

直
線
の
車
道
。
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
で
、
観
光

バ
ス
と
衝
突
し
て
パ
ニ
ッ
ク
に
な
り
、
車

道
を
横
断
し
て
い
る
熊
の
写
真
が
出
て
来

た
り
し
て
、
そ
の
熊
が
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に

も
首
を
突
込
み
、
一
層
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に

な
っ
て
走
っ
て
行
っ
た
所
が
、
便
所
の
裏

で
、
第
一
の
衝
突
と
な
っ
た
経
緯
が
判
明

し
た
の
で
し
た
。
サ
テ
、
皆
さ
ん
が
こ
の

熊
の
立
場
に
な
っ
て
考
え
て
み
て
下
さ

い
。
次
々
と
、
畳
平
で
人
間
８
人
を
襲
っ

た
！
　
と
い
う
表
現
は
正
し
い
日
本
語
文

章
と
い
え
る
で
し
ょ
う
か
。
猛
獣
・
害
獣

と
い
う
の
は
、
人
間
の
身
勝
手
な
呼
び
名

で
し
ょ
う
。
多
様
性
に
富
ん
だ
自
然
の
生

態
系
の
中
に
、
害
な
る
生
き
物
は
一
つ
も

い
な
い
は
ず
で
す
。
害
獣
、害
虫
と
は
、「
人

間
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
獣
、
虫
で
あ
る
」

と
い
う
の
が
正
し
い
表
現
で
し
ょ
う
。
害

獣
は
い
な
く
て
、
い
る
の
は
害
人
だ
け
の

よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
で
ほ
ん
の
近
い
過
去

に
、「
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
騒
動
」
が
世
間

を
賑
わ
せ
ま
し
た
が
ご
存
知
で
し
ょ
う

か
。
旧
小
坂
町
、
現
下
呂
市
が
そ
の
発
祥

の
地
で
し
た
。

　
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
は
、
日
本
の
特
別

天
然
記
念
物
で
、
大
切
に
保
護
さ
れ
る

べ
き
動
物
で
し
た
。
私
が
御
嶽
山
通
い

を
始
め
た
昭
和
三
十
年
代
後
半
は
、
拡

大
造
林
の
盛
ん
な
時
で
、
原
生
林
を
皆
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伐
し
、
ヒ
ノ
キ
や
ス
ギ
の
一
斉
人
工
林

が
進
ん
で
い
ま
し
た
。
植
林
し
た
ヒ
ノ

キ
の
苗
木
を
、
カ
モ
シ
カ
が
食
べ
て
し

ま
う
と
い
っ
た
「
食
害
問
題
」
が
起
こ
り
、

カ
モ
シ
カ
が
悪
者
扱
い
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
し
た
。
現
実
に
は
、
林
業

