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文化と交流  

宮本常一記念館 



「
文
化
と
交
流
」
5
号
の
刊
行
に
あ
た
っ
て 

 

宮
本
常
一
記
念
館  

『
文
化
と
交
流
』
の
5
号
を
刊
行
い
た
し
ま
す
。 

こ
の
『
文
化
と
交
流
』
は
、
周
防
大
島
の
歴
史
・
民
俗
・
自
然
環
境
に
つ
い
て
の
情
報
を
発
信
し
、
町
内
は
も
と
よ
り
、
全
国
あ

る
い
は
世
界
の
人
び
と
と
こ
れ
ら
の
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
を
願
っ
て
企
画
さ
れ
ま
し
た
。
周
防
大
島
を
中
心
と
し
た
瀬
戸
内
地
域

を
は
じ
め
農
山
漁
村
の
生
活
変
遷
、
豊
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
た
周
防
大
島
の
環
境
、
さ
ら
に
当
館
が
所
蔵
す
る
宮
本
常
一
関
係
資
料

に
関
す
る
調
査
・
研
究
の
成
果
を
紹
介
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
そ
の
情
報
発
信
の
担
い
手
と
し
て
、
当
館
へ
登
録
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
地
域
交
流
員
の
皆
さ
ん
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
が

大
き
く
あ
り
ま
す
。 

コ
ロ
ナ
禍
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
制
約
を
う
け
る
昨
今
の
状
況
で
は
、
文
化
の
発
信
は
難
し
い
状
況
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
本

誌
が
よ
り
多
く
の
方
に
ご
愛
読
い
た
だ
き
、
ま
た
周
防
大
島
を
中
心
と
し
た
生
活
文
化
の
発
見
に
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い

に
存
じ
ま
す
。 
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断
水
の
生
活
誌
〔
学
校
篇
〕 

岡
村 

弘
子 

一 

は
じ
め
に 

―

書
か
な
く
て
も
み
ん
な
知
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が  

平
成
三
〇
年(

二
〇
一
八
年)

一
〇
月
二
二
日
（
月
）
の
未
明
に

大
島
大
橋
に
ド
イ
ツ
船
籍
の
大
型
貨
物
船
が
衝
突
し
た
。
こ
の
事

故
に
よ
り
本
土
側
柳
井
市
大
畠
か
ら
の
送
水
管
が
破
損
し
断
水
生

活
が
始
ま
っ
た
。
橋
本
体
も
ト
ラ
ス
構
造
の
一
部
が
破
損
し
た
た

め
に
片
側
交
互
通
行
に
な
り
、
強
風
に
よ
る
通
行
止
め
が
し
ば
し

ば
お
こ
っ
た
。
橋
の
点
検
や
修
復
工
事
、
仮
設
送
水
管
設
置
工
事

の
た
め
に
通
行
規
制
が
強
化
さ
れ
た
り
全
面
通
行
止
め
に
な
っ
た

り
し
た
日
も
あ
っ
た
。
防
災
無
線
か
ら
流
れ
る
「
防
災
周
防
大
島

で
す
。
役
場
総
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ
で
す…

…

。
」
に
続
く
情

報
に
耳
を
傾
け
た
。
風
速
五
メ
ー
ト
ル
で
通
行
止
め
に
な
っ
た
時

期
は
大
島
か
ら
帰
る
人
も
大
島
に
帰
る
人
も
双
方
に
と
て
も
困
っ

た
。
も
ち
ろ
ん
渋
滞
に
も
困
っ
た
。 

直
径
三
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
仮
設
送
水
管
が
設
置
さ
れ
て
水

道
の
蛇
口
か
ら
水
が
出
た
の
は
一
一
月
二
九
日
（
金
）
。
こ
の
期

間
中
先
が
分
か
ら
な
い
不
安
や
不
便
な
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
何

と
か
い
つ
も
ど
お
り
の
生
活
を
保
つ
た
め
に
多
く
の
人
が
知
恵
を

出
し
あ
い
、
力
を
あ
わ
せ
て
生
活
し
た
。
十
分
に
い
つ
も
ど
お
り

と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
ほ
ぼ
い
つ
も
ど
お
り
に
生
活
を
す
る
た

め
に
、
ど
の
よ
う
に
工
夫
を
し
た
か
、
ど
の
よ
う
に
支
え
合
っ
た

か
、
一
つ
の
学
校
の
中
で
起
こ
っ
た
こ
と
を
記
録
す
る
。 

学
校
は
授
業
を
行
う
場
で
あ
る
と
と
も
に
子
ど
も
た
ち
や
教
職

員
も
日
中
の
生
活
を
営
む
場
で
あ
る
。
朝
八
時
に
は
登
校
し
夕
方

ま
で
勉
強
や
部
活
を
し
て
下
校
す
る
。
そ
の
間
、
給
食
を
食
べ
、

歯
磨
き
を
し
、
ト
イ
レ
に
行
き
、
手
を
洗
う
。
一
日
の
終
わ
り
に

は
教
室
の
掃
除
を
す
る
。
そ
の
水
が
な
い
。
い
や
全
く
な
か
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
で
も
水
道
の
蛇
口
を
ひ
ね
っ
て
も
、
ト
イ
レ
の

レ
バ
ー
を
押
し
て
も
水
は
流
れ
な
い
。
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い

の
か
、
約
四
〇
日
に
及
ぶ
断
水
時
の
生
活
を
振
り
返
る
。 

 

二 

断
水
時
の
生
活
記
録 

○
最
初
の
一
週
間 

文
化
祭
ま
で
、
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば 

一
〇
月
二
二
日
（
月
）
朝
、
防
災
無
線
で
断
水
に
な
る
こ
と
を

知
っ
た
。
前
回
同
年
一
月
の
断
水
は
短
期
間
に
終
わ
っ
た
の
で
、

こ
の
と
き
は
長
期
に
わ
た
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
学
校
は
平
常

に
始
ま
っ
た
。
給
食
の
調
理
が
で
き
な
い
た
め
午
後
の
授
業
が
で
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き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
始
め
の
課
題
だ
っ
た
。
災
害

