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安
曇
川
町
政
五
十
周
年
記
念
事
業
で
映

画
『
中
江
藤
樹
』
が
企
画
さ
れ
て
、
上
小

川
区
役
員
と
し
て
実
行
委
員
と
な
り
ま
し

た
。
ロ
ケ
用
生
家
屋
根
葺
藁
提
供
協
力
五

名
、
屋
根
藁
用
藁
の
下
作
業
奉
仕
五
名
、

エ
キ
ス
ト
ラ
二
十
名
等
、
製
作
支
援
な
ど

を
行
い
ま
し
た
。
旧
教
科
書
で
滋
賀
県
で

の
八
十
八
回
と
断
ト
ツ
に
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
た
の
に
、
現
在
は
な
い
為
、
藤
樹
先

生
を
知
っ
て
い
る
人
が
減
少
、
映
画
を
機

会
に
も
っ
と
近
江
聖
人
を
伝
承
し
た
い
と

思
っ
て
藤
樹
書
院
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
関

わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

平
成
十
八
年
か
ら
理
事
と
な
り
、
平
成

二
十
四
年
か
ら
国
の
組
織
改
革
の
中
、
公

益
財
団
法
人
に
許
可
と
な
り
、
六
年
目
を

迎
え
て
い
ま
す
。

　

書
院
で
は
毎
年
三
回
の
祭
典
を
行
い
ま

す
。
一
月
十
一
日
は
鏡
開
き
と
い
っ
て
、

藤
樹
先
生
ご
在
世
か
ら
講
書
始
め
の
儀
式

に
始
ま
り
ま
す
。
こ
の
日
は
、
門
人
や
そ

の
子
孫
、
篤
学
の
士
等
が
集
ま
っ
て
先
生

の
著
書
を
読
ん
だ
り
、
孔
孟
の
書
を
研
究

し
た
後
、
元
旦
に
お
供
え
し
た
鏡
餅
を
同

志
が
頂
戴
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
よ
う

で
す
。
常
省
先
生
の
書
翰
に
「
講
堂
春
之

祭
礼
も
何
も
出
合
被
成
候
而
執
行
被
成

････

」
と
あ
り
、
先
生
を
慕
う
人
に
よ
っ

て
連
綿
と
続
け
ら
れ
て
い
る
行
事
で
す
。

　

七
月
二
十
三
日
は
常
省
祭
で
、
中
江
家

を
継
い
だ
三
男
弥
三
郎
の
命
日
行
事
で
孝

経
を
拝
誦
し
ま
す
。
九
月
二
十
五
日
は
儒

式
に
の
っ
と
っ
た
儒
式
祭
典
の
行
事
で

す
。
藤
樹
書
院
で
は
、
良
知
館
で
有
志
六

名
と
地
元
有
志
の
女
性
八
名
が
、
年
中
無

休
で
朝
九
時
か
ら
四
時
半
ま
で
来
訪
者
の

案
内
、
接
待
を
し
て
い
ま
す
。

　

〝
万
民
こ
と
ご
と
く
天
地
の
子
な
れ
ば

わ
れ
も
人
も
人
間
か
た
ち
あ
る
ほ
ど
の
も

の
は
み
な
兄
弟
な
り
〟
と
近
隣
の
村
人
に

も
学
問
や
人
の
道
を
教
え
た
、
心
の
故

郷
藤
樹
書
院
で
す
。
全
国
各
地
か
ら
来

ら
れ
た
人
に
お
茶
を
勧
め
な
が
ら
会
話

を
し
て
、
藤
樹
先
生
の
理
解
を
深
め
て

戴
く
と
共
に
、
来
訪
者
に
心
温
ま
る
一

時
に
な
る
よ
う
に
、
心
の
故
郷
づ
く
り

を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。
先
日
、
ど
ち
ら
か

ら
と
尋
ね
た
時
、
「
熊
本
よ
り
」
と
答
え

ら
れ
、
中
江
藤
樹
の
ふ
る
さ
と
を
訪
ね
た

か
っ
た
思
い
が
叶
い
実
現
し
た
よ
う
で

す
。
そ
こ
で
参
拝
録
よ
り
過
去
三
年
間
の

状
況
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。
二
十
六
年
は

四
十
五
、
二
十
七
年
は
四
十
一
、
二
十
八

 　 

藤
樹
さ
ん
に
親
し
ん
で　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
本　

義
雄

年
は
三
十
六
の
都
道
府
県
か
ら
で
、
三
年

間
で
は
全
国
の
各
地
か
ら
訪
問
が
あ
っ
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。
年
間
六
千
人
前
後
で

す
が
近
江
聖
人
と
し
て
、
又
、
藤
樹
先
生

を
学
者
と
し
て
よ
り
、
有
徳
の
人
格
者
と

し
て
敬
仰
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
地
元

で
は
、
「
藤
樹
さ
ん
」
と
人
々
に
親
し
ま

れ
て
い
ま
す
。

　

佐
藤
一
斎
が
画
像
賛
で
「････

尚
見
士

民
敦
礼
郷
、
入
彊
不
問
織
君
郷････

」
と

あ
り
、
そ
れ
に
恥
じ
な
い
、
地
域
の
奉
仕

団
体
と
共
に
区
民
が
心
の
通
う
里
づ
く
り

を
テ
ー
マ
に
、
静
か
な
た
た
ず
ま
い
と
藤

樹
先
生
の
教
え
が
拡
ま
る
事
を
願
っ
て
い

ま
す
。

史跡　藤樹書院址



の
感
想
で
し
た
。
塾
終
了
後
、
場
所
を
替

え
て
和
や
か
に
懇
親
会
を
行
い
ま
し
た
。

　

平
成
三
十
年
一
月
か
ら
は
中
国
古
典

『
中
庸
』
を
藤
樹
先
生
が
解
釈
さ
れ
、
西

晋
一
郎
先
生
が
通
釈
さ
れ
た
『
中
庸
解
・

通
釈
』
を
学
び
、
探
求
し
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
や
さ
し
い
副
読
本
も
あ
り
ま
す
。

人
間
学
に
興
味
の
あ
る
方
は
ど
う
ぞ
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

　 2

キ
ン
グ
で
は
、
陽
明
学
と
朱
子
学
の
違
い

な
ど
に
つ
い
て
議
論
し
ま
し
た
。

　

学
び
の
後
は
、
場
所
を
替
え
て
懇
親
会

を
楽
し
み
ま
し
た
。

　

十
月
七
日
（
土
）
午
後
、
第
74
回
人
間

学
塾
を
安
曇
川
公
民
館
で
行
い
ま
し
た
。

今
月
は
女
性
が
二
名
参
加
。
冒
頭
、
九
月

に
田
中
が
三
田
市
内
で
行
わ
れ
た
上
座
部

仏
教
の
瞑
想
会
に
参
加
し
て
き
た
話
を
し
、

「
慈
悲
の
瞑
想
」
を
す
る
と
心
が
落
ち
着

く
な
ど
と
話
し
ま
し
た
。

　

『
孝
経
』
を
素
読
の
後
、
『
孝
経
啓

蒙
』
の
「
事
君
章
」
を
学
び
ま
し
た
。
教

養
人
が
組
織
の
中
で
上
司
に
ど
う
対
応
す

べ
き
か
を
教
え
て
い
ま
す
。

　

フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ
で
は
、
現
代
社
会

に
お
い
て
は
、
常
時
、
組
織
や
上
司
の
こ

と
を
考
え
て
い
る
こ
と
は
難
し
い
。
上
司

　　