一
本
で
生
計
を
立
て
て
い
る
純
粋
な
林

業
農
家
は
皆
無
か
も
し
れ
な
い
の
に
、

植
林
地
が
カ
モ
シ
カ
の
食
害
被
害
に
会

い
、
生
き
て
は
い
け
な
い
と
悲
観
し
て

自
殺
し
た
方
が
あ
る
な
ど
と
報
道
さ
れ

た
り
、
国
か
ら
の
「
現
状
変
更
」
と
い

う
条
件
を
口
実
に
、
特
別
天
然
記
念
物

指
定
種
で
あ
る
ま
ま
で
銃
殺
さ
れ
た
り
、

世
間
で
話
題
に
事
欠
か
な
か
っ
た
の
で

し
た
。

　
私
た
ち
自
然
保
護
派
、
カ
モ
シ
カ
と
の

共
生
を
願
う
団
体
で
は
、
苗
木
の
食
害
を

科
学
的
に
防
ぐ
方
途
と
し
て
、
植
林
地
周

辺
を
電
牧
柵
で
か
こ
っ
た
り
し
た
の
で
し

た
。
旧
小
坂
町
内
の
山
地
で
試
験
的
に
実

施
し
た
の
で
し
た
が
、
当
時
そ
の
山
持
ち

主
は
、「
わ
た
し
ゃ
カ
モ
シ
カ
は
幻
の
大
型

哺
乳
動
物
で
、
遠
い
ア
フ
リ
カ
に
い
る
も

の
ぐ
ら
い
に
思
っ
て
い
た
ヨ
。
そ
れ
が
ど

う
じ
ゃ
。
家
の
裏
山
を
ヒ
ノ
キ
の
植
林
に

し
た
ら
、
窓
か
ら
見
え
る
よ
う
に
カ
モ
シ

カ
が
居
る
ん
だ
も
の
」
と
い
っ
た
程
度
の

話
だ
っ
た
の
が
実
体
で
し
た
。
あ
れ
か
ら

40
～
50
年
、
時
は
流
れ
て
今
は
ど
う
で
す

か
。
高
山
市
の
旧
市
街
地
の
端
に
住
ん
で

い
る
私
が
、
台
所
で
夕
食
に
ビ
ー
ル
を
飲

ん
で
い
る
と
、
窓
の
す
ぐ
真
下
を
、
大
き

な
秋
田
犬
が
通
る
？
　
…
…
と
思
っ
た
ら
、

よ
く
見
る
と
何
と
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
で
し

た
。
そ
れ
く
ら
い
人
里
周
辺
に
出
没
が
多

い
の
に
、
近
年
は
「
食
害
」
問
題
は
少
し

も
話
題
に
も
上
が
ら
な
い
の
は
ど
う
し
た

こ
と
だ
ろ
う
か
。
も
早
や
林
業
は
、
業
と

し
て
成
り
立
っ
て
い
な
い
の
が
現
実
な
の

で
し
ょ
う
か
。

　
猿
、
サ
ル
、
さ
る
、
去
る
、
か
と
思
い

き
や
、
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
同
様
ニ
ホ
ン
ザ

ル
も
、
去
る
ど
こ
ろ
か
ど
ん
ど
ん
人
里
に

出
没
し
て
い
る
よ
う
で
す
。「
猿
害
」
に

つ
い
て
思
い
出
す
こ
と
は
、
も
う
30
年
余

も
昔
の
こ
と
で
す
が
、
野
麦
集
落
の
ご
老

人
が
訪
ね
て
来
ら
れ
、「
納
屋
に
ま
で
猿

が
入
り
込
ん
で
、
農
産
物
を
食
べ
て
し
ま

う
の
で
困
っ
て
い
る
。
ど
う
し
た
ら
い
い

の
で
し
ょ
う
か
？
」
と
い
う
相
談
で
し

た
。
問
わ
れ
て
も
、
私
に
妙
案
が
あ
る
訳

が
あ
り
ま
せ
ん
。
苦
し
ま
ぐ
れ
の
回
答
は
、

「
マ
ァ
ー
、
集
落
周
辺
の
里
山
一
帯
に
、
ぐ

る
り
一
周
、
ク
リ
、
カ
キ
、
リ
ン
ゴ
、
モ

モ
等
々
の
果
樹
を
植
え
て
、
そ
こ
で
猿
が

止
ま
る
の
を
期
待
、
集
落
ま
で
や
っ
て
来

な
い
よ
う
に
防
波
堤
を
作
る
こ
と
、
ぐ
ら

い
だ
ネ
」
で
し
た
。
そ
う
い
え
ば
今
日
の

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
、
サ
ル
、
カ
モ
シ
カ
、
イ

ノ
シ
シ
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
等
々
、
野
生
動
物

と
人
間
と
の
衝
突
が
多
い
の
は
、
各
地
の

山
村
で
過
疎
化
が
進
み
、
人
里
が
動
物
の

餌
場
化
し
て
い
る
こ
と
に
も
一
因
が
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

 

「
猿
害
」
で
イ
メ
ー
ジ
の
悪
い
存
在
の
ニ

ホ
ン
ザ
ル
で
す
が
、
そ
の
日
本
で
の
生

息
の
正
し
い
価
値
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ

な
い
よ
う
で
す
。
よ
く
考
え
て
も
み
て

下
さ
い
。
ゴ
リ
ラ
、オ
ー
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
、

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
、
マ
ン
ト
ヒ
ヒ
、
ハ
ヌ

マ
ン
ラ
ン
グ
ー
ル
等
々
、
ヒ
ト
に
近
い

霊
長
類
、
い
わ
ゆ
る
サ
ル
の
仲
間
は
、

ほ
と
ん
ど
が
赤
道
直
下
に
し
か
生
息
し

て
い
ま
せ
ん
。
日
本
列
島
の
サ
ル
は
、

正
に
世
界
の
最
北
端
に
生
息
す
る
貴
重

な
サ
ル
で
す
。
青
森
県
下
北
半
島
に
生

き
る
サ
ル
の
集
団
は
、
冬
、
雪
の
舞
う

厳
寒
の
地
に
、
た
く
ま
し
く
生
活
し
て

い
る
「
か
け
が
え
も
な
く
貴
重
な
自
然

の
宝
物
」
で
す
。
い
わ
ゆ
る
先
進
文
明

地
と
称
せ
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン

ス
、
ド
イ
ツ
の
他
や
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、

カ
ナ
ダ
等
々
の
欧
米
に
は
サ
ル
類
は
生

息
し
て
い
ま
せ
ん
。
生
物
多
様
性
の
ホ
ッ

ト
・
ス
ポ
ッ
ト
が
ユ
ネ
ス
コ
に
よ
り
世

界
各
地
で
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
亜
熱
帯
、
熱
帯
地
方
ば

か
り
の
な
か
で
、
北
の
温
帯
に
属
す
る

日
本
列
島
が
唯
一
指
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
動

物
相
、
植
物
相
の
多
様
さ
が
豊
か
な
地

域
で
あ
り
、
絶
滅
生
物
が
注
目
さ
れ
る

ホ
ッ
ト
・
ス
ポ
ッ
ト
日
本
列
島
、
サ
ル

学
の
先
進
国
日
本
。
反
省
を
サ
ル
ば
か

り
に
任
せ
な
い
で
、
ヒ
ト
も
赤
っ
恥
を

か
か
な
い
よ
う
、
環
境
保
全
に
務
め
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

雄の老猿、集団を離れたものか？
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一
枚
の
写
真

　
昭
和
の
居
住
ま
い
、
佇
ま
い
（
そ
の
９
）

古
田
　
佳よ
し

穂ほ

　
昭
和
四
十
五
年
四
月
、
金
山
ま
つ
り
で

の
一
コ
マ
で
す
。
筆
者
、
初
の
顔
出
し
写

真
で
す
。
天
気
の
良
い
日
で
暑
か
っ
た
の

で
し
ょ
う
ね
。
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
頬
張

り
、
足
元
は
素
足
、
脱
い
だ
足
袋
が
右
端

石
段
上
に
見
え
ま
す
。
決
し
て
七
五
三
参

り
の
写
真
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
し

た
よ
ね
。
あ
の
頃
お
祭
り
や
お
正
月
に
晴

れ
着
、
着
物
を
着
て
出
掛
け
た
の
で
す
よ

ね
。
欧
米
化
が
急
速
に
進
ん
で
い
た
も
の

の
、
ま
だ
ま
だ
晴
れ
着
を
着
る
風
習
は
あ

り
ま
し
た
。

　
一
体
い
つ
頃
か
ら
こ
の
雅
な
風
習
も
失

わ
れ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
着
物
を

着
る
の
は
確
か
に
大
変
で
す
。
面
倒
で
す
。

し
か
し
こ
の
面
倒
さ
が
着
物
を
着
た
時
の

美
し
さ
に
繋
が
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
が
。

　
小
学
生
だ
っ
た
頃
、
金
山
町
に
も
ま
だ

ま
だ
養
蚕
を
し
て
い
る
家
は
い
く
つ
も
あ

り
お
蚕
さ
ん
を
家
で
観
察
す
る
宿
題
が

あ
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
繭
玉
を
沸
騰

し
た
湯
に
入
れ
糸
を
引
く
糸
引
き
の
仕
事

を
見
せ
て
頂
い
た
時
の
、
匂
い
は
今
も
記

憶
に
あ
り
ま
す
。
お
蚕
さ
ん
を
育
て
繭
玉

を
作
り
糸
を
取
り
絹
を
作
り
、
そ
こ
か
ら

ま
だ
ま
だ
一
反
の
着
物
地
に
な
る
ま
で
に

は
か
な
り
の
時
間
と
人
の
手
が
関
わ
っ
て

い
ま
す
。
そ
う
し
て
で
き
た
着
物
が
見
た

目
の
美
し
さ
だ
け
で
な
く
身
体
に
も
優
し

く
素
材
と
し
て
も
最
高
の
品
質
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
着
る
の
も
面
倒
、
そ
し
て
高
価
な
物
と