時
の
協
定
に
よ
り
町
教
委
か
ら
一
人
あ
た
り
ド
ー
ナ
ツ
二
個
と
牛

乳
が
届
い
た
の
で
午
後
の
授
業
は
実
施
し
た
。
た
だ
中
学
生
に
と

っ
て
は
昼
食
と
し
て
の
カ
ロ
リ
ー
が
足
り
な
か
っ
た
の
で
部
活
動

は
中
止
し
早
め
に
下
校
さ
せ
た
。
こ
の
日
の
う
ち
に
事
故
の
概
要

が
報
道
さ
れ
す
ぐ
に
は
回
復
で
き
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。

午
後
に
は
水
が
出
な
く
な
り
給
水
所
に
行
っ
た
。
す
で
に
報
道
関

係
者
が
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
よ
う
と
待
ち
構
え
て
い
た
。
こ
の

と
き
は
橋
の
通
行
制
限
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
、
柳
井
市
に

出
か
け
て
給
水
用
の
一
〇
〇
リ
ッ
ト
ル
ポ
リ
タ
ン
ク
を
購
入
し
た
。 

夕
方
に
な
っ
て
、
一
〇
月
二
二
日
午
後
一
〇
時
か
ら
橋
の
点
検

の
た
め
に
全
面
通
行
止
め
に
な
る
と
い
う
知
ら
せ
が
あ
っ
た
。
島

外
か
ら
の
通
勤
が
難
し
く
島
内
在
住
の
教
職
員
だ
け
で
は
授
業
が

で
き
な
い
の
で
翌
日
は
臨
時
休
業
に
な
っ
た
。
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ

の
線
も
切
れ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
メ
ー
ル
が
つ
な
が
ら
な
い
家
庭

も
あ
る
の
で
、
各
担
任
が
全
家
庭
に
電
話
連
絡
を
し
た
。
午
後
九

時
頃
全
て
の
連
絡
が
終
わ
っ
て
筆
者
が
帰
宅
途
中
、
大
島
大
橋
の

大
島
側
は
大
渋
滞
、
久
賀
方
面
か
ら
橋
に
向
か
う
車
の
ヘ
ッ
ド
ラ

ン
プ
が
続
い
て
い
た
。 

翌
二
三
日
は
臨
時
休
業
、
曇
天
、
小
雨
の
一
日
を
学
校
で
待
機

し
て
過
ご
し
た
。
大
島
地
区
の
給
水
所
に
は
ポ
リ
タ
ン
ク
を
抱
え

た
長
い
列
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
は
島
内
全
体
で
水
が
足
ら
な
か

っ
た
よ
う
だ
。
子
ど
も
た
ち
も
家
庭
の
給
水
の
た
め
に
並
ん
で
い

た
。
福
祉
施
設
の
名
前
を
書
い
た
ポ
リ
タ
ン
ク
を
た
く
さ
ん
も
っ

て
並
ん
で
い
る
方
も
い
た
。
前
日
ま
で
の
陽
気
が
去
り
並
ん
で
い

る
人
の
表
情
も
ぼ
ん
や
り
し
て
い
た
よ
う
に
感
じ
た
。
夕
方
六
時

ご
ろ
二
四
日
午
前
七
時
に
通
行
止
め
解
除
の
ニ
ュ
ー
ス
テ
ロ
ッ
プ

が
流
れ
た
の
で
、
今
度
は
次
の
日
の
授
業
の
連
絡
を
す
る
た
め
、

や
は
り
全
家
庭
へ
電
話
連
絡
し
た
。 

翌
二
四
日
朝
七
時
の
通
行
開
始
に
備
え
て
大
畠
側
へ
早
く
か
ら

並
ん
で
い
た
教
職
員
も
い
た
。
島
外
の
教
職
員
は
ポ
リ
タ
ン
ク
や

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
持
参
、
朝
礼
に
は
ほ
ぼ
全
員
が
そ
ろ
っ
て
い
た
。

二
四
日
以
降
、
パ
ン
と
牛
乳
給
食
に
な
っ
た
。
授
業
は
予
定
ど
お

り
行
っ
た
。
部
活
動
や
駅
伝
練
習
も
い
つ
も
ど
お
り
で
再
開
し
た
。

二
八
日
の
文
化
祭
は
延
期
や
中
止
せ
ず
実
施
す
る
こ
と
に
し
た
。

ほ
ぼ
予
定
に
そ
っ
た
準
備
を
進
め
た
。 

飲
み
水
の
確
保
に
つ
い
て
は
校
区
内
の
保
育
園
の
お
世
話
に
な

っ
た
。
毎
日
水
を
運
ん
で
い
た
だ
き
大
変
助
か
っ
た
。
容
器
も
貸

し
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
職
員
の
実
家
の
井
戸
水
を
汲
み
に
行
っ

た
り
、
島
外
の
職
員
が
ポ
リ
タ
ン
ク
や
ジ
ャ
グ
に
入
れ
て
通
勤
の



 3 

※１ 給水タンク  

かぼちゃに見立てたジャックオーランタンをハロウィン

が終わったらかわいいキャラクターにした。どちらも当時の

養護教諭が作ってくれた。養護教諭は普段行っている健康観

察などに加えて、衛生管理・清掃・給水など多方面にわたっ

て断水対応に取り組まなければならなかった。 

 

度
に
運
ん
だ
り
し
た
。
プ
ー
ル
の
水
に
塩
素
を
入
れ
て
消
毒
し
ト

イ
レ
用
水
に
使
う
こ
と
に
し
た
。
学
校
中
か
ら
ブ
リ
キ
の
古
い
バ

ケ
ツ
を
か
き
集
め
た
。
ト
イ
レ
に
は
水
を
汲
ん
だ
バ
ケ
ツ
が
並
ん

だ
。
手
洗
い
が
で
き
な
い
の
で
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
用
ジ
ェ
ル
と
ペ

ー
パ
ー
タ
オ
ル
を
準
備
、
飲
み
水
用
の
紙
コ
ッ
プ
な
ど
も
買
い
足

し
た
。 

強
風
に
よ
る
橋
の
交
通
止
め
が
し
ば
し
ば
お
こ
り
橋
の
た
も
と

は
大
渋
滞
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
ル
ー
ト
で
も
あ
り
、
断
水
に
加
え

て
交
通
障
害
も
い
つ
も
ど
お
り
の
生
活
を
妨
げ
る
も
の
に
な
っ
た
。

文
化
祭
準
備
と
日
常
業
務
と
給
水
と
給
食
対
応
を
並
行
し
て
行
う

あ
わ
た
だ
し
い
毎
日
だ
っ
た
が
、
文
化
祭
を
乗
り
切
る
た
め
に
子

ど
も
も
教
職
員
も
が
ん
ば
っ
た
。 

○
文
化
祭 

一
〇
月
二
八
日
（
日
） 

 