「
藤
樹
人
間
学
塾
」
で
は
、
藤
樹
先
生

の
著
書
を
中
心
に
藤
樹
思
想
を
学
ぶ
と
と

も
に
、
今
日
的
意
義
を
自
分
の
頭
で
考

え
、
仲
間
と
議
論
し
な
が
ら
考
え
を
深
め
、

日
々
の
生
活
の
場
で
実
践
す
る
こ
と
を
目

的
に
毎
月
第
一
土
曜
日
の
午

後
、
開
催
し
て
い
ま
す
。
本

会
報
で
は
そ
の
模
様
を
お
伝

え
い
た
し
ま
す
。

　

九
月
二
日
（
土
）
午
後
、

第
73
回
人
間
学
塾
を
安
曇
川

公
民
館
で
行
い
ま
し
た
。

　

冒
頭
、
八
月
に
尼
崎
で
行

わ
れ
た
「
実
践
人
の
家
」
全

国
研
修
会
で
、
日
本
一
の
女

性
僧
侶
、
青
山
俊
薫
師
が

「
人
生
を
円
相
で
生
き
る
」

話
を
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ

の
話
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

『
孝
経
』
を
素
読
後
、

『
孝
経
啓
蒙
』
の
中
の
諫
争

章
を
学
び
ま
し
た
。
一
般
に

儒
教
は
君
主
や
親
に
従
順
で
あ
れ
と
い
う

教
え
で
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
孝
経
の
こ
の
章
で
は
、
君
主
や
親
が

道
に
外
れ
る
よ
う
な
と
き
は
、
勇
気
を
出

し
て
諫
め
よ
、
と
教
え
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
現
代
で
も
通
じ
る
教
え
で
あ
り
、
皆
が

認
識
を
新
た
に
し
ま
し
た
。
フ
リ
ー
ト
ー

に
諫
言
す
る
時
に
は
、
勇
気
と
判
断
力
が

要
る
が
、
正
し
い
判
断
力
を
身
に
付
け
る

に
は
、
こ
う
し
た
人
間
学
の
修
養
が
不
可

欠
だ
な
ど
の
意
見
が
出
ま
し
た
。

　

十
一
月
四
日
（
土
）
午
後
、
第
75
回
人

間
学
塾
を
安
曇
川
公
民
館
で
行
い
ま
し
た
。

　

冒
頭
、
田
中
が
藤
樹
先
生
ゆ
か
り
の
地

を
見
学
し
た
い
と
い
う
全
国
各
地
か
ら
ご

一
行
を
案
内
し
た
話
を
し
、
そ
の
代
表
者

江
藤
秀
亮
様
が
博
識
で
藤
樹
先
生
の
こ
と

を
上
手
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
そ
れ

を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。

　

『
孝
経
』
を
素
読
の
後
、
『
孝
経
啓

蒙
』
の
「
喪
親
章
（
親
を
う
し
な
う
の

章
）
」
を
学
び
ま
し
た
。
父
母
の
死
去
を

迎
え
た
子
の
悲
し
み
の
態
を
示
し
、
喪
に

服
す
る
期
間
は
、
遺
族
の
健
康
面
か
ら
最

大
実
質
二
年
と
す
る
と
記
し
て
い
ま
す
。

　

フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ
で
は
、
生
命
の
大

切
さ
に
つ
い
て
考
え
、
平
和
を
保
つ
意
義

な
ど
今
日
的
な
い
ろ
い
ろ
な
課
題
に
つ
い

て
も
議
論
を
行
い
ま
し
た
。

　

十
二
月
二
日
（
土
）
午
後
、
第
76
回
人

間
学
塾
を
安
曇
川
公
民
館
で
行
い
ま
し
た
。

　

こ
こ
ま
で
で
二
十
一
カ
月
か
け
て
学
ん

で
き
た
『
孝
経
啓
蒙
』
が
終
わ
り
ま
し
た
。

　

道
友
の
感
想
を
聞
く
と
、
難
し
い
言
葉

が
あ
っ
た
が
中
味
は
藤
樹
先
生
の
教
え
で

人
と
し
て
生
き
る
道
が
何
と
な
く
分
か
っ

て
き
た
と
い
う
も
の
や
、
人
間
関
係
が
疎

遠
に
な
っ
て
い
る
現
代
社
会
に
お
い
て

「
孝
」
の
教
え
は
大
変
重
要
だ
と
い
う
意

見
が
あ
り
、
皆
さ
ん
続
け
て
学
び
た
い
と

高島藤樹会の活動

「
藤
樹
人
間
学
塾　

今
後
の
予
定
」

　

１
月
６
日
（
土
）、　　

２
月
３
日
（
土
）、

◎
３
月
３
日
（
土
）、　　

４
月
７
日
（
土
）、

　

５
月
12
日
（
土
）、　

◎
６
月
２
日
（
土
）

　
　

時
間　

15
時
～
17
時
（
原
則
）

　
　

場
所　

安
曇
川
公
民
館

◎
印
は
塾
を
終
了
後
、
別
場
所
懇
親
会
あ
り

 　

藤
樹
人
間
学
塾
…

　

藤
樹
思
想
を
学
び
考
え
実
践
す
る　

　
　
　
　
　
　
　

塾
長　

田
中　

清
行



　3

　

ひ
じ
り
の
声

　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
田
藤
市
郎

　

藤
樹
書
院
を
訪
ね
る
人
々
に
書
院
に
つ
い

て
説
明
し
て
い
る
。
先
生
の
没
後
百
八
十

年
余
に
、
大
塩
平
八
郎
が
書
院
の
修
復
費
を

献
じ
て
い
る
こ
と
を
話
す
。
皮
肉
な
こ
と
に
、

先
生
よ
り
大
塩
平
八
郎
の
方
が
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。

　

藤
樹
先
生
も
大
塩
平
八
郎
も
志
す
所
は
、

世
の
中
を
住
み
や
す
い
所
に
し
た
い
と
い
う

願
い
で
あ
る
。
孔
子
様
、
朱
子
、
王
陽
明
も

人
々
の
福
祉
に
視
点
が
あ
る
。
自
分
だ
け
の

幸
福
を
願
っ
て
は
い
な
い
。
こ
の
願
い
が
達

成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
昔
も
今
も
政
治
が
大

き
な
責
任
を
担
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
政
治

家
に
任
せ
て
お
け
ば
よ
い
も
の
で
は
な
く
、

私
達
一
人
ひ
と
り
の
志
、
生
き
る
姿
勢
が
極

め
て
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
政
治
の
在
り
方

を
変
え
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
藤
樹
先
生

は
、
身
分
や
職
業
を
問
わ
ず
、
個
々
人
の
学

び
に
的
を
当
て
て
教
え
る
こ
と
に
倦
む
こ
と

が
な
か
っ
た
。

　

世
界
の
国
々
で
も
、
わ
が
国
で
も
、
嘘
、

ご
ま
か
し
、
真
実
の
隠
ぺ
い
、
開
き
直
り
な

ど
、
様
々
な
悪
徳
が
ま
か
り
通
っ
て
い
る
の

は
、
や
り
き
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
実
が

続
く
と
、
人
々
は
、
世
間
と
は
、
政
治
と
は
、

こ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
し
て
、
諦
め
た
り
納

得
し
た
り
し
て
し
ま
う
。

　

し
か
し
、
理
不
尽
な
こ
と
が
、
徳
を
実
践

す
る
こ
と
よ
り
も
、
価
値
が
あ
る
と
い
う
よ

う
な
こ
と
は
、
断
じ
て
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
確
信
を
失
わ
ず
、
勇
気
を
も
っ
て

生
き
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

（
解
説
）

　