な
れ
ば
、
着
物
離
れ
は
続
く
ば
か
り
で
す

が
、
唯
一
無
二
の
こ
の
衣
装
、
日
本
人
と

し
て
い
つ
ま
で
も
大
切
に
し
た
い
で
す
。

こ
れ
は
理
屈
抜
き
に
日
本
が
世
界
に
誇
れ

る
最
高
の
民
族
衣
装
で
あ
り
、
最
高
芸
術

品
だ
と
声
を
大
に
し
て
言
い
た
い
で
す
。
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考
古
学
夜
話 

ー
学
習
割
ポ
ウ
講
義
録
ー
そ
の
十
五

安
楽
亭
呑
助

　
九
時
過
ぎ
…
…
僧
衣
姿
の
お
坊
様
が
一
人

が
入
っ
て
来
る
。
何
か
の
帰
り
か
。
た
ま
に

み
え
る
方
だ
。

 

「
亭
主
、
い
つ
も
の
を
頼
む
」

 

「
え
？
、
あ
あ
日
本
酒
で
す
ね
」

 

「
い
や
、
般
若
湯
じ
ゃ
」

 

「
ハ
ン
ニ
ヤ
…
…
あ
あ
そ
う
で
し
た
。
で
、

冷
で
？
」

 

「
般
若
湯
だ
か
ら
燗
に
き
ま
っ
と
る
」

 

「
ご
も
っ
と
も
…
…
（
面
倒
く
さ
い
人
だ
ね
）

で
、
肴
は
？
」

 

「
生
臭
は
い
か
ん
。
赤
豆
腐
に
天
蓋
を
頼
む
」

 

「
ハ
ハ
ハ
、
ま
ぐ
ろ
に
タ
コ
の
刺
身
で
す
ね
。

ハ
イ
ハ
イ
。（
面
白
い
人
だ
…
…
）」

　
お
坊
さ
ん
が
帰
っ
た
後
で
、
カ
ウ
ン
タ
ー

の
隅
に
い
た
兄
ち
ゃ
ん
が
口
を
き
く
。

 

「
大
将
、
テ
ン
ガ
イ
っ
て
、
何
で
タ
コ
な
の
？
」

 

「
あ
あ
、
あ
れ
か
。
仏
像
の
上
に
か
ざ
す
衣

笠
が
、
タ
コ
に
似
て
る
か
ら
や
ろ
。
陰
語
っ

て
や
つ
。
寺
で
は
肉
・
魚
は
大
っ
ぴ
ら
に
は

言
え
な
い
か
ら
、
別
の
言
葉
を
使
う
」「
フ
ー

ン
、
赤
ド
ー
フ
か
…
…
フ
フ
…
…
」「
ボ
タ
ン

や
サ
ク
ラ
、
モ
ミ
ジ
も
、
猪
・
馬
・
鹿
の
肉

を
指
す
一
種
の
陰
語
と
も
言
え
る
。
ド
ジ
ョ

ウ
鍋
は
踊
子
だ
っ
て
」「
ハ
ハ
ハ
」

 

「
精
進
料
理
で
は
豆
腐
で
肉
の
代
り
の
も
の

を
作
る
。
雁
擬
（
ガ
ン
モ
ド
キ
）
や
擬
製
豆

腐
（
ギ
セ
イ
ド
ウ
フ
）、
茄
子
の
鴫
焼
（
シ
ギ

ヤ
キ
）
な
ん
か
、
鳥
肉
を
食
べ
て
る
よ
う
な

気
に
な
る
な
。
ウ
ナ
ギ
の
蒲
焼
も
そ
っ
く
り

に
作
れ
る
ん
だ
」「
何
か
、い
じ
ま
し
い
ね
」「
坊

さ
ん
だ
っ
て
肉
・
魚
を
食
べ
た
い
と
思
う
や

ろ
。
だ
か
ら
モ
ド
キ
で
我
慢
し
た
り
、
陰
語

を
使
っ
て
酒
も
飲
む
、
魚
も
食
べ
る
」

 

「
な
る
ほ
ど
、
坊
さ
ん
っ
て
い
い
商
売
だ
ね
」

 

「
ま
、
そ
う
で
も
な
い
や
ろ
う
け
ど
。
ワ
シ

の
伯
母
さ
ん
も
寺
に
嫁
い
だ
か
ら
、
良
く
わ

か
る
。
大
変
な
仕
事
や
」 「
修
行
も
あ
る
し
ね
」

 
「
勉
強
も
し
て
み
え
る
。
昔
の
坊
さ
ん
で
考

古
学
を
研
究
し
た
人
も
多
い
ん
や
」「
へ
ー
え
」

「
飛
驒
で
も
何
人
も
い
る
。
明
治
以
降
で
も
河

合
の
岩
佐
善
珠
、
丹
生
川
正
宗
寺
の
都
築
霊

源
、
山
田
西
蓮
寺
の
松
岡
大
寿
、
そ
れ
か
ら

神
通
寺
の
朝
戸
高
山
師
な
ん
か
絵
巻
物
ま
で

作
っ
て
い
る
」

 

「
学
識
が
あ
っ
た
ん
だ
ね
」

 

「
そ
う
、
小
坂
の
福
応
寺
大
江
錦
舟
・
ま
さ

る
父
子
は
ま
る
っ
き
り
考
古
学
者
や
。
発
掘

調
査
も
や
っ
て
、
岐
阜
県
考
古
学
会
の
会
長

も
勤
め
ら
れ
た
」

 

「
坊
さ
ん
も
、
偉
い
ん
だ
ね
ー
」

（
こ
こ
で
般
若
湯
な
ら
ぬ
酎
ハ
イ
を
一
杯
ー
）

 

「
お
前
さ
ん
、
弘
法
大
師
の
手
に
持
っ
て
る

独
鈷
杵
（
と
っ
こ
し
ょ
）
っ
て
知
っ
て
る
か

い
？
」「
知
ら
な
い
」

 