文
化
祭
前
日
に
、
長
期
化
が
予
想
さ
れ
る
断
水
生
活
に
つ
い
て

担
当
者
と
話
し
合
い
を
し
た
。
始
め
の
一
週
間
は
何
と
か
し
な
け

れ
ば
と
い
う
思
い
が
先
立
っ
て
い
て
教
職
員
が
水
を
準
備
し
て
い

た
が
、
こ
れ
か
ら
は
子
ど
も
た
ち
の
当
番
制
に
す
る
こ
と
、
水
拭

き
掃
除
を
き
ち
ん
と
行
う
こ
と
な
ど
。
文
化
祭
当
日
の
来
校
者
の

た
め
に
は
一
〇
〇
リ
ッ
ト
ル
タ
ン
ク
を
準
備
し
た
。
オ
レ
ン
ジ
色

の
タ
ン
ク
に
は
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
が
近
い
の
で
ジ
ャ
ッ
ク
オ
ー
ラ
ン
タ

ン
の
飾
り
を
付
け
た
の
で
、
通
称
「
か
ぼ
ち
ゃ
」
と
な
っ
た
。
飾

り
を
変
え
て
も
必
要
な
く
な
る
ま
で
「
か
ぼ
ち
ゃ
」
だ
っ
た
。 
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※２ 玄関の水ステーション 

 学校中から集めた大小さまざまなバケツ、地域の方が貸

してくれた水入れ、職員が毎日運んだポリタンク等が玄関

に並んだ。ちょっとカッコ悪いかなとも思ったが給水にも

配水にもこの場所が一番便利だった。玄関が広くてよかっ

た。 

○
断
水
二
週
目 

い
つ
終
わ
り
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
先
が
見
え
な

い 
一
〇
月
二
九
日
～
一
一
月
二
日 

 

こ
の
頃
に
な
る
と
断
水
が
長
期
に
わ
た
る
こ
と
が
確
実
に
な
っ

て
き
た
。
い
つ
解
消
さ
れ
る
か
分
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
給
水
の
た

め
に
必
要
な
道
具
や
バ
ケ
ツ
を
買
い
足
し
た
。
借
り
た
も
の
も
あ

る
。
い
た
だ
い
た
も
の
も
あ
る
。
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
や
消
毒
液
、

ト
イ
レ
用
洗
剤
な
ど
の
消
耗
品
も
買
っ
た
り
教
育
委
員
会
か
ら
届

い
た
り
し
た
。
学
校
の
玄
関
に
ポ
リ
バ
ケ
ツ
、
タ
ン
ク
、
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
が
並
び
水
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
た
。
引
き
続
き
保
育
園

か
ら
毎
日
水
を
運
ん
で
く
だ
さ
っ
た
の
で
、
あ
り
が
た
い
こ
と
に

本
校
の
職
員
が
給
水
所
に
並
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
保
護
者
も
協

力
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
給
水
に
便
利
な
の
は
桶
と
タ
ル
、
ひ
し
ゃ

く
、
バ
ケ
ツ
、
じ
ょ
う
ご
と
水
甕
が
あ
れ
ば
そ
れ
も
き
っ
と
役
立

っ
て
い
た
は
ず
。
昔
な
が
ら
の
道
具
が
一
番
。
た
だ
し
す
べ
て
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
電
動
ポ
ン
プ
は
重
要
だ
。 

橋
の
通
行
止
め
や
渋
滞
が
頻
繁
に
お
こ
っ
た
。
渋
滞
を
見
越
し

て
通
勤
時
間
を
早
め
た
者
が
多
く
、
始
業
時
刻
に
は
職
員
は
そ
ろ

っ
て
い
た
。
帰
宅
は
時
間
を
早
め
て
渋
滞
の
少
な
い
と
き
に
帰
る

か
、
渋
滞
が
終
わ
る
ま
で
待
つ
か
ど
ち
ら
か
だ
。
ど
こ
ま
で
渋
滞

し
て
い
る
か
連
絡
を
取
り
合
っ
て
帰
る
頃
合
い
を
見
計
ら
っ
た
。 

こ
の
頃
学
校
か
ら
配
信
し
た
メ
ー
ル
の
ほ
と
ん
ど
は
給
食
関
係

の
も
の
で
、
保
護
者
の
関
心
事
も
給
食
だ
っ
た
。
日
々
状
況
が
変
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わ
る
の
で
給
食
セ
ン
タ
ー
の
栄
養
士
は
町
教
委
と
各
学
校
と
の
連

絡
調
整
が
大
変
だ
っ
た
。
パ
ン
、
牛
乳
と
デ
ザ
ー
ト
や
く
だ
も
の

が
基
本
、
副
食
類
は
家
庭
か
ら
持
参
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の
活
動

に
足
る
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
昼
食
を
ど
う
確
保
し
た
ら
よ
い
か
、
た

く
さ
ん
の
人
が
い
ろ
い
ろ
な
立
場
で
考
え
て
い
た
。
あ
ら
た
め
て

学
校
給
食
の
重
要
性
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。 

一
一
月
に
予
定
さ
れ
て
い
た
町
や
地
域
の
多
く
の
行
事
イ
ベ
ン

ト
が
中
止
に
な
っ
た
。
学
校
関
係
の
行
事
は
、
一
つ
一
つ
実
施
す

る
か
し
な
い
か
、
実
施
す
る
と
し
た
ら
水
を
ど
う
確
保
す
る
か
考

え
な
け
れ
ば
な
か
っ
た
。
町
主
催
屋
代
湖
駅
伝
は
中
止
に
な
っ
た
。

生
徒
が
出
演
す
る
予
定
だ
っ
た
地
区
の
行
事
も
中
止
に
な
っ
た
。

小
中
学
校
音
楽
祭
は
会
場
を
変
更
し
て
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た

た
め
、
担
当
者
会
議
が
開
か
れ
た
。 

○
三
週
目 

ま
ぶ
し
い
秋
晴
れ
の
日
が
続
く
、 

だ
が
風
が
強
く
吹
い
て
い
る
一
一
月
五
日
～
一
二
日 

こ
の
週
は
晴
天
が
続
く
。
朝
に
は
お
だ
や
か
な
風
だ
が
昼
前
に

な
る
と
強
く
な
り
、
風
速
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
通
行
止
め
に
な
る

こ
と
が
多
い
の
で
、
常
に
防
災
無
線
を
気
に
か
け
て
い
た
。
「
役

場
総
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ
」
が
通
行
止
め
や
解
除
の
知
ら
せ
だ