中
江
藤
樹
先
生
は
、
年
老
い
た
お
母

さ
ん
を
見
守
り
、
共
に
暮
ら
す
た
め
に

二
十
七
歳
の
時
に
大
洲
藩
（
愛
媛
県
）
で

の
職
務
も
身
分
も
捨
て
て
、
藩
主
か
ら
の

切
腹
命
令
を
覚
悟
で
小
川
村
に
帰
っ
て
き

ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
長
い
年
月
、
家
に
仕
え
て
き

た
従
者
と
も
、
辛
い
別
れ
を
し
ま
す
。
幸

い
、
藩
主
や
同
僚
藩
士
な
ど
の
温
情
に
よ

り
事
な
き
を
得
て
、
小
川
村
で
の
母
子
に

よ
る
生
活
を
始
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

浪
人
と
な
っ
た
藤
樹
先
生
は
自
分
の
勉

強
の
傍
ら
、
生
計
を
立
て
る
た
め
、
地
域

の
人
た
ち
に
酒
を
売
る
商
い
を
始
め
ま
す
。

　

門
人
に
学
問
を
教
え
る
時
は
無
人
販
売

を
行
い
ま
し
た
。
周
り
の
人
た
ち
は
「
酒

だ
け
を
持
ち
帰
ら
れ
る
。」
と
心
配
し
ま

す
が
先
生
は
意
に
介
さ
ず
、
「
全
て
の

人
々
は
誰
も
が
美
し
い
心
を
持
っ
て
い

る
。」
と
信
じ
て
、
優
し
く
見
守
り
ま
し

た
。

　

ま
た
、
藤
樹
先
生
は
、
農
業
、
土
木
、

医
療
と
多
方
面
に
わ
た
る
知
識
を
持
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
小
川
村
に
限
ら

ず
、
広
い
地
域
の
人
た
ち
か
ら
親
し
ま
れ
、

信
頼
さ
れ
て
何
か
と
相
談
を
持
ち
込
ま
れ

て
い
た
よ
う
で
す
が
、
誰
に
対
し
て
も
親

切
に
受
け
答
え
を
し
ま
し
た
。

　

与
右
衛
門
さ
ん
が
現
在
の
よ
う
に
「
藤

「
藤
樹
紙
芝
居
」
の
紹
介
⑨

 

『
新
し
い
生
活
「
小
川
村
で
の
く
ら
し
」』

樹
先
生
」
と
親
し
み
と
尊
敬
の
念
を
込
め

て
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
後
半

生
の
よ
う
で
す
が
、
紙
芝
居
で
は
与
右
衛

門
さ
ん
で
統
一
し
て
い
ま
す
。

　

藤
樹
先
生
が
、
小
川
村
に
帰
っ
て
か
ら

自
身
の
勉
学
や
、
村
の
人
た
ち
と
の
関
わ

り
を
通
し
て
、
新
た
な
生
活
に
踏
み
出
し

て
い
く
様
子
を
描
き
ま
し
た
。

　

こ
の
紙
芝
居
を
見
聞
き
し
て
、
子
ど
も

た
ち
に
人
を
信
じ
る
心
や
、
思
い
や
る
優

し
い
心
が
伝
わ
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

（
紙
芝
居
）

①　

大
洲
で
お
城
勤
め
を
し
て
い
る
与
右

衛
門
さ
ん
は
、
小
川
村
で
一
人
暮
ら
す
、

年
老
い
た
お
母
さ
ん
の
こ
と
が
、
気
が
か

り
で
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

与
右
衛
門
『
お
城
勤
め
を
辞
め
て
小
川
村

　

へ
帰
ら
せ
て
下
さ
い
。
』　

と
何
度
も

お
願
い
し
て

い
る
が
、
い

ま
だ
に
殿
様

の
お
許
し
が

出
な
い
。
も

う
二
年
半
も

過
ぎ
て
し

ま
っ
た
。
与

右
衛
門
さ
ん

は
、
胸
が
は

ち
切
れ
そ
う
な
気
持
で
も
う
こ
れ
以
上
は

待
ち
き
れ
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

与
右
衛
門
さ
ん
は
、
お
じ
い
さ
ん
の
時

代
か
ら
働
い
て
き
た
七
助
さ
ん
に
気
持
ち

を
う
ち
明
け
ま
し
た
。

与
右
衛
門
「
七
助
さ
ん
、
私
は
も
う
こ
れ

以
上
、
お
殿
様
か
ら
の
お
許
し
が
出
る

の
を
待
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
お
城
を

脱
藩
し
て
明
日
の
朝
早
く
、
小
川
村
へ

帰
る
こ
と
に
す
る
。」

  

＊
脱
藩
＝
藩
主
の
許
可
を
得
ず
に
無
断

　
　

で
藩
を
抜
け
て
逃
げ
る
こ
と
で
捕
ま

　
　

る
と
切
腹
な
ど
重
罪
と
な
る
。

七
助
「
だ
ん
な
様
、
お
一
人
で
出
発
さ
れ

る
の
は
心
配
で
す
。
ど
う
か
私
も
ご

い
っ
し
ょ
に
お
供
さ
せ
て
く
だ
さ

い
。」

　

次
の
日
、
ま
だ
夜
明
け
前
の
暗
い
う
ち

に
、
与
右
衛
門
さ
ん
と
七
助
さ
ん
の
二
人

は
住
み
な
れ
た
大
洲
の
家
を
出
発
し
ま
し

た
。

②　

お
城
か
ら
の
追
っ
手
を
気
に
し
な
が

ら
、
与
右
衛

門
さ
ん
は
七

助
さ
ん
と
と

も
に
、
近
江

の
小
川
村
ま

で
帰
っ
て
き

ま
し
た
。

与
右
衛
門　

「
七
助
さ
ん
、

　

小
川
村
ま

　

で
帰
っ
て

　

く
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
当
に
う
れ
し

　

い
。」

　

与
右
衛
門
さ
ん
は
、
涙
を
浮
か
べ
な
が

ら
言
い
ま
し
た
。



七
助
「
だ
ん
な
様
、
こ
こ
ま
で
ご
無
事
に

旅
を
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
私
も
う
れ

し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
死

ぬ
ま
で
だ
ん
な
様
の
お
そ
ば
で
ご
奉
公

さ
せ
て
い
た
だ
き
、
暮
ら
し
た
い
と
思

い
ま
す
。」

　

七
助
さ
ん
は
、
与
右
衛
門
さ
ん
を
見
な

が
ら
言
い
ま
し
た
。
与
右
衛
門
さ
ん
は
七

助
さ
ん
に
頭
を
下
げ
て
や
さ
し
く
語
り
か

け
ま
し
た
。

③　

与
右
衛
門
「
七
助
さ
ん
、
あ
り
が
と

　

う
。

　

ま
ず
は
家

　

の
中
へ
入

　

り
ま
し
ょ

　

う
。
七
助

　

さ
ん
、
お

　

じ
い
さ
ん

　

の
頃
か
ら

　

本
当
に
長

　

い
間
、
私

　

た
ち
の
た

　

め
に
働
い
て
く
れ
て
感
謝
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
今
度
は
近
江
ま
で
お
供
を
し
て

も
ら
い
何
と
お
礼
を
言
え
ば
よ
い
の
や

ら
。
し
か
し
、
私
は
も
う
お
城
勤
め
の

侍
で
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
母
を
養
い

な
が
ら
二
人
で
貧
し
い
暮
ら
し
を
し
て

い
く
の
で
す
。
七
助
さ
ん
は
、
大
洲
へ

帰
っ
て
新
し
い
生
活
を
始
め
て
く
だ
さ

い
。」

　

与
右
衛
門
さ
ん
の
思
い
が
け
な
い
言
葉

に
七
助
さ
ん
は
び
っ
く
り
し
て
し
ま
い
ま
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さ
ま
を
大
事
に
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。」