「
密
教
の
仏
具
の
一
つ
で
、
金
銅
製
や
か
ら

金
剛
杵
と
も
言
う
。
寺
で
は
か
つ
を
ぶ
し
の

陰
語
で
も
あ
る
」

 

「
ふ
ー
ん
」

 

「
こ
の
独
鈷
杵
に
似
た
石
器
が
あ
っ
て
、
考

古
学
で
は
独
鈷
石
（
ど
っ
こ
い
し
）
と
呼
ん

で
い
る
。
ワ
シ
の
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
で
も

あ
っ
て
、
岐
阜
県
の
独
鈷
石
を
ま
と
め
た
論

文
が
あ
る
」「
何
に
使
っ
た
の
？
」

 

「
両
頭
石
斧
と
も
言
う
か
ら
、
最
初
は
実
用

や
っ
た
か
も
知
れ
ん
。
そ
の
う
ち
儀
器
と
し

て
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
縄
文
時
代
の

終
り
頃
や
。
日
本
で
は
東
北
・
関
東
・
中
部

の
限
ら
れ
た
地
域
に
集
中
域
が
あ
る
。
飛
驒

も
そ
の
一
つ
で
、
美
濃
を
あ
わ
せ
て
１
１
４

点
を
集
成
し
た
。
栃
木
・
福
島
に
次
い
で
三

番
目
に
多
い
。
飛
驒
の
独
鈷
石
は
儀
器
化
が

著
し
く
て
、
安
置
さ
れ
る
様
な
造
り
の
優
秀

な
も
の
が
多
い
よ
う
や
」「
フ
ー
ン
、
す
ご
い

ね
」

 

「
ワ
シ
の
学
会
の
機
関
紙
が
『
ど
っ
こ
い
し
』。

ワ
シ
の
命
名
や
」「
ハ
ハ
ハ
、面
白
ー
い
」「
何

で
？
」

 

「
い
や
、
な
ん
と
な
く
。『
毒
恋
し
』
な
ん
て

想
像
す
る
か
ら
」

 

「
ハ
ハ
、
渡
辺
克
則
の
ド
ラ
イ
チ
ャ
ン
ネ
ル

か
い
。
ま
、
ほ
ど
の
良
い
毒
や
な
。
ワ
シ
の

場
合
な
ら
『
独
古
石
』。
ひ
と
り
で
古
い
石
を

探
す
」

 

「
い
い
ね
。
じ
ゃ
あ
『
毒
乞
う
医
師
』
は
ど

う
？
　
薬
中
毒
の
医
者
」

 

「
そ
の
へ
ん
で
や
め
と
け
」

 

「
じ
ゃ
あ
、
帰
る
。
ド
ッ
コ
イ
シ
ョ
」（つ

づ
く
） 

（
飛
驒
考
古
学
会
　
吉
朝
　
則
富
）

図１　独鈷石　一之宮町日影

図 2　独鈷石　萩原町尾崎

図 3　独鈷杵　国府町宮ノ下
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〈
そ
の
39 

最
終
回
〉
大
崎
　
郁
美

　

私
と
娘
は
図
書
館
が
大
好
き
で
、

休
日
に
図
書
館
で
過
ご
す
の
は
親
子

２
人
の
共
通
の
趣
味
で
す
。
市
外
や

他
県
の
図
書
館
め
ぐ
り
を
旅
の
目
的

に
し
、
知
ら
な
い
土
地
の
図
書
館
を
訪

ね
る
の
も
興
味
が
あ
り
ま
す
。
娘
は

読
書
好
き
な
の
で
す
が
、
実
は
私
は

そ
う
で
は
な
く
、
た
だ
本
と
過
ご
す
時

間
が
好
き
な
タ
イ
プ
。
だ
か
ら
、
図

書
館
は
ど
ん
な
建
築
か
、
居
心
地
は

良
い
か
、
休
憩
場
所
は
あ
る
か
な
…
…

な
ど
、
私
が
気
に
な
る
の
は
そ
ん
な

事
も
。
し
か
し
、
娘
は
活
字
を
読
む

の
が
得
意
な
よ
う
で
、
い
つ
も
無
心
に

読
書
に
集
中
し
て
い
て
す
ご
い
な
と
、

我
が
子
な
が
ら
感
心
し
て
し
ま
い
ま

す
。
彼
女
は
日
常
に
読
書
の
時
間
が

あ
り
、
純
粋
に
本
の
世
界
を
楽
し
め
る

人
な
ん
だ
な
あ
…
…
と
思
い
ま
す
。
な

に
よ
り
、
読
書
中
は
心
が
安
定
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
と
、
静
か
で
リ
ラ
ッ
ク
ス

し
た
空
気
か
ら
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
で

も
、
遠
く
の
大
き
な
図
書
館
に
行
っ
て

も
、
そ
の
後
の
娘
の
感
想
は
「
私
は
下

呂
市
の
図
書
館
の
方
が
好
き
な
本
が

す
ぐ
読
め
て
、
落
ち
着
く
か
ら
好
き
だ

な
～
」
だ
と
か
。
彼
女
は
い
つ
で
も
地

元
が
好
き
な
、
そ
ん
な
安
心
を
求
め

る
タ
イ
プ
な
ん
で
す
。（
笑
）
下
呂
市

の
図
書
館
は
大
き
く
は
な
い
の
に
、
娘

は
ほ
ぼ
毎
週
通
う
常
連
で
、
飽
き
な
い

の
か
な
…
…
と
思
う
の
で
す
が
、
気
に

入
っ
た
本
は
何
回
も
借
り
て
き
て
何
度

も
読
ん
で
い
る
の
で
す
。
そ
ん
な
娘
に

も
「
あ
、
い
い
な
」
と
惹
か
れ
ま
す
。

好
き
な
本
を
何
回
も
読
む
っ
て
、
豊
か

や
な
～
と
思
い
ま
せ
ん
か
。

　

そ
ん
な
本
好
き
の
私
達
の
旅
は
、

図
書
館
さ
え
あ
れ
ば
楽
し
め
て
大
丈

夫
！ 

な
の
で
す
。
例
え
ば
、
旅
の
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
空
白
が
で
き
た
り
、
何