っ
た
の
で
、
皆
耳
を
澄
ま
せ
て
い
た
。
防
災
無
線
が
情
報
の
よ
り

ど
こ
ろ
、
放
送
の
あ
と
で
役
場
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
防
災
メ
ー
ル

を
確
認
し
て
い
た
。
復
旧
工
事
の
た
め
に
橋
の
交
互
通
行
区
間
が

長
く
な
り
、
渋
滞
が
ひ
ど
く
な
っ
た
。
ど
こ
に
行
く
の
も
予
定
の

立
て
に
く
い
日
々
が
続
き
、
だ
ん
だ
ん
と
疲
れ
が
た
ま
っ
て
き
た

よ
う
だ
。
断
水
解
消
は
ま
だ
ま
だ
遠
い
。 

一
一
月
六
日
の
小
中
音
楽
祭
は
各
学
校
の
協
力
に
よ
っ
て
行
う

こ
と
が
で
き
た
。
会
場
と
な
っ
た
学
校
は
屋
上
ま
で
水
を
汲
み
上

げ
て
い
た
の
で
、
ト
イ
レ
も
手
洗
い
も
ふ
つ
う
に
使
う
こ
と
が
で

き
た
。
水
が
蛇
口
か
ら
出
る
っ
て
す
ご
い
。
子
ど
も
た
ち
は
素
晴

ら
し
い
歌
声
を
響
か
せ
た
。
た
く
さ
ん
の
取
材
が
入
っ
て
い
た
。 

こ
の
頃
に
な
る
と
水
汲
み
の
風
景
が
日
常
に
な
っ
た
。
一
日
に

使
う
水
の
量
も
だ
い
た
い
分
か
っ
た
。
朝
の
会
が
終
わ
っ
た
あ
と
、

給
食
後
、
夕
方
三
回
は
「
か
ぼ
ち
ゃ
」
の
水
を
汲
み
に
プ
ー
ル
ま

で
行
っ
た
。
始
め
は
ト
イ
レ
水
を
節
約
し
て
い
た
が
、
臭
気
が
気

に
な
る
よ
う
に
な
っ
て
多
め
に
流
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
プ
ー

ル
か
ら
の
給
水
が
増
え
た
。
学
校
の
公
用
車
（
エ
ン
ジ
ン
の
か
か

ら
な
い
軽
ト
ラ
）
を
み
ん
な
で
押
し
て
プ
ー
ル
の
水
を
汲
む
こ
と

も
日
常
に
な
っ
た
。
「
か
ぼ
ち
ゃ
」
に
水
が
い
っ
ぱ
い
に
な
る
ま

で
は
雑
談
を
し
て
過
ご
す
、
こ
れ
ぞ
井
戸
端
会
議
だ
。
水
汲
み
に

は
時
間
が
か
か
る
、
そ
し
て
水
は
重
い
こ
と
を
実
感
し
た
。
夕
方
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※３ 公用車で給水 

 以前グラウンドの整備で使っていたエンジンのかから

ない軽トラがとても役立った。ハンドルを切る運転手が

乗り込み、後ろから人力で押す。クラッチをきれば案外

とすんなり動くものだ。プールの水はトイレや掃除用。

生徒が当番で昼休みや掃除時間にバケツに汲んだ。 

の
水
汲
み
に
は
冷
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

断
水
終
了
時
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
見
る
と
子
ど
も
た
ち
は
足
し
げ

く
島
内
外
の
温
浴
施
設
に
行
っ
て
い
た
模
様
、
ほ
ぼ
毎
日
入
浴
し

て
い
た
。
そ
の
た
め
就
寝
時
間
が
遅
く
な
っ
て
眠
い
と
い
う
声
も

聞
く
一
方
、
家
族
が
一
緒
に
行
動
す
る
時
間
が
長
く
な
り
、
親
子

の
団
ら
ん
も
増
え
た
よ
う
だ
。
今
日
は
ど
こ
の
温
泉
に
行
こ
う
か

な
と
い
う
声
も
あ
っ
た
。
非
常
事
態
の
な
か
に
小
さ
な
楽
し
み
を

見
つ
け
て
い
る
。
水
が
出
な
い
こ
と
ば
か
り
気
に
す
る
よ
り
も
、

お
お
ら
か
に
現
状
を
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
の
か
も
。
た
だ
、
家

庭
で
は
紙
皿
と
サ
ラ
ン
ラ
ッ
プ
の
食
器
で
レ
ト
ル
ト
食
品
を
食
べ

る
し
、
洗
濯
は
コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
、
そ
し
て
ト
イ
レ
は
バ
ケ
ツ

で
水
を
流
す
。
そ
の
た
め
の
水
を
汲
む
タ
フ
な
日
が
続
く
。
学
校

生
活
は
い
つ
も
ど
お
り
に
続
け
た
。
校
内
行
事
も
予
定
ど
お
り
に

行
っ
た
。 

来
客
は
玄
関
の
水
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
見
て
大
変
で
す
ね
え
と
こ

と
ば
を
か
け
て
く
だ
さ
る
。
島
外
か
ら
来
る
方
の
手
土
産
が
ポ
リ

タ
ン
ク
に
入
っ
た
水
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。 

○
一
一
月
七
日
（
水
）
大
島
大
橋
が
終
日
通
行
止
め
だ
っ
た 

早
朝
か
ら
強
風
に
よ
り
大
島
大
橋
通
行
止
め
。
職
員
は
柳
井
港

―

椋
野
港
間
の
連
絡
船
を
利
用
し
て
出
勤
、
島
内
に
住
む
職
員
と

合
わ
せ
て
授
業
を
し
た
。
全
学
年
テ
ス
ト
の
日
で
あ
っ
た
の
で
混

乱
が
少
な
か
っ
た
。
朝
早
い
便
に
乗
っ
た
職
員
は
始
業
時
間
前
に
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※４ ボランティア活動 