与
右
衛
門
「
七
助
さ
ん
も
体
を
大
切
に

　

な
。」

　

与
右
衛
門
さ
ん
も
七
助
さ
ん
の
目
に
も
、

涙
が
光
っ
て
い
ま
し
た
。

④　

小
川
村
に
帰
っ
て
お
母
さ
ん
と
暮
ら

し
始
め
た
与
右
衛
門
さ
ん
は
考
え
込
み
ま

し
た
。

与
右
衛
門
「
お
母
さ
ん
に
孝
行
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
う
れ
し
い
が
、
こ
れ
か

ら
生
活
し
て
い
く
た
め
に
は
何
か
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
う
す
れ
ば
い
い

だ
ろ
う
か
。
う
ー
ん
。
そ
う
だ
、
お
金

が
あ
と
銀
百
文
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
を

元
手
に
、
酒
屋
を
始
め
よ
う
。
村
の
人

た
ち
は
、
お
酒
が
高
く
て
な
か
な
か
買

え
な
い
は
ず
だ
。
で
き
る
だ
け
安
く
し

て
少
し
ず
つ
飲
む
よ
う
に
す
れ
ば
、
体

に
も
良
い
だ
ろ
う
。」

　

さ
っ
そ
く
、
与
右
衛
門
さ
ん
は
隣
村
の

つ
く
り
酒
屋
へ
出
か
け
て
酒
を
仕
入
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
、
家
の
前
に
『
お
酒
売
り

ま
す
』
の
張
り
紙
を
出
し
て
、
勉
強
の
合

間
に
商
売
を
始
め
ま
し
た
。

与
右
衛
門
「
村
の
人
た
ち
が
よ
く
買
い
に

来
て
く
れ
る
。
あ
り
が
た
い
こ
と

だ
。」

　

与
右
衛
門
さ
ん
の
酒
屋
は
び
っ
く
り
す

る
ほ
ど
人
気
が
で
ま
し
た
。
て
い
ね
い
で

親
切
な
酒
屋
さ
ん
と
し
て
評
判
に
な
り
ま

し
た
。

⑤　

今
日
も
、
与
右
衛
門
さ
ん
が
勉
強
し

て
い
る
と
村
人
が
酒
を
買
い
に
来
ま
し
た
。

し
た
。

七
助
「
え
っ
、
だ
ん
な
様
、
私
は
死
ぬ
ま

で
だ
ん
な
様
の
お
そ
ば
で
お
仕
え
い
た

し
ま
す
。
一
生
、
こ
こ
に
お
い
て
く

だ
さ
い
。
お
願
い
し
ま
す
。
だ
ん
な

様
。」

　

与
右
衛
門
さ
ん
は
ふ
と
こ
ろ
か
ら
銀

三
百
文
の
お
金
が
入
っ
た
袋
を
出
し
て
、

そ
の
中
か
ら
二
百
文
を
七
助
さ
ん
の
手
に

渡
し
、

与
右
衛
門
「
七
助
さ
ん
、
私
は
こ
れ
か
ら

お
母
さ
ん
と
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
暮
ら

し
て
い
け
る
か
、
ま
だ
分
か
ら
な
い
の

で
す
。
七
助
さ
ん
は
、
大
洲
へ
帰
っ
て
、

こ
の
お
金
を
使
っ
て
何
か
商
売
で
も
始

め
て
元
気
に
暮
ら
し
て
ほ
し
い
。
こ
れ

が
私
か
ら
の
お
願
い
で
す
。」

　

与
右
衛
門
さ
ん
は
、
七
助
さ
ん
の
手
を

し
っ
か
り
握
り
し
め
ま
し
た
。

　

七
助
さ
ん
は
涙
を
流
し
な
が
ら

七
助
「
は
い
、
だ
ん
な
様
、
わ
か
り
ま
し

た
。
長
い
間
お
世
話
に
な
り
、
あ
り
が

　

と
う
ご
ざ

　

い
ま
し
た
。

　

大
洲
へ
帰

　

っ
て
ま
た
、

　

や
り
直
し

　

ま
す
。

　
　

だ
ん
な

　

様
、
十
分

　

お
身
体
に

　

気
を
付
け

　

て
、
お
母

平
吉
「
与
右
衛
門
さ
ん
、
お
酒
を
売
っ
て

　

く
だ
さ
い
。」

与
右
衛
門
「
お
う
、
こ
れ
は
平
吉
さ
ん
、

お
仕
事
は
終
わ
り
ま
し
た
か
。
と
こ
ろ

で
、
今
日
は
ど
の
よ
う
な
仕
事
を
さ
れ

ま
し
た
か
。」

平
吉
「
は
い
、
今
日
は
雨
が
降
っ
た
り
止

ん
だ
り
で
田
ん
ぼ
の
あ
ぜ
の
草
刈
り
を

し
て
き
ま
し
た
。」

与
右
衛
門
「
そ
う
で
し
た
か
。
そ
れ
は
お

つ
か
れ
様
で
し
た
。
そ
れ
じ
ゃ
、
今
日

の
お
酒
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
は
、
ど

う
で
す
か
。」

　

与
右
衛
門
さ
ん
は
、
平
吉
さ
ん
の
酒

ど
っ
く
り
に
半
分
ほ
ど
入
れ
て
渡
し
、

与
右
衛
門
「
平
吉
さ
ん
、
お
酒
は
身
体
に

良
い
け
れ
ど
、
飲
み
す
ぎ
る
と
良
く
な

い
し
、
明
日
の
仕
事
に
も
さ
し
つ
か
え

ま
す
よ
。」

与
右
衛
門
さ

ん
の
話
を
聞

い
た
平
吉
さ

ん
は
言
い
ま

し
た
。

平
吉
「
与
右

　

衛
門
さ
ん
、

　

分
か
り
ま

　

し
た
。
ま

　

た
明
日
も

　

田
ん
ぼ
へ
行
っ
て
が
ん
ば
り
ま
す
。」

　

そ
う
言
う
と
、
お
酒
の
入
っ
た
と
っ
く

り
を
大
事
そ
う
に
か
か
え
て
帰
っ
て
い
き

ま
し
た
。
い
つ
の
間
に
か
、
小
川
村
で
は
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よ
っ
ぱ
ら
っ
て
け
ん
か
を
し
た
り
、
お
酒

に
大
金
を
使
い
す
ぎ
る
人
も
い
な
く
な
り

ま
し
た
。

⑥　

与
右
衛
門
さ
ん
は
自
分
の
勉
強
だ
け

で
な
く
、
村
人
の
た
め
に
勉
強
会
を
開
い

た
り
、
門
人
た
ち
に
も
学
問
を
教
え
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

与
右
衛
門
「
こ
の
頃
は
忙
し
く
な
っ
て
き

て
、
村
の
人
た
ち
が
酒
を
買
い
に
来
て

も
い
ち
い
ち
店
に
出
ら
れ
な
く
な
っ
て

き
た
な
。
ど
う
し
た
も
の
か
な
。」

　

と
与
右
衛
門
さ
ん
は
考
え
て
い
ま
し
た
。

与
右
衛
門
「
そ
う
だ
。
家
の
入
口
に
酒
の

か
め
と
、
ま
す
を
置
い
て
、
欲
し
い
人

　

は
自
分
の

　

と
っ
く
り

　

に
必
要
な

　

分
だ
け
入

　

れ
、
お
金

　

は
竹
筒
の

　

中
へ
入
れ

　

て
も
ら
お

　

う
。
そ
う

　

す
れ
ば
、

私
は
勉
強
や
講
義
に
集
中
で
き
る

な
。」

　