か
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
て
途
方
に
暮
れ
て

も
、
そ
ん
な
時
は
そ
の
町
の
図
書
館
へ

行
き
ま
す
。
と
り
あ
え
ず
落
ち
着
く

居
場
所
な
の
で
す
。
子
育
て
の
参
考
と

し
て
良
く「
本
を
読
み
な
さ
い
」と
か
、

言
わ
れ
ま
す
が
、
実
は
そ
れ
が
な
ぜ
良

い
の
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で

も
最
近
の
娘
を
見
て
い
る
と
、
語
彙
の

豊
か
さ
や
、
好
奇
心
の
中
に
、
こ
れ
は

読
書
の
良
い
効
果
だ
な
と
気
が
付
く

事
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
何
よ
り
読
書

は
「
幸
福
な
時
間
」
だ
と
私
は
思
う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
読
書

家
と
い
う
だ
け
で
は
社
会
で
は
生
き
て

い
け
ず
、
そ
の
他
の
事
と
の
バ
ラ
ン
ス

に
は
気
を
付
け
た
い
も
の
で
す
が
、
娘

が
本
の
無
限
の
世
界
へ
ど
ん
ど
ん
進

ん
で
行
く
の
を
見
て
い
る
と
「
あ
な
た

の
人
生
は
、
ず
っ
と
こ
の
楽
し
さ
が
続

く
ね
。
お
め
で
と
う
！
」
と
祝
福
す
る

よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
、
親
と
し
て
は

と
て
も
嬉
し
い
の
で
す
。

　
さ
て
、
娘
が
生
ま
れ
た
の
を
き
っ
か

け
に
ス
タ
ー
ト
し
、
10
年
ほ
ど
続
け
さ

せ
て
頂
い
た
こ
の
連
載
は
、
今
回
で
終

わ
り
で
す
。
こ
れ
を
書
く
と
き
は
い
つ

も
、
い
つ
か
娘
が
読
ん
で
く
れ
た
ら
嬉

し
い
な
、
と
い
う
思
い
で
娘
の
為
に
書

い
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
「
い
つ
も
こ

の
連
載
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
よ
」
と

声
を
か
け
て
く
だ
さ
る
方
々
に
は
、
な

か
な
か
面
と
向
か
っ
て
は
恥
ず
か
し

く
、
ち
ゃ
ん
と
お
礼
を
言
え
ま
せ
ん
で

し
た
。
で
も
そ
の
言
葉
が
私
の
心
の
中

で
は
、
自
分
の
書
い
た
も
の
が
誰
か
に

読
ま
れ
て
い
る
と
い
う
嬉
し
さ
に
あ
ふ

れ
、
ま
た
次
を
書
く
原
動
力
に
も
な
っ

て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
読
ん
で
頂
い

て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
心
よ

り
感
謝
い
た
し
ま
す
。
で
は
最
後
は
娘

に
。「
生
ま
れ
て
き
て
く
れ
て
あ
り
が

と
う
」。
お
し
ま
い
。
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早
川
　
雅
貴

遺
跡
の
向
こ
う
か
ら

　
　
　
　
　
～
マ
ヤ 

パ
レ
ン
ケ
～

　
そ
の
日
私
は
、
ユ
カ
タ
ン
半
島
の
密
林
に
眠

る
パ
レ
ン
ケ
遺
跡
の
『
碑
銘
の
神
殿
』
に
い

た
。
現
在
は
登
る
こ
と
さ
え
禁
止
さ
れ
て
い
る

こ
の
神
殿
の
最
上
部
の
床
か
ら
は
、
１
９
５
２

年
、
地
下
の
墓
室
に
向
か
う
階
段
が
発
見
さ
れ

て
い
る
。今
ま
さ
に
そ
の
階
段
を
下
り
、パ
カ
ル

王(

６
０
３
～
６
８
３)

の
実
物
の
棺
と
そ
の

蓋
『
パ
レ
ン
ケ
の
蓋
』
に
対
面
で
き
る
と
思
う

と
、身
震
い
す
る
ほ
ど
の
興
奮
を
覚
え
た
。階
段

は
途
中
、
小
さ
な
踊
り
場
を
経
て
右
に
折
れ
て

い
く
の
だ
が
、
そ
の
踊
り
場
の
壁
に
は
、
１
９

８
５
年
に
盗
難
に
会
っ
て
い
た『
翡
翠
の
仮
面
』

が
５
年
振
り
に
取
り
戻
さ
れ
た
と
い
う
、
写
真

付
き
の
記
事
が
掛
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
。
日

本
で
も
展
示
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
あ
の
翡
翠
の

仮
面
は
、
パ
カ
ル
王
の
顔
に
被
せ
ら
れ
て
、
こ

こ
で
発
見
さ
れ
た
の
だ
…
…
。

　
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
底
面
辺
り
ま
で
下
り
る
と
、

６
人
の
殉
死
者
が
見
つ
か
っ
た
前
室
に
出
る
。

そ
の
奥
、
三
角
形
の
石
盤
で
塞
が
れ
た
隠
し
扉

の
向
こ
う
に
、墓
室
は
あ
っ
た
。こ
の
パ
カ
ル
王

墓
の
発
見
は
、「
メ
キ
シ
コ
の
ツ
タ
ン
カ
ー
メ
ン

墓
」
と
も
称
さ
れ
、
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
文
明
の
ピ

ラ
ミ
ッ
ド
が
単
な
る
神
殿
の
土
台
で
は
な
い
こ

と
を
示
す
、
画
期
的
な
事
例
と
な
っ
た
。
墓
室

は
高
さ
７
ｍ
、
奥
行
９
ｍ
も
あ
っ
て
、
低
い
床

面
に
は
、
翡
翠
の
人
物
像
を
始
め
と
す
る
様
々

な
副
葬
品
が
置
か
れ
て
い
た
。
墓
室
の
中
に
入

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
棺
は
少
し
低
い
位
置

に
見
え
て
い
る
。
そ
し
て
件
の
蓋
は
、
重
さ
５

ト
ン
の
一
枚
岩
と
あ
っ
て
持
ち
出
す
こ
と
が
で

き
ず
、
棺
の
上
に
少
し
空
間
を
開
け
て
置
か
れ

て
い
る
。
そ
の
圧
倒
的
な
存
在
感
と
神
秘
性
に
、

た
だ
立
ち
尽
く
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、『
パ
レ
ン
ケ
の
蓋
』
が
一
躍
注
目
を
浴