 生徒会活動として執行部や

各部活動単位で水汲みボラン

ティアを行った。大島地区は

島とぴあスカイセンター前が

給水所。放課後のわずかな時

間だったが、町職員や町外の

支援者と一緒にポリタンクに

水を入れて車まで運んだ。多

くの人がボランティアに来て

くれていることも分かった。 

学
校
に
到
着
、
遅
い
便
で
も
一
〇
時
頃
に
は
学
校
に
そ
ろ
う
。
連

絡
船
は
柳
井
港―

椋
野
港
間
を
ピ
ス
ト
ン
輸
送
、
帰
り
は
二
時
過

ぎ
に
職
員
三
名
を
送
っ
て
い
き
、
四
時
過
ぎ
に
他
の
職
員
を
椋
野

港
ま
で
送
っ
て
い
く
。
本
校
の
職
員
は
早
く
船
に
乗
る
こ
と
が
で

き
た
が
、
遅
く
な
っ
て
か
ら
並
ん
だ
学
校
は
椋
野
港
で
何
時
間
も

待
っ
た
と
い
う
。
強
風
に
よ
る
通
行
止
め
は
何
度
も
あ
っ
た
が
終

日
通
行
止
め
は
こ
の
日
だ
け
だ
っ
た
。
今
後
に
備
え
て
各
教
科
各

学
年
二
回
分
の
自
習
課
題
を
用
意
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
が
、
実

際
使
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

大
島
大
橋
通
行
止
め
に
備
え
、
実
家
の
あ
る
職
員
は
泊
ま
る
準

備
を
す
る
者
も
い
た
。
朝
六
時
半
決
定
な
の
で
み
ん
な
早
起
き
に

な
っ
た
よ
う
だ
。
断
水
が
長
期
化
し
見
通
し
が
た
た
な
い
た
め

徐
々
に
疲
れ
が
出
始
め
る
。
こ
の
週
が
疲
労
の
ピ
ー
ク
だ
っ
た
。 

○
一
一
月
一
一
日
（
日
）
の
こ
と 

恒
例
の
屋
代
湖
駅
伝
は
中
止
に
な
っ
て
い
た
。
せ
っ
か
く
駅
伝

練
習
し
て
き
た
の
で
そ
の
代
わ
り
に
町
内
四
中
学
校
継
走
大
会
が

東
和
陸
上
競
技
場
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
期
に
は
大
島
駅
伝
が
実

施
さ
れ
る
か
ど
う
か
未
定
だ
っ
た
。
島
ス
ク
エ
ア
ふ
れ
あ
い
市
場

に
子
ど
も
た
ち
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
参
加
。
晴
天
で
昼
頃
風
が
強
ま

り
、
大
島
大
橋
通
行
止
め
の
防
災
無
線
が
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
継
走

大
会
の
終
わ
り
が
け
だ
っ
た
。
断
水
よ
り
も
交
通
障
害
の
方
が
困

っ
た
。
島
か
ら
出
て
も
入
っ
て
も
渋
滞
と
セ
ッ
ト
に
な
る
。 

○
四
週
目 

水
が
出
な
い
の
が
ふ
つ
う
の
く
ら

し
、
非
常
事
態
が
日
常
に 

給
水
と
給
食
に
は
気
を
使
う
毎
日
で
あ
っ
た

が
、
学
校
生
活
は
い
つ
も
ど
お
り
。 

橋
の
大
規
模
な
修
復
（
バ
イ
パ
ス
ビ
ー
ム
）

工
事
の
た
め
の
交
通
規
制
が
あ
っ
た
。
工
事
は

結
局
こ
の
週
の
終
わ
り
ま
で
続
い
た
。
送
水
管

設
置
の
工
事
も
進
ん
で
い
る
。
断
水
生
活
の
終

わ
り
が
な
ん
と
な
く
見
え
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
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三
週
間
、
あ
と
三
週
間
。
断
水
の
生
活
に
慣
れ
て
、
給
水
も
定
期

的
に
な
り
、
す
こ
し
余
裕
が
出
て
き
た
。
放
課
後
生
徒
が
給
水
所

で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
う
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
発
想
が
で
き
る
ほ
ど
状
況
に
慣
れ
た
と
も

い
え
る
。 

○
「
山
の
道
、
海
の
道
」 

大
島
大
橋
の
た
も
と
の
渋
滞
を
さ
け
る
た
め
給
水
車
も
通
勤
者

の
車
も
国
道
や
県
道
を
避
け
山
間
の
農
道
（
オ
レ
ン
ジ
ロ
ー
ド
）

を
迂
回
路
と
し
て
使
う
よ
う
に
な
っ
た
。
大
島
斎
場
前
の
交
差
路

に
は
三
蒲
・
屋
代
・
小
松
の
矢
印
が
で
き
た
。
小
松
、
屋
代
地
区

か
ら
は
、
小
松
商
店
街
か
ら
オ
レ
ン
ジ
ロ
ー
ド
に
出
る
道
が
よ
く

使
わ
れ
た
。
古
い
道
路
を
覆
っ
て
い
た
竹
や
草
な
ど
を
刈
っ
て
通

り
や
す
く
な
っ
た
。
屋
代
か
ら
は
水
田
地
帯
を
通
っ
て
オ
レ
ン
ジ

ロ
ー
ド
へ
、
さ
ら
に
一
つ
峠
を
こ
え
て
三
蒲
ま
で
通
じ
る
道
が
あ

り
、
ど
ち
ら
も
普
段
は
使
わ
な
い
道
が
復
活
し
た
。
橋
の
通
行
規

制
で
バ
ス
や
ト
ラ
ッ
ク
を
見
か
け
な
い
こ
と
に
奇
妙
な
感
じ
を
受

け
た
。
渋
滞
の
列
は
乗
用
車
ば
か
り
、
で
も
す
ぐ
に
そ
の
光
景
に

も
慣
れ
た
。
後
日
通
行
規
制
が
緩
和
さ
れ
て
工
事
用
ト
ラ
ッ
ク
や

バ
ス
が
通
り
始
め
る
の
を
見
て
、
橋
の
復
旧
が
進
ん
だ
の
だ
と
感

じ
た
。
一
方
海
の
道
を
再
開
す
る
に
は
難
し
さ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
、

柳
井
港―

椋
野
港
間
の
み
再
開
さ
れ
た
。
か
つ
て
使
わ
れ
て
い
た

港
や
航
路
は
使
わ
れ
な
か
っ
た
。
柳
井
港―

伊
保
田
港
の
フ
ェ
リ

ー
も
重
要
な
ル
ー
ト
だ
っ
た
。
も
し
橋
の
損
傷
が
も
っ
と
大
き
か

っ
た
ら
、
ど
う
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。 

○
五
週
目 

終
わ
り
が
見
え
て
き
た
が
、
ま
だ
ま
だ
断
水
は
続
く 

交
通
規
制
が
緩
和
さ
れ
、
通
行
止
め
や
渋
滞
が
な
く
な
っ
た
の

で
、
一
段
落
し
た
感
が
あ
る
。
一
一
月
中
旬
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
特
集
番