与
右
衛
門
さ
ん
は
さ
っ
そ
く
、
酒
の

入
っ
た
か
め
と
、
量
る
ま
す
、
そ
れ
に
お

金
を
入
れ
る
竹
の
筒
を
置
き
ま
し
た
。 

そ
し
て
張
り
紙
を
出
し
ま
し
た
。

　

『
お
酒
の
い
る
人
は
、
か
め
に
あ
る
お

　

酒
を
自
由
に
は
か
っ
て
持
っ
て
帰
っ
て

　

く
だ
さ
い
。
代
金
は
そ
の
竹
筒
に
入
れ

　

て
く
だ
さ
い
。
店
主
』

　

門
人
た
ち
は
お
ど
ろ
い
て
言
い
ま
し
た
。

次
郎
「
与
右
衛
門
さ
ん
、
そ
ん
な
こ
と
を

し
た
ら
み
ん
な
お
金
を
払
わ
ず
に
お
酒

だ
け
を
持
っ
て
行
っ
て
し
ま
い
ま
す

よ
。」

三
太
「
私
た
ち
が
か
わ
る
が
わ
る
番
を
し

ま
し
ょ
う
。」

　

と
口
々
に
い
っ
て
心
配
し
ま
し
た
。
で

も
与
右
衛
門
さ
ん
は
言
い
ま
し
た
。

与
右
衛
門
「
い
や
い
や
、
人
は
み
ん
な
だ

れ
で
も
き
れ
い
な
心
を
持
っ
て
い
る
善

人
な
ん
で
す
よ
。
そ
ん
な
悪
い
こ
と
を

す
る
は
ず
が
な
い
よ
。」

　

与
右
衛
門
さ
ん
は
少
し
も
気
に
せ
ず
、

講
義
に
精
を
出
し
ま
し
た
。

　

毎
日
、
夕
方
に
な
っ
て
調
べ
る
と
、
代

金
は
き
ち
ん
と
竹
筒
に
入
っ
て
い
て
、
み

ん
な
も
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。

⑦　

今
日 

も
い
い 

お
天
気
で
す
。
隣
村

の
「
か
も
祭
り
」
の
日
で
す
。
こ
の
日
も

与
右
衛
門
さ
ん
が
、
部
屋
で
勉
強
し
て
い

る
と
ち
ら
っ
と
、
外
の
様
子
が
見
え
ま
し

た
。

与
右
衛
門
『
あ
れ
、
こ
の
あ
た
り
で
は
あ

ま
り
見
か
け
た
こ
と
の
な
い
人
が
お
酒

を
買
い
に
来
て
い
る
な
。
』

　

と
、
な
ん
と
な
く
見
て
い
る
と
、
そ
の

人
は
一
升
と
っ
く
り
三
本
に
酒
を
入
れ
る

と
、
そ
の
ま
ま
帰
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
様
子
を
見
て
い
た
与
右
衛
門
さ
ん
は

そ
の
日
の
売
上
帳
に
、

『
ご
ん
ず
わ
ら
じ
に
が
ま
は
ば
き
知
ら
ぬ

お
方
に
酒
三

升
し
か
も
そ

の
日
は
か
も

祭
り
』

　

＊
ご
ん
ず

　
　

わ
ら
じ

　
　

＝
普
通

　
　

の
わ
ら

　
　

じ
と
ち

　
　

が
い
、

　
　

紐
通
し
を
作
ら
ず
、
紐
を
わ
ら
じ
底

　
　

に
編
み
込
ん
だ
、
は
き
も
の
で
遠
距

　
　

離
な
ど
遠
出
の
時
に
使
用
す
る
も
の
。

　

＊
が
ま
は
ば
き
＝
が
ま
（
水
辺
に
生
え

　
　

て
い
る
植
物
）
の
茎
で
作
っ
た
、
足

　
　

の
す
ね
に
巻
き
つ
け
る
脚
絆

　

と
さ
ら
さ
ら
と
、
筆
を
走
ら
せ
ま
し
た
。

門
人
た
ち
は
心
配
し
ま
し
た
。

五
平
「
私
な
ら
探
し
出
し
て
で
も
、
金
を

払
わ
せ
る
の
に
、
与
右
衛
門
さ
ん
は
売

上
帳
に
歌
な
ん
か
書
い
て
い
て
大
丈
夫

か
な
。」

与
助
「
お
金
を
払
わ
ず
に
だ
ま
っ
て
三
升

も
の
酒
を
持
ち
帰
る
と
は
悪
い
や
つ
だ
。

与
右
衛
門
さ
ん
は
酒
泥
棒
を
捕
ま
え
る

こ
と
も
せ
ず
、
気
に
も
し
な
い
。
な
ん

て
心
の
大
き
な
人
な
ん
だ
ろ
う
。」

　

と
こ
ろ
が
四
日
ほ
ど
た
つ
と
ま
た
、
そ

の
人
が
店
へ
来
て
、
酒
は
買
わ
ず
に
、
自

分
の
財
布
か
ら
お
金
を
出
し
て
竹
筒
に
入

れ
る
と
、
家
の
ほ
う
に
一
礼
を
し
て
、
静

か
に
帰
っ
て
い
き
ま
し
た
。

六
兵
衛
「
与
右
衛
門
さ
ん
、
お
金
を
入
れ

　

て
帰
っ
て
い
き
ま
し
た
。」

与
右
衛
門
「
人
は
み
ん
な
美
し
い
心
を
持

　

っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。」

　

与
右
衛
門
さ
ん
は
、
い
つ
も
よ
り
に
こ

に
こ
し
な
が
ら
言
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
い

た
人
た
ち
も
温
か
い
心
地
に
な
り
ま
し
た
。

⑧　

勘
助
「
与
右
衛
門
さ
ん
、
今
日
は
疲

れ
ま
し
た
、
お
酒
を
下
さ
い
。」

　

村
の
人
が
与
右
衛
門
さ
ん
の
店
へ
入
っ

て
き
ま
し
た
。

与
右
衛
門
「
勘
助
さ
ん
、
お
疲
れ
様
、
今

　

日
は
何
の
仕
事
を
さ
れ
た
ん
で
す

か
。」

勘
助
「
は
い
、

　

田
ん
ぼ
の

　

草
取
り
を

　

一
日
し
て

　

い
ま
し
た

　

た
が
、
腰

　

や
足
が
痛

　

く
な
っ
て

　

し
ま
い
ま

　

し
た
。」

与
右
衛
門
「
そ
れ
は
大
変
で
し
た
ね
。
そ

れ
な
ら
こ
れ
く
ら
い
の
お
酒
を
飲
ん
で

ゆ
っ
く
り
寝
れ
ば
、
き
っ
と
ま
た
、
明

日
は
元
気
に
な
り
ま
す
よ
。」

勘
助
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
と
こ

ろ
で
与
右
衛
門
さ
ん
、
ひ
と
つ
困
っ
て

い
る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
教
え
て

も
ら
え
ま
せ
ん
か
。」

与
右
衛
門
「
ど
う
し
た
ん
で
す
か
。
勘
助

　

さ
ん
。」



　

　

深
々
と
頭

を
下
げ
て
お

礼
を
言
い
ま

し
た
。

与
右
衛
門　

　

「
そ
う
で

　

す
か
。
そ

　

れ
は
よ
か

　

っ
た
。
し

　

ば
ら
く
は

　

食
べ
物
に
気
を
付　

け
て
あ
げ
て
く
だ

　

さ
い
よ
。」

　