び
た
の
は
、
高
度
に
様
式
化
さ
れ
た
浮
き
彫
り

の
解
釈
に
、
Ｓ
Ｆ
作
家
で
地
球
外
文
明
論
者
の

フ
ォ
ン
・
デ
ニ
ケ
ン
が
飛
び
つ
い
た
こ
と
に
よ

る
。
デ
ニ
ケ
ン
は
、
蓋
の
中
央
に
描
か
れ
た
人

物
は
宇
宙
船
を
操
縦
し
て
い
る
宇
宙
人
だ
と
唱

え
、
学
界
か
ら
は
退
け
ら
れ
た
も
の
の
、
著
書

『
未
来
の
記
憶
』（
１
９
６
８
）
は
国
際
的
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。

　
更
に
モ
ー
リ
ス
・
コ
ッ
ト
レ
ル
は
、
太
陽
磁

場
や
黒
点
周
期
の
分
析
か
ら
、
マ
ヤ
の
暦
の
周

期
が
太
陽
黒
点
の
周
期
と
合
致
す
る
こ
と
を
発

見
し
、
こ
の
問
題
に
迫
っ
た
。
コ
ッ
ト
レ
ル
は
、

『
オ
リ
オ
ン
・
ミ
ス
テ
リ
ー
』（
１
９
９
５
）
の

エ
イ
リ
ア
ン
・
ギ
ル
バ
ー
ト
と
の
共
著
『
マ
ヤ

の
予
言
』（
１
９
９
７
）
に
お
い
て
、「
マ
ヤ
の

暦
は
、
太
陽
活
動
が
周
期
的
に
地
球
に
も
た
ら

す
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
を
予
見
し
て
お
り
、
２

０
１
２
年
12
月
22
日
に“
第
五
の
太
陽
の
時
代
”

が
終
わ
る
。『
パ
レ
ン
ケ
の
蓋
』
は
、
マ
ヤ
の

聖
な
る
書
『
ポ
ポ
ル
・
ヴ
フ
』
を
図
解
し
た
も

の
で
、
各
時
代
の
神
の
象
徴
や
後
世
へ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
普
遍
的
に
記
さ
れ
て
い
る
」
と
し
た
。

　
私
は
そ
の
２
０
１
２
年
12
月
22
日
を
、
例
年

通
り
下
呂
市
の
実
家
で
迎
え
た
。
マ
ヤ
の
暦
が

周
期
的
に
一
巡
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
興
味
が

あ
り
、
ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス
ば
り
に
恐
怖
を
煽
ら

れ
な
く
と
も
、
理
屈
抜
き
に
何
か
ム
ズ
ム
ズ
す

る
も
の
は
あ
っ
た
。
し
か
し
当
然
な
が
ら
、
12

月
22
日
は
何
事
も
な
く
過
ぎ
て
い
っ
た
…
…
。

　『
パ
レ
ン
ケ
の
蓋
』
の
図
柄
は
、
横
向
き
に

す
る
と
宇
宙
飛
行
士
説
を
補
強
し
て
し
ま
い

そ
う
だ
が
、墓
室
入
り
口
か
ら
見
え
る
縦
向
き

な
ら
ば
、「
生
命
樹
と
パ
カ
ル
王
の
再
生
」
と

い
う
本
来
の
意
匠
が
見
え
て
く
る
。
ま
た
、マ

ヤ
文
明
が
優
れ
た
暦
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は

事
実
だ
が
、マ
ヤ
の
暦
は
マ
ヤ
の
世
界
観
や
歴

史
観
を
表
現
し
た
マ
ヤ
文
明
の
も
の
、と
し
か

言
い
よ
う
が
な
い
。と
こ
ろ
が
最
近
の
ニ
ュ
ー

ズ
ウ
ィ
ー
ク
誌
に
よ
れ
ば
、あ
の
宇
宙
飛
行
士

説
が
米
国
で
再
浮
上
し
て
い
る
と
い
う
。フ
ェ

イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
が
飛
び
交
う
現
代
、何
か
を
主

張
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
素
材
に
つ
い
て
は
、

そ
の
本
来
の
意
味
を
慎
重
に
見
極
め
る
必
要

が
あ
る
。

パレンケ遺跡（中央奥が碑銘の神殿 右は宮殿）

宮殿から見た碑銘の神殿

パカル王の墓室と棺の蓋



14

《 手くばりミニコミ紙　ましたむら　No.76（2024 年４月１日発行） 》

田
立
　
泰
彦

巨
樹
に
会
い
に
行
く
⒇

巨
樹
に
会
い
に
行
く
⒇

　
　
　
　

　
　
　
　
野
麦
の
コ
ブ
シ

野
麦
の
コ
ブ
シ

　
久
し
ぶ
り
に
野
麦
峠
へ
の
山
道
に

入
る
。

　
野
麦
集
落
の
は
ず
れ
に
あ
る
こ
の

コ
ブ
シ
は
、
日
本
一
の
太
さ
だ
と
い
う
。

　
訪
ね
た
の
は
11
月
10
日
。
霧
が
出

て
気
温
が
グ
ー
ン
と
さ
が
っ
て
、
と

に
か
く
寒
か
っ
た
な
。

　
こ
の
寒
冷
の
地
で
３
０
０
年
、
樹

勢
も
お
と
ろ
え
を
み
せ
ず
、
そ
の
名

の
よ
う
に
古
武
士
的
風
格
は
立
派
な

も
の
で
す
。

〈
野
麦
の
コ
ブ
シ
〉

・
樹
齢
　
推
定
３
０
０
年
以
上

・
幹
周
り
　
８
ｍ
９
㎝
（
株
立
ち
４
本

に
枝
分
か
れ
）

・
幹
高
　
18
ｍ

・
高
山
市
高
根
町
野
麦
（
野
麦
集
落
内
）

11
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山
内
　
崇
嗣
（
や
ま
う
ち
　
た
か
し
）

　phatcorn.tearsdrop@
gm

ail.com

「
地
域
社
会
と
折
り
合
い
を
つ
け
る
こ
と
」

社
会
福
祉
士
　
山
内
　
崇
嗣

　
皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
暖
冬
と
言
わ
れ
る
こ

の
冬
で
す
が
、
そ
う
は
言
っ
て
も
冬
ら
し
い

天
気
が
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
中
で
も
続
い

て
お
り
ま
す
。
体
調
は
崩
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん

で
し
ょ
う
か
。
本
日
は
地
域
社
会
と
折
り
合
う

こ
と
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

も
し
か
す
る
と
地
域
と
折
り
合
い
を
付
け
る
な

ど
意
識
を
し
た
こ
と
も
無
い
方
が
結
構
い
ら
っ

し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
仕
事
柄
、
地
域
で

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
活
動
し
て
い
る

と
、
地
域
社
会
で
の
折
り
合
い
に
難
渋
し
て
い

る
方
と
会
う
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
も
そ
も
折
り
合
う
と
は
「
意
見
な
ど
が
対