組
が
放
送
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
も
ニ
ュ
ー
ス
報
道
は
た
び
た
び
あ

っ
た
が
、
生
活
を
取
り
上
げ
た
こ
の
番
組
を
見
て
大
島
の
様
子
を

知
っ
た
人
も
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
以
降
具
体
的
な
支
援

を
い
た
だ
く
よ
う
に
な
っ
た
と
感
じ
ら
れ
る
。 

町
予
算
や
県
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
か
ら
の
申
し
出
で
給
食
に
温
か
い

ス
ー
プ
が
つ
く
と
い
う
連
絡
が
あ
っ
た
の
で
、
給
湯
方
法
に
つ
い

て
検
討
し
た
。
電
気
ポ
ッ
ト
が
安
全
で
手
軽
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
理
科
室
の
ポ
ッ
ト
を
ク
エ
ン
酸
で
消
毒
し
た
り
、
各
家

庭
か
ら
ポ
ッ
ト
を
持
ち
よ
っ
た
り
し
た
。 

本
校
は
町
教
委
が
調
達
し
給
食
セ
ン
タ
ー
へ
届
く
も
の
と
家
庭

で
用
意
す
る
副
食
の
二
本
立
て
の
給
食
。
生
徒
は
お
に
ぎ
り
や
小

弁
当
な
ど
結
構
た
く
さ
ん
持
参
し
て
い
た
。
各
家
庭
と
も
工
夫
し

て
い
た
。
給
食
に
対
す
る
不
満
を
子
ど
も
た
ち
か
ら
聞
く
こ
と
は
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※５ コーンスープ 

 朝晩肌寒くなってきたので暖かいスープは何よりだっ

た。しかし、湯を沸かす方法やポットの電源など何をや

ってもてんやわんや。紙コップに粉末スープを入れて、

湯を注いで、配って、「いただきます」まで大変だった。

農協が提供してくれたみかんゼリーが写っている。 

 

な
か
っ
た
。
み
ん
な
現
状
を
そ
の
ま
ま
受
け
い
れ
て
い
た
。
し
か

た
が
な
い
。
カ
ッ
プ
ス
ー
プ
の
フ
ィ
ル
ム
を
は
が
し
た
り
、
小
袋

を
開
け
た
り
す
る
こ
と
に
思
い
の
外
手
間
取
っ
た
。
お
に
ぎ
り
と

味
噌
汁
の
日
は
み
ん
な
嬉
し
そ
う
だ
っ
た
。 

こ
の
週
か
ら
は
筆
者
の
記
録
ノ
ー
ト
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま

で
は
メ
モ
書
き
を
貼
る
だ
け
で
、
一
連
の
断
水
騒
動
で
て
ん
や
わ

ん
や
だ
っ
た
。
こ
の
期
間
、
養
護
教
諭
と
栄
養
士
は
も
っ
と
大
変

で
あ
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
の
衛
生
状
態
を
常
に
気
に
か
け
、
感
染

症
を
防
ぎ
、
食
を
確
保
し
水
を
汲
ん
だ
。
職
員
も
交
通
規
制
や
渋

滞
に
の
な
か
毎
日
水
を
運
ん
だ
。
お
か
げ
さ
ま
で
子
ど
も
た
ち
は

元
気
に
学
校
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
。
臨
時
休
業
を
し
た
の

は
一
日
だ
け
、
あ
と
は
全
て
の
授
業
と
行
事
を
実
施
す
る
こ
と
が

で
き
た
。 

○
六
週
目 

給
水
開
始
後
は
な
に
を
し
た
ら
い
い
？ 

 

断
水
解
消
の
見
通
し
が
た
っ
た
。
こ
の
時
点
で
は
約
二
週
間
で

給
水
開
始
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
ま
だ
ま
だ
長
い
な
と
は
感
じ
た
が
、

水
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
日
常
の
風
景
に
な
っ
た
の
で
特
に
混
乱
な
く

日
々
が
過
ぎ
て
い
っ
た
。
夕
暮
れ
が
早
く
な
り
放
課
後
の
「
か
ぼ

ち
ゃ
」
給
水
は
寒
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

水
道
給
水
が
始
ま
っ
た
ら
、
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を

考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
水
道
管
、
機
器
類
、
容
器
類
な
ど
の
洗

浄
や
消
毒
。
あ
と
か
ら
振
り
返
る
と
、
特
段
変
わ
っ
た
こ
と
は
な

か
っ
た
の
だ
が
。 
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※６ 断水後 

 水道が復旧した日はよく晴れていた。タンクや

バケツを洗って乾かして、次の日には片づけた。

小バケツは元の場所に収まり、大きなタンクは倉

庫にしまわれ、断水時の痕跡はあっという間にな

くなった。 

飲
み
水
、
ス
ー
プ
、
口
腔
洗
浄
剤
な
ど
を
い
た
だ
く
よ
う
に
な

っ
た
。
温
か
い
ス
ー
プ
も
あ
り
が
た
い
。 

今
回
の
断
水
や
交
通
障
害
は
船
舶
衝
突
事
故
に
よ
る
。
こ
の
時

期
に
な
る
と
責
任
や
保
障
に
つ
い
て
の
報
道
が
あ
っ
た
。
復
興
も

取
り
上
げ
ら
れ
た
。
総
合
的
な
学
習
の
時
間
は
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ

ャ
ー
が
周
防
大
島
「
復
興
」
に
つ
い
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
っ

た
。
生
徒
は
復
興
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
感
覚
を
あ
ま
り

も
た
ず
、
プ
ラ
ン
作
成
に
ち
ょ
っ
と
困
っ
て
い
た
。
学
区
に
は
観

光
施
設
が
少
な
く
観
光
客
も
訪
れ
な
い
の
で
、
大
島
大
橋
損
傷
事

故
が
大
島
に
も
た
ら
し
た
影
響
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
が
な
か
っ

た
。
そ
れ
よ
り
も
橋
に
近
い
分
、
通
勤
・
通
学
・
買
い
物
で
橋
を

利
用
す
る
機
会
が
多
く
生
活
の
不
便
さ
を
感
じ
る
こ
と
の
方
が
強

か
っ
た
。
い
つ
も
ど
お
り
の
時
間
に
家
を
出
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
は
な
か
な
か
大
変
、
橋
が
通
れ
な
く
な
る
と
も
っ
と
大
変
だ
。 

○
最
後
の
週 

断
水
の
終
わ
り
は
あ
っ
け
な
い
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
給
水
開
始