与
右
衛
門
さ
ん
の
話
に
、
ヨ
シ
さ
ん
は

う
れ
し
そ
う
に
帰
っ
て
い
き
ま
し
た
。

⑩　

与
平
「
与
右
衛
門
さ
ん
、
い
つ
も
お

世
話
に
な
っ
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
今
日
は
里
芋
が
取
れ
た
の
で
持
っ

て
き
ま
し
た
。
食
べ
て
く
だ
さ
い
。」

　

里
芋
を
抱
え
て
入
っ
て
き
た
与
平
さ
ん

を
見
て
、
与
右
衛
門
さ
ん
は
言
い
ま
し
た
。

与
右
衛
門
「
お
う
、
こ
れ
は
お
い
し
そ
う

な
里
芋
で
す
な
。
こ
ん
な
に
も
ら
っ
て

い
い
の
で
す
か
。」

与
平
「
ど
う
ぞ
、
ど
う
ぞ
。
与
右
衛
門
さ

ん
に
は
い
ろ
ん
な
こ
と
を
教
え
て
も
ら

っ
て
み
ん
な
大
喜
び
で
す
よ
。
ま
た
、

お
願
い
し
ま
す
。」

　

与
右
衛
門
さ
ん
は
、
こ
の
よ
う
に
だ
れ

に
で
も
分
け
へ
だ
て
な
く
親
切
で
し
た
。

　

『
与
右
衛
門
さ
ん
な
ら
、
き
っ
と
教
え

て
下
さ
る
。』
と
、
村
び
と
は
困
り
ご
と

が
で
き
る
と
相
談
に
来
ま
し
た
。
ま
た
、

与
右
衛
門
さ
ん
の
話
は
わ
か
り
や
す
か
っ

た
の
で
村
び
と
だ
け
で
な
く
、
し
だ
い
に

門
人
も
ふ
え
、
四
国
の
大
洲
や
京
都
、
近

江
の
各
地
か
ら
も
、
学
問
を
習
い
に
来
ま

し
た
。
そ
の
忙
し
い
合
間
を
ぬ
っ
て
与
右

衛
門
さ
ん
は
、
自
分
の
学
問
を
進
め
て
い

き
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
与
右
衛
門
さ
ん
を
い
つ
も
見
て

い
た
村
の
人
た
ち
は
、
与
右
衛
門
さ
ん
の

家
の
庭
に
大
き
な
藤
の
木
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
い
つ
の
間
に
か

　

『
藤
樹
さ
ん
』
『
藤
樹
先
生
』

と
親
し
み
を
込
め
て
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。　
　
　
　
　
　

（
お
し
ま
い
）
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勘
助
「
は
い
、
実
は
私
の
万
木
に
あ
る
田

ん
ぼ
の
石
垣
が
、
少
し
雨
が
降
る
と
す

ぐ
に
く
ず
れ
て
、
大
弱
り
し
て
い
る
ん

で
す
よ
。
何
と
か
な
り
ま
せ
ん
か
。」

　

勘
助
さ
ん
は
、
い
か
に
も
困
っ
た
と
い

う
ふ
う
に
、
与
右
衛
門
さ
ん
に
話
し
ま
し

た
。
与
右
衛
門
さ
ん
は
、
ち
ょ
っ
と
考
え

て
か
ら

与
右
衛
門
「
そ
れ
は
大
変
で
す
ね
。
そ
れ

な
ら
、
こ
う
し
て
は
ど
う
で
す
か
。
ま

ず
、
石
垣
の
下
に
松
の
杭
を
五
～
六
本

打
ち
込
ん
で
か
ら
、
も
う
一
度
石
垣
を

積
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
き
っ
と
く
ず

れ
な
い
と
思
い
ま
す
よ
。」

勘
助
「
は
い
、
そ
れ
な
ら
簡
単
な
こ
と
で

す
。
や
っ
て
み
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。」

　

さ
っ
そ
く
、
勘
助
さ
ん
が
与
右
衛
門
さ

ん
の
言
う
通
り
に
す
る
と
、
石
垣
は
し
っ

か
り
し
て
、
秋
の
大
雨
や
台
風
に
も
く
ず

れ
ず
、
び
く
と
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

勘
助
「
よ
か
っ
た
。
与
右
衛
門
さ
ん
は
何

で
も
よ
く
知
っ
て
い
る
人
な
ん
だ
な
。」

と
、
勘
助
さ
ん
は
感
心
し
ま
し
た
。

⑨　

あ
る
と
き
、
こ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。

　

村
の
ヨ
シ
と
い
う
若
い
お
母
さ
ん
が
小

さ
い
子
供
を
抱
い
て
、
与
右
衛
門
さ
ん
の

家
へ
か
け
こ
ん
で
い
ま
し
た
。

ヨ
シ
「
与
右
衛
門
さ
ん
、
子
供
が
『
お
な

　

か
が
痛
い
』
と
、
し
ん
ど
が
っ
て
い
ま

す
。
ど
う
し
た
ら
良
く
な
り
ま
す
か
」

　

与
右
衛
門
さ
ん
は
子
ど
も
の
様
子
を
見

お
知
ら
せ

☆
『
紙
芝
居
』
の
販
売

　
　

十
八
巻
の
『
藤
樹
紙
芝
居
』
を
制

　

作
し
ま
し
た
。
ご
入
り
用
で
し
た
ら

　

お
求
め
く
だ
さ
い
。

☆
『
紙
芝
居
』
の
出
前

　
　

ご
要
望
が
あ
れ
ば
、
学
校
、
保
・

　

幼
・
こ
ど
も
園
、
自
治
会
の
サ
ロ
ン
、

　

福
祉
施
設
な
ど
へ
紙
芝
居
の
出
前
を

　

し
ま
す
。

●
連
絡
先

　

藤
樹
書
院
・
良
知
館
内

　
　
　

電
話　

〇
七
四
〇
㉜
四
一
五
六

て
、

与
右
衛
門

　

「
何
か
悪

　

い
も
の
で

　

も
、
食
べ

　

た
の
だ
ろ

　

う
か
。」

　

与
右
衛
門

さ
ん
は
家
の

奥
へ
入
り
、

与
右
衛
門
「
こ
れ
を
煎
じ
て
飲
ま
せ
な
さ

い
。
明
日
の
朝
に
は
、
お
な
か
の
痛
い

の
が
治
る
と
思
い
ま
す
よ
。」

　

と
、
い
っ
て
草
の
干
し
た
物
を
ヨ
シ
さ

ん
に
渡
し
ま
し
た
。

ヨ
シ
「
与
右
衛
門
さ
ん
、
こ
れ
は
何
の
葉

　

っ
ぱ
で
す
か
。」

与
右
衛
門
「
こ
れ
は
ね
、
ゲ
ン
ノ
シ
ョ
ウ

コ
と
い
う
薬
草
で
、
葉
を
摘
み
取
っ
て

干
し
た
物
で
す
よ
。
普
通
の
下
痢
な
ら

た
い
て
い
一
晩
寝
た
ら
治
る
で
し
ょ

う
。」

　

＊
ゲ
ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
＝
原
野
な
ど
に
自

　
　

生
す
る
多
年
草
。
茎
、
葉
は
下
痢
止

　
　

め
、
健
胃
に
有
効
。

　

ヨ
シ
さ
ん
は
お
礼
を
言
う
と
急
い
で

帰
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

次
の
日
、
ま
た
、
与
右
衛
門
さ
ん
の
家

へ
来
て
、

ヨ
シ
「
与
右
衛
門
さ
ん
、
あ
の
ゲ
ン
ノ
シ

ョ
ウ
コ
の
お
蔭
で
子
ど
も
は
す
っ
か
り

元
気
に
な
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。」



  

　