立
す
る
場
合
に
、
互
い
に
譲
り
合
っ
て
解
決
す

る
。
妥
協
す
る
」と
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
分
自
身

の
意
見
は
あ
る
も
の
の
、
我
を
通
す
の
で
は
無

く
、
相
手
の
意
見
を
聞
い
た
り
し
て
妥
協
点
を

探
っ
て
い
く
過
程
を
指
す
と
言
え
ま
す
。
精
神

的
に
不
調
に
な
る
と
こ
の
折
り
合
う
こ
と
が
困

難
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。
何
故
な
の
で
し
ょ
う

か
。
１
つ
の
考
え
方
と
し
て
は「
意
識
を
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
折
り
合
い
が
取
れ
な
く
な
る
」
こ

と
で
す
。
人
は
生
物
学
的
に
上
手
い
こ
と
出
来

て
い
て
、
自
身
の
生
命
が
脅
か
さ
れ
る
出
来
事

は
割
と
想
起(

思
い
出
す
こ
と)

出
来
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
で
な
い
と
次
に
同
じ
よ

う
な
こ
と
が
起
き
始
め
た
時
に
命
が
助
か
ら
な

い
か
ら
で
す
。
人
間
は
幸
か
不
幸
か
複
雑
な
考

え
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
脳
を
手
に
入
れ
ま
し

た
。
大
脳
新
皮
質
と
い
っ
て
脳
の
中
で
も
一
番

外
に
あ
る
部
分
が
人
間
の
高
次
脳
機
能
、
つ
ま

り
複
雑
思
考
を
可
能
に
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い

ま
す
。「
神
々
の
沈
黙
」を
書
い
た
ジ
ュ
リ
ア
ン
・

ジ
ェ
イ
ン
ズ
は
、
何
か
の
出
来
事
が
起
き
る
と

そ
れ
が
過
去
の
何
か
の
部
分
と
繋
が
っ
て
、
さ

ら
に
そ
こ
か
ら
記
憶
が
連
な
っ
て
い
く
「
追
憶
」

は
人
間
に
し
か
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
と
述
べ

て
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
幸
か
不
幸
か
と
言
っ
た

の
は
、
人
は
辛
い
こ
と
が
続
き
、
そ
の
後
起
き
る

こ
と
に
対
し
て
意
識
し
、
過
去
の
嫌
な
思
い
出

と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
辛
い
こ
と
が
積

み
重
な
っ
て
い
き
ま
す
。
誰
し
も
が
こ
う
し
た

体
験
を
し
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
の
体

験
が
人
に
よ
っ
て
は
、
人
と
、
そ
し
て
社
会
と

折
り
合
え
な
く
な
る
く
ら
い
困
難
に
な
っ
た
り

す
る
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
ま
す
。
地

域
に
お
い
て
人
と
の
関
わ
り
が
あ
る
た
び
に
辛

く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
構
え
て
し
ま
う
よ
う

に
な
れ
ば
、
人
と
の
関
わ
り
を
減
ら
そ
う
と
す

る
の
は
当
然
な
反
応
で
し
ょ
う
し
、
そ
う
な
る

と
相
手
は
き
っ
と
こ
う
に
違
い
な
い
と
決
め
つ

け
る
よ
う
に
な
る
。
折
り
合
え
な
く
な
る
。
た

だ
１
つ
言
い
た
い
こ
と
と
し
て
は
、
精
神
的
不

調
に
な
っ
た
側
ば
か
り
の
問
題
と
も
い
え
な
い

と
い
う
点
で
す
。
精
神
的
不
調
に
な
っ
た
方
に

対
し
て
地
域
が
安
易
に
あ
の
人
は
き
っ
と
こ
う

い
う
人
だ
か
ら
と
か
、
こ
う
に
違
い
な
い
と
決

め
つ
け
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
折
り
合
い
は
互

い
に
と
れ
な
く
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
不
調
を
持
っ
た
方

が
、
折
り
合
う
べ
く
感
情
や
言
動
に
気
を
付
け

る
こ
と
も
時
に
必
要
で
し
ょ
う
し
、
周
り
の
人

た
ち
も
決
め
付
け
る
前
に
も
う
少
し
歩
み
寄
っ

て
み
る
、
関
わ
っ
て
み
る
こ
と
も
必
要
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
現
代
で
は
不
調
に
な
っ
た
方
に
医