の
た
め
、
一
度
止
水
栓
を
閉
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
こ

の
よ
う
な
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
ど
こ
に
給
水
と
排
水
の
栓
が
あ
る

か
知
ら
な
か
っ
た
と
思
う
。
一
一
月
二
九
日
（
金
）
朝
、
前
日
閉

め
た
止
水
栓
を
開
け
て
外
の
蛇
口
か
ら
水
を
流
し
た
。
屋
内
の
蛇

口
か
ら
も
し
ば
ら
く
水
を
流
し
て
確
認
し
た
あ
と
は
、
本
当
に
ふ

つ
う
に
水
を
使
う
こ
と
が
で
き
た
。
ま
る
で
ず
っ
と
出
て
い
た
よ

う
に
。 

こ
れ
ま
で
使
っ
て
い
た
給
水
の
た
め
の
道
具
を
少
し
ず
つ
片
づ

け
て
い
っ
た
。
手
指
消
毒
用
の
ア
ル
コ
ー
ル
や
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
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※７ 給食再開 

 給食センターが再開されてもすぐには調理できなか

った。いざという時の備えである救給カレーをやっと使

った。加えてゆでるだけでよいレトルトハンバーグと、

支援のカップスープとみかんが最初の献立。次の日はゆ

で野菜の和え物とイワシ煮だった。 

 

類
も
片
付
け
た
。
次
の
断
水
の
時
に
備
え
て―

。 
○
給
食
の
復
活 

水
道
復
旧
の
あ
と
で
洗
浄
作
業
な
ど
が
あ
り
本
格
的
に
給
食
が

復
旧
す
る
に
は
し
ば
ら
く
時
間
が
か
か
っ
た
。
ゆ
で
野
菜
や
和
え

物
、
ハ
ン
バ
ー
グ
や
い
わ
し
煮
な
ど
す
で
に
加
工
し
て
あ
る
食
材

の
調
理
か
ら
始
ま
っ
た
。
大
島
給
食
セ
ン
タ
ー
で
給
食
調
理
開
始

の
取
材
が
あ
っ
た
。
一
二
月
一
〇
日
（
月
）
に
は
ご
は
ん
給
食
に

な
っ
て
完
全
に
復
活
し
た
。
給
食
の
復
活
を
も
っ
て
断
水
が
終
わ

っ
た
と
い
う
実
感
が
わ
い
た
。 

断
水
解
消
後
、
補
償
問
題
や
復
興
に
向
け
て
の
取
組
が
取
り
上

げ
ら
れ
た
週
だ
っ
た
。
事
業
者
向
け
説
明
会
も
あ
っ
た
が
、
学
校

と
直
接
は
結
び
つ
か
ず
、
日
々
の
業
務
の
あ
わ
た
だ
し
さ
に
追
わ

れ
、
水
道
か
ら
水
が
で
な
か
っ
た
時
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
っ
た
。

給
食
が
当
た
り
前
に
出
て
く
る
う
れ
し
さ
は
大
き
か
っ
た
。
栄
養

バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
、
し
か
も
温
か
い
給
食
は
学
校
生
活
の
な
か
で

大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
子
ど
も
も
大
人
も
み
ん
な
給
食
が

大
好
き
だ
。
と
い
う
当
た
り
前
の
こ
と
を
思
っ
た
。 

 

三 

子
ど
も
た
ち
が
考
え
た
こ
と 

 

給
水
開
始
の
一
一
月
二
九
日
に
約
四
〇
日
の
生
活
を
ふ
り
か
え

っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
。
（
文
末
参
照
） 

 

中
学
生
で
あ
る
の
で
、
断
水
の
こ
と
だ
け
で
な
く
橋
の
役
割
や

水
の
確
保
に
つ
い
て
、
地
域
の
絆
に
つ
い
て
深
く
考
え
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。 
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※８ 復興祈念給食 

 給食センター栄養士が豊富な食材をもとにたてた献立。

左はフクがたっぷり入った味噌汁、ちらし寿司、焼き魚、

いちご。右はどーんと牛肉がはいった炒め物、味噌汁、ご

はん、みかん。一週間このような豪華な献立が続いた。断

水期間中栄養士はずっと町教委担当と連絡を取り合い、

様々な工夫で給食を準備した。 

 

四 

そ
の
後
の
話 

断
水
は
終
わ
っ
た
け
れ
ど…

 

 
徐
々
に
断
水
の
後
始
末
が
進
ん
で
い
っ
た
。
学
校
で
は
二
月
五

日
に
立
て
替
え
払
い
を
し
て
い
た
水
タ
ン
ク
代
等
が
支
給
さ
れ
た
。

進
路
指
導
の
多
忙
な
時
期
だ
っ
た
の
で
目
の
前
の
こ
と
で
い
っ
ぱ

い
い
っ
ぱ
い
で
断
水
の
こ
と
は
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
っ

た
。 

〇
二
月
二
二
日
～
二
五
日 

復
興
祈
念
給
食
週
間 

 

断
水
期
間
中
十
分
な
給
食
が
提
供
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
耳
に

さ
れ
、
各
方
面
か
ら
町
教
委
に
寄
付
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
給

食
の
メ
ニ
ュ
ー
が
豪
華
に
な
っ
た
。 

〇
復
旧
工
事
が
進
む
中
で 

二
月
に
な
っ
て
損
傷
し
た
水
道
管
の
撤
去
作
業
が
始
ま
っ
た
。

本
格
復
旧
は
こ
れ
か
ら
。
も
う
大
き
く
報
道
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

が
、
仮
設
水
道
管
の
た
め
の
自
転
車
交
互
通
行
や
大
型
車
の
制
限

は
続
い
て
い
る
。
完
全
に
復
旧
す
る
ま
で
に
は
さ
ら
に
幾
月
か
必

要
と
い
う
。
そ
れ
を
待
っ
て
こ
の
事
故
の
一
部
始
終
を
記
録
し
て

残
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
人
々
の
記
憶
は
目
の
前
の

で
き
ご
と
で
上
書
き
さ
れ
、
断
水
の
記
憶
も
渋
滞
で
困
っ
た
こ
と

も
だ
ん
だ
ん
と
薄
れ
て
い
く
。
誰
か
が
聞
き
書
き
な
り
デ
ー
タ
な

り
を
残
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
か
、
も
う
二
度
と
な
い
だ
ろ