江
戸
時
代
中
期
の
朱
子
学

者
で
あ
る
浅あ
さ
み見
絅け
い
さ
い斎
は
、
承

応
元
年
（
一
六
五
二
）
に
高

島
郡
太
田
村
の
医
家
に
生
ま

れ
ま
し
た
。

　

名
は
安
正
、
通
称
は
重
次

郎
、
号
が
絅
斎
で
す
。
こ
の

号
は
塾
が
あ
っ
た
京
都
錦
小

路
の
「
錦
」
と
『
中
庸
』
の

「
錦
を
着
て
も
、そ
の
輝
き
を

や
わ
ら
げ
る
た
め
に
、

 

絅
う
す
ぎ
ぬを

ま
と
う
」
の
教
え
に
な
ら
っ

て
、
晩
年
に
つ
け
た
自
号
で

す
。

　

は
じ
め
は
京
都
で
医
者
を

し
て
い
ま
し
た
が
二
十
四
歳

の
頃
に
山や
ま
さ
き崎

闇あ
ん
さ
い斎

の
敬け
い
ぎ
じ
ゅ
く

義
塾

に
入
門
し
、
の
ち
に
佐さ
と
う藤

直な
お
か
た方
、
三み
や
け宅
尚し
ょ
う
さ
い斎
と
と
も
に

崎
門
三
傑
と
称
さ
れ
ま
し

た
。
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く
の
は
無
用
で
、
そ
の
場
で
生
き
る
た

め
の
精
進
に
励
め
ば
す
な
わ
ち
そ
こ
が

「
華
」
（
世
界
の
中
心
）
で
あ
る
〉
を
理

念
と
し
て
、
門
人
の
教
育
に
あ
た
っ
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

絅
斎
の
顕
彰

　

大
正
十
三
年
に
絅
斎
の
故
郷
で
あ
る
新

旭
町
太
田
に
絅
斎
書
院
が
完
成
。
昭
和
五

十
一
年
に
は
、
京
都
市
東
区
の
鳥
辺
山
墓

地
に
あ
る
絅
斎
の
墓
所
の
修
復
。
そ
し

て
、
昭
和
五
十
二
年
に
絅
斎
書
院
保
存
会

が
発
足
。
平
成
二
十
三
年
に
は
、
保
存
会

に
よ
り
没
三
百
年
祭
が
開
催
さ
れ
る
な

ど
、
絅
斎
の
功
績
が
現
在
も
継
承
さ
れ
て

い
ま
す
。

絅
斎
の
門
人

　

絅
斎
は
徳
川
紀
州
藩
な
ど
の
招
き
を
断

り
、
生
涯
士
官
せ
ず
に
、
「
錦き
ん
ぱ
く陌

講こ
う
ど
う堂

」

と
名
付
け
た
私
塾
を
開
き
、
門
人
の
教
育

に
尽
力
し
ま
し
た
。
現
在
、
大
丸
京
都
店

の
敷
地
の
一
角
に
京
都
市
教
育
会
に
よ
っ

て
「
浅
見
絅
斎
邸
址
」
の
石
碑
が
建
て
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
塾
で
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
に

六
十
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
、
門
人
に
教
授

し
、
そ
の
講
義
の
内
容
は
、
弟
子
た
ち
が

記
録
し
た
『
師
説
』
と
称
さ
れ
る
筆
記
類

に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

門
人
に
は
若
わ
か
ば
や
し林

強き
ょ
う
さ
い

斎
、
三み
や
け宅

観か
ん
ら
ん瀾

、
山

本
復
斎
、
谷た
に
じ
ん
ざ
ん

秦
山
な
ど
が
い
ま
す
。

　

絅
斎
は
常
に
長
刀
を
帯
び
、
刀
の
金
具

に
は
「
赤
心
報
国
」
の
文
字
が
刻
ま
れ
て

い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

絅
斎
の
著
書
『
靖
献
遺
言
』

　

絅
斎
は
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
か

ら
、
四
年
の
歳
月
を
か
け
て
『
靖せ
い
け
ん献

遺い
げ
ん言

』
を
編
纂
し
ま
し
た
。
靖
献
遺
言
に

は
中
国
歴
代
の
忠
臣
義
士
と
さ
れ
る
屈く
つ

原げ
ん

、
諸
葛
亮
、
陶
淵
明
、
顔が

ん
し
ん
け
い

真
卿
、
文ぶ

ん
て
ん天

祥し
ょ
う、
謝し
ゃ
ぼ
う枋
得と
く

、
劉
り
ゅ
う
い
ん因
、
方ほ
う
こ
う
じ
ゅ

孝
儒
の
八
名
の

人
物
の
遺
文
と
そ
の
略
伝
、
論
評
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
『
靖
献
遺
言
』
は
当
時
の
人
々
だ

け
で
な
く
、
幕
末
に
は
勤
王
志
士
の
必
読

書
と
し
て
読
ま
れ
、
明
治
維
新
に
大
き
な

影
響
を
与
え
ま
し
た
。

　

幕
末
の
志
士
の
会
合
で
は
、
よ
く
詩
吟

が
歌
わ
れ
た
と
さ
れ
、
特
に
『
靖
献
遺

言
』
の
詩
を
吟
じ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
西
郷
隆
盛
、
高
杉
晋
作

も
こ
れ
ら
八
名
の
一
人
に
自
分
を
重
ね
て

詩
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

『
靖
献
遺
言
』
が
与
え
た
影
響

　

寺
田
屋
事
件
に
て
命
を
落
と
し
た
薩
摩

の
有
馬
新
七
は
『
靖
献
遺
言
』
を
研
究

し
、
崎
門
学
派
の
学
を
修
め
て
い
ま
す
。

福
井
の
橋
本
左
内
は
外
出
の
時
に
常
に

『
靖
献
遺
言
』
を
懐
中
に
し
て
い
た
と
伝

え
ら
れ
る
ほ
か
、
梅
田
雲
浜
も
交
際
の
あ

っ
た
吉
田
松
陰
か
ら
「
靖
献
遺
言
に
て
固

め
た
る
男
」
と
評
さ
れ
て
い
ま
す
。
雲
浜

は
絅
斎
の
同
郷
（
高
島
郡
北
畑
村
）
で
崎

門
学
を
学
ん
だ
上
原
立
斎
に
教
え
を
請

い
、
娘
の
信
を
妻
に
し
て
い
ま
す
。

　

吉
田
松
陰
も
ま
た「
野
山
の
獄
」に
あ
っ

て
本
書
を
熟
読
し
た
こ
と
が
『
野
山
獄
読

書
記
』
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

松
陰
は
絅
斎
の
「
華か

い夷
弁べ
ん
べ
つ別

」
の
考
え

〈
自
分
が
生
ま
れ
た
土
地
に
劣
等
感
を
抱

シリーズ⑥郷土高島の先人に学ぶ
『
浅
見　

絅
斎 

』

　
　
　
　
　
　
　

横
井
川　

博
之

浅見絅斎先生之墓

浅見絅斎　肖像

錦陌講堂跡　石碑



　

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

○
ウ
ェ
ス
ト
レ
イ
ク
ホ
テ
ル
可
以
登
楼 

○
株
式
会
社 

大
山
建
設

◯
川
島
酒
造
株
式
会
社

○
株
式
会
社 

桑
原
組 

○
有
限
会
社 

宏
和
商
事

◯
税
理
士
法
人
・
小
畑
会
計
事
務
所

○
有
限
会
社 

白
浜
荘

○
社
会
福
祉
法
人 

新
旭
み
の
り
会

○
ソ
エ
ダ 

株
式
会
社 

○
株
式
会
社 

Ｔ
Ａ
Ｄ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

○
鉄
屋
商
事 

株
式
会
社

○
株
式
会
社 

戸
井
薬
局 

○
と
も
栄 

藤
樹
街
道
本
店

○
中
村
印
刷 

株
式
会
社

○
株
式
会
社 

中
村
測
量
設
計 

○
ニ
ッ
ケ
イ
工
業 

株
式
会
社

○
八
田
建
設 

株
式
会
社

○
有
限
会
社 

馬
場
塗
装

○
三
田
村
印
刷 

株
式
会
社　

  