療
や
福
祉
が
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
が
増
え
て

き
ま
し
た
が
、
医
療
や
福
祉
も
病
気
や
障
害
と

い
っ
た
見
立
て
を
も
っ
て
関
わ
る
た
め
、
彼
ら

が
不
調
を
持
っ
た
方
を
全
面
的
に
、
全
人
的
に

包
み
込
む
よ
う
に
支
援
す
る
わ
け
で
も
な
い
こ

と
は
付
け
加
え
た
い
で
す
。
医
療
で
あ
れ
ば
本

人
の
感
情
や
言
動
を
病
理
（
病
気
の
原
因
）
に

求
め
る
で
し
ょ
う
し
、
福
祉
で
あ
れ
ば
生
き
づ

ら
さ
を
抱
え
た
こ
と
が
障
害
で
あ
る
原
因
と
し

た
り
し
ま
す
（
な
ぜ
生
き
づ
ら
い
の
か
に
は
そ

れ
ほ
ど
焦
点
を
当
て
な
か
っ
た
り
し
ま
す
）。

　
地
域
福
祉
の
現
場
で
関
わ
る
者
と
し
て
言
い

た
い
の
は
、
地
域
社
会
と
折
り
合
い
を
付
け
る

た
め
に
は
、
本
人
の
あ
る
程
度
の
妥
協
（
私
の

病
気
や
障
害
を
分
か
っ
て
欲
し
い
と
周
り
に
理

解
を
求
め
る
の
は
し
て
も
良
い
と
思
う
が
理
解

は
得
ら
れ
に
く
い
、
と
い
う
面
な
ど
）
も
必
要

で
し
ょ
う
し
、
周
り
も
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
不
調

が
続
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
少
し
気
を
配
る

必
要
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

最
後
に
も
う
１
つ
言
い
た
い
こ
と
で
す
が
、
地

域
社
会
と
折
り
合
い
を
上
手
く
付
け
ら
れ
な
い

の
で
あ
れ
ば
、
思
い
切
っ
て
別
の
場
所
で
や
っ

て
み
る
こ
と
も
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
先
述

し
た
よ
う
に
折
り
合
う
の
は
何
も
本
人
が
妥
協

す
る
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
が
妥

協
せ
ず
と
も
も
し
か
し
た
ら
既
に
折
り
合
い
が

と
れ
る
よ
う
な
場
所
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
本
全
国
狭
い
よ
う
で
広
く
、
様
々
な
文
化
・

風
習
・
地
域
性
が
あ
り
ま
す
。
取
り
留
め
な
い

話
で
し
た
が
、
こ
の
あ
た
り
で
終
わ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
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3 月 6 日（水）〈晴れ〉 色々な変わり目です。

発
行
者　
ま
し
た
む
ら
工
房

　
　
　
　
　
代
表　
熊
﨑
み
ど
り

　
〒
５
０
９-

２
５
０
８

　
岐
阜
県
下
呂
市
萩
原
町
尾
崎
１
５
４
９

手
配
り
ミ
ニ
コ
ミ
紙

ま
し
た
む
ら

　

今
年
は
下
呂
市
の
選
挙
が
予
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
選
挙
は
分
か
り
に
く
い
制
度
で
す
。
し
か

し
「
公
職
選
挙
法
」
に
つ
い
て
は
総
務
省
の
Ｈ
Ｐ
、

過
去
の
「
選
挙
結
果
」
は
下
呂
市
Ｈ
Ｐ
を
見
る

と
大
体
の
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
選
挙
違
反
」

に
つ
い
て
は
公
選
法
で
警
察
が
取
締
り
を
行
う

こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
問
い
合
わ
せ
て

み
る
と
「
選
挙
違
反
等
に
つ
い
て
皆
さ
ん
か
ら

の
情
報
提
供
を
求
め
て
い
ま
す
。
お
寄
せ
い
た

だ
い
た
貴
重
な
情
報
は
取
締
り
の
参
考
と
い
た

し
ま
す
。
ま
た
ご
不
明
な
点
は
ご
相
談
と
し
て

受
付
け
て
い
ま
す
の
で
下
呂
警
察
署
ま
で
お
気

軽
に
ど
う
ぞ
」
と
の
こ
と
で
し
た
。
明
る
く
公

正
な
選
挙
を
み
ん
な
で
実
現
し
た
い
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
ま
し
た
む
ら
は
情
報
交
換
の
場
と
し

て
「
ま
し
た
む
ら
広
場
」
を
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
グ
ル
ー

プ
で
始
め
ま
す
。
執
筆
者
や
読
者
、
市
民
の
皆

さ
ん
の
交
流
の
場
と
し
て
ご
活
用
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
す
。
右
下
欄
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ど

な
た
で
も
登
録
で
き
ま
す
の
で
お
気
軽
に
ご
参

加
く
だ
さ
い
。
選
挙
に
つ
い
て
雑
感
を
書
い
た

「
私
の
一
票
」
も
右
下
欄
に
設
け
ま
し
た
の
で
ご

覧
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。（
編
集
部　

斎
藤
洋
司
）

　

さ
て
、
２
０
１
８
年
２
月
１
日
発
行
の
ま
し

た
む
ら
52
号
か
ら
掲
載
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
し

た
、「
下
呂
で
農
業
始
め
ま
し
た
！
」
で
す
が
、

今
回
を
も
っ
て
終
了
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
し
ま

し
た
。
こ
の
６
年
間
で
、
21
名
の
方
々
を
紹
介

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
ま
だ
お
声
か
け
し
て
い

な
い
方
も
あ
り
ま
す
が
、
ご
協
力
い
た
だ
い
た

方
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
し

て
私
の
拙
い
文
章
を
読
ん
で
頂
い
た
皆
さ
ん
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
今
号
76
号

を
持
ち
ま
し
て
、
私
（
熊
﨑
み
ど
り
）
は
ま
し

た
む
ら
を
卒
業
い
た
し
ま
す
。
長
い
間
支
え
て

頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
こ

れ
か
ら
の
ま
し
た
む
ら
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。（
ま
し
た
む
ら
工
房
代
表　

熊
﨑
み
ど
り
）

編 

集 

後 

記

編
集
部　
　
斎
藤
洋
司

デ
ザ
イ
ン　
高
輪
み
さ
き

卒業式のシーズン。 下呂市内のあち

こちの学校でも卒業式が行われてい

ます。 新たな門出ですね。

この 「ましたむら」 紙面も、 76 号

となるこの号まで来て、 色々な変わり

目を迎えています。

「ましたむら」 が立ち上がった当初の

主旨や方向性、 大切にしなくてはな

らないものは、 決して変わってはいけ

ないと思う。 紙面としての軸や方向

性が変わったら、 それは 「ましたむら」

ではなくなってしまうからです。 ただ、

時代や状況の多様な変化がある中、

その辺を守り続けていくことは、 難し

いことなのかも知れません。

ましたむら広場

こちらの QR コードよりアクセスできます！

「私の一票」 「ましたむら76号」

でもできる限り、発刊当初の思いを守り、ましたむららしさを大切に、このましたに根付いている文化や歴史、風習や景色、

伝え続けられている郷土の食、 ここで暮らしている人たちの思いなど、 できる限り発信していけたらなと思っています。

下呂市内の桜はまだかたいつぼみですが、 来る春を今か今かと待っています。 変わり目を迎えている 「ましたむら」 も、

さまざま思いを大切にしながら、 かたいつぼみから美しく咲いていけるように。

桜を思い起こし、 眺めながら、 そんなことを思いました。

金山町菅田笹洞「嶽見桜」