○
有
限
会
社 

綿
庄
食
品
店  　
　

（
五
十
音
順
）
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藤
樹
の
生
涯
と
思
想
か
ら
学
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
館
長　
富
永　
雄
教

　

本
記
念
館
に
は
、
年
間
を
通
し
て
全
国

各
地
か
ら
、
個
人
ま
た
は
団
体
と
し
て
、

多
く
の
方
が
来
ら
れ
、
中
江
藤
樹
の
生
涯

や
思
想
、
そ
し
て
、
中
江
藤
樹
が
影
響
を

与
え
た
人
々
な
ど
を
熱
心
に
学
ば
れ
て
い

ま
す
。
団
体
と
し
て
は
、
企
業
や
大
学
、

小
中
高
等
学
校
、
社
会
教
育
団
体
な
ど
が

研
修
の
一
貫
と
し
て
学
ば
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
記
念
館
や
藤
樹
書
院
等
で
の
学
び
が
、

こ
れ
か
ら
の
時
代
を
心
豊
か
に
、
そ
し
て

た
く
ま
し
く
生
き
る
た
め
に
、
多
く
の
面

で
活
か
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
の
四
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
の

九
か
月
間
に
、
当
記
念
館
へ
約
四
千
六
百

人
の
方
が
来
ら
れ
ま
し
た
。
八
月
か
ら
は
、

今
後
の
参
考
の
た
め
、
ど
の
方
面
か
ら
来

ら
れ
た
か
を
お
聞
き
し
て
お
り
、
そ
の
結

果
、
八
月
か
ら
十
二
月
ま
で
に
来
ら
れ
た

方
面
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
、
滋
賀
県
内

で
、
全
体
の
半
数
を
上
回
っ
て
い
ま
す
。

　

残
り
の
約
半
数
の
県
外
の
方
面
で
最
も

多
か
っ
た
の
は
、
大
阪
府
で
県
外
の
約
三

割
を
占
め
、
そ
の
次
の
京
都
府
と
兵
庫
県

を
加
え
る
と
県
外
の
約
半
数
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
愛
知
県
、
東
京
都
、
富
山
県
、
愛

媛
県
、
福
井
県
、
岡
山
県
、
奈
良
県
、
岐

阜
県
な
ど
か
ら
も
多
く
の
方
に
来
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。
全
国
三
十
以
上
の
都
府

賛
助
会
員
一
覧

県
か
ら
お
越
し
い
た
だ
き
、
遠
方
か
ら
は
，

東
北
や
九
州
か
ら
も
来
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

国
外
で
は
、
中
国
か
ら
が
最
も
多
く
、

韓
国
、
台
湾
、
ド
イ
ツ
な
ど
か
ら
も
来
ら

れ
て
い
ま
す
。
国
外
か
ら
来
ら
れ
た
方
は

県
外
全
体
の
三
％
を
越
え
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
個
人
の
来
館
者
数
の
内
、
市
内

の
人
数
は
、
滋
賀
県
全
体
の
五
分
の
一
と

少
な
い
の
が
残
念
で
す
。
地
元
の
日
本
に

お
け
る
偉
大
な
先
覚
者
、
中
江
藤
樹
の
生

涯
や
思
想
の
こ
と
を
よ
り
多
く
の
人
が
学

び
、
人
間
と
し
て
の
正
し
い
生
き
方
を
求

め
、
地
元
へ
の
愛
着
と
誇
り
、
夢
と
希
望

を
も
っ
て
生
き
る
こ
と
が
、
市
の
さ
ら
な

る
発
展
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
ま
す
。

　

ま
た
、
来
館
者
へ
の
説
明
や
質
疑
の
中

で
中
江
藤
樹
が
子
ど
も
か
ら
立
派
な
武
士

と
し
て
、
儒
者
と
し
て
育
っ
て
い
っ
た
大

変
重
要
な
大
洲
時
代
の
十
七
年
間
が
話
題

に
な
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
本
館
の

職
員
が
よ
り
実
感
を
持
っ
て
説
明
が
で
き

る
よ
う
、
大
洲
で
の
史
跡
等
の
現
地
研
修

の
必
要
性
を
強
く
感
じ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の

よ
う
な

な
か
、

今
年
は
、

中
江
藤

樹
が
大

洲
入
り

し
て
か

ら
四
百

年
に
当

藤
樹
記
念
館
通
信
⑥

た
り
、
大
洲
市
立
博
物
館
で
、
十
一
月
か

ら
特
別
展
が
開
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

当
記
念
館
の
職
員
が
大
洲
市
を
訪
れ
、
博

物
館
や
史
跡
等
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
び
、

博
物
館
や
大
洲
藤
樹
会
と
の
交
流
も
深
め

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
現
在
、
そ
の
学

び
を
も
と
に
、
「
大
洲
に
お
け
る
中
江
藤

樹
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
小
企
画
展
の
準
備

を
進
め
て
い
ま
す
。

大洲城と故郷の小川村を望む藤樹像

 
「
中
江
藤
樹
・
心
の
セ
ミ
ナ
ー
」

　
　
　
　
　

に
ご
参
加
く
だ
さ
い

★
日
時　
（
平
成
三
十
年
）

　
　
　
　

二
月
十
日
（
土
）

　
　
　
　
　
　

午
後
一
時
半
〜

★
場
所　

安
曇
川
公
民
館

　
　
　
　
　

ふ
じ
の
き
ホ
ー
ル

★
演
題　
『
真
の「
代
表
的
日
本
人
」

　
　
　
　
　
　
　

中
江
藤
樹
に
学
ぶ
』

★
講
師　
作
家　

林
田　

明
夫　

氏

【
講
師
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
】

　

作
家
・
陽
明
学
研
究
家
。
一
九
五
二
年

長
崎
県
生
ま
れ
。
実
践
哲
学
と
し
て
の
王

陽
明
の
思
想
と
、
日
本
の
禅
、
ゲ
ー
テ
や

Ｒ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
ら
の
思
想
と
を
比
較

融
合
さ
せ
た
独
自
の
視
点
に
よ
る
研
究
で

知
ら
れ
る
。
そ
の
研
究
成
果
を
、
九
四
年

に
『
真
説
「
陽
明
学
」
入
門
』
と
し
て
上

梓
、
二
〇
一
五
年
に
本
書
の
英
語
版
が
刊

行
さ
れ
た
。
九
七
年
に
「
国
際
陽
明
学
京

都
会
議
」
に
実
践
部
会
を
代
表
し
て
登
壇
。

陽
明
学
的
な
生
き
方
を
貫
き
つ
つ
、
現
代

人
向
け
の
活
き
た
テ
キ
ス
ト
を
数
多
く
手

が
け
て
い
る
。
著
書
は
他
に
『
真
説
「
伝

習
録
」
入
門
』
『
イ
ヤ
な
「
仕
事
」
も

ニ
ッ
コ
リ
や
れ
る
陽
明
学
』
『
山
田
方
谷

の
思
想
を
巡
っ
て
』
『
志
士
の
流
儀
』
な

ど
。
共
著
に
『
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
完
全
理

解
』
（
越
川
禮
子
）
な
ど
が
あ
る
。