う
と
思
う
貨
物
船
衝
突
事
故
後
の
四
〇
日
間
の
島
民
の
生
活
に
つ

い
て
思
い
出
す
か
ぎ
り
の
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
と
思
い
筆
を

と
っ
た
。
と
は
い
え
筆
者
が
見
聞
き
し
た
範
囲
は
職
場
で
あ
る
学
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校
に
限
ら
れ
る
。
実
際
に
病
院
や
福
祉
施
設
や
企
業
は
い
か
に
あ

っ
た
の
か
、
実
際
に
そ
の
場
に
い
た
も
の
し
か
分
か
ら
な
い
こ
と

も
多
い
。
断
水
時
の
個
々
の
家
庭
に
至
っ
て
は
、
簡
易
水
道
で
影

響
を
受
け
な
か
っ
た
家
、
普
段
か
ら
井
戸
水
を
使
う
家
、
井
戸
水

を
汲
ん
だ
家
、
給
水
所
か
ら
水
を
運
ん
だ
家
そ
れ
ぞ
れ
で
、
い
か

に
工
夫
し
て
生
活
し
た
か
は
実
際
に
そ
の
場
で
生
活
し
た
者
に
し

か
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
に
四
〇
日
の
生
活
の
記
録
・
記
憶
が

あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
ほ
ん
の
一
部
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

五 

お
わ
り
に 

―

振
り
返
っ
て
概
観
し
て
み
た
こ
と 

私
達
に
は
復
旧
に
つ
い
て
全
体
像
が
見
え
て
こ
な
い
。
そ
の
た

め
に
見
通
し
が
立
た
な
い
不
安
や
情
報
が
行
き
違
う
混
乱
が
あ
っ

た
が
、
概
ね
元
気
に
前
向
き
に
い
つ
か
は
な
ん
と
か
な
る
だ
ろ
う

と
い
う
気
持
ち
が
強
か
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
に
い
つ
も
ど
お
り
の

生
活
を
営
ん
で
も
ら
う
た
め
に
、
大
人
は
結
構
み
ん
な
が
ん
ば
っ

た
ん
だ
ぞ
、
と
さ
さ
や
か
な
が
ら
自
負
し
て
い
る
。 

断
水
期
間
中
と
て
も
良
い
天
気
、
瀬
戸
内
独
特
の
明
る
い
秋
の

風
景
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
。
で
も
水
が
出
な
い
。
日
常
の
風
景
と

非
日
常
の
生
活
が
あ
っ
た
。
オ
レ
ン
ジ
色
の
大
型
タ
ン
ク
を
荷
台

に
く
く
り
つ
け
て
島
を
あ
ち
こ
ち
す
る
軽
ト
ラ
の
姿
が
”
断
水
の

風
景
”
の
一
つ
で
あ
る
。
あ
と
は
給
水
所
に
並
ぶ
人
、
給
水
の
お

世
話
を
す
る
人
。
大
島
大
橋
た
も
と
の
渋
滞
。
家
屋
も
あ
り
風
景

も
そ
の
ま
ま
、
友
だ
ち
も
家
族
も
そ
の
ま
ま
生
活
が
続
く
。 

水
が
な
い
事
だ
け
が
日
常
と
は
違
う
。
常
に
給
水
と
給
食
を
滞

り
な
く
行
う
た
め
に
、
多
く
の
労
力
が
費
や
さ
れ
た
。
防
災
無
線

だ
よ
り
の
生
活
で
、
水
道
課
か
ら
の
お
知
ら
せ
（
＝
給
水
に
つ
い

て
）
か
、
総
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ
（
＝
大
島
大
橋
通
行
止
め
）

か
、
耳
を
澄
ま
せ
て
い
た
。
あ
と
は
教
育
委
員
会
総
務
課
か
ら
の

給
食
関
連
メ
ー
ル
。
そ
れ
を
受
け
て
給
食
の
内
容
を
各
家
庭
へ
メ

ー
ル
配
信
。
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
人
が
給
食
に
つ
い
て
考

え
て
い
た
の
か
。 

初
め
の
一
週
間
は
ノ
ー
ト
に
何
も
書
い
て
い
な
い
。
た
く
さ
ん

の
メ
ー
ル
と
文
書
を
作
成
し
た
の
で
、
断
水
に
関
す
る
フ
ァ
イ
ル

が
一
冊
で
き
た
。
学
校
行
事
こ
と
あ
る
ご
と
に
、
実
施
す
る
、
実

施
し
な
い
の
判
断
に
迫
ら
れ
た
。
実
施
す
る
な
ら
ど
の
よ
う
な
方

法
で
水
を
確
保
す
る
か
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
ど
う
す
る
か
、
前
例
を

引
く
こ
と
が
で
き
な
い
そ
の
場
そ
の
場
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
求
め
ら

れ
る
。
実
施
し
な
い
場
合
で
も
、
中
止
か
延
期
か
、
延
期
す
る
な

ら
い
つ
に
す
る
か
、
悩
ま
し
い
課
題
が
た
く
さ
ん
生
ま
れ
た
。 

普
段
は
島
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
な
い
が
、
こ
の
時
期
は
島
内
、
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島
外
を
区
別
、
大
島
が
島
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
ら
れ
た
。
橋

を
渡
っ
て
柳
井
側
に
行
け
ば
全
く
普
段
の
生
活
が
あ
る
。
レ
バ
ー

ひ
と
つ
で
水
が
流
れ
、
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
水
が
出
て
ふ
ん
だ
ん
に

使
え
る
。
橋
の
こ
っ
ち
側
と
向
こ
う
側
の
違
い
が
、
風
景
が
変
わ

ら
な
い
分
、
感
覚
の
違
い
は
大
き
く
奇
妙
な
感
覚
で
あ
っ
た
。 

い
つ
も
ど
お
り
、
日
常
と
は
な
ん
だ
ろ
う
。
日
常
を
保
つ
に
は

何
が
足
り
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
。
水
道
か
ら
流
れ
る
水
と
、
い
つ

で
も
ど
こ
に
で
も
い
け
る
交
通
ル
ー
ト
と
、
そ
し
て
ど
こ
で
も
情

報
を
伝
え
得
る
こ
と
が
で
き
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
か
。
水
と

人
と
情
報
の
流
れ
が
常
に
た
も
た
れ
る
こ
と
が
、
い
つ
も
ど
お
り

の
生
活
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
と
感
じ
た
。
ふ
い
に
流
れ
が
断
た

れ
る
と
ど
ん
な
に
大
変
か
、
一
つ
の
流
れ
の
断
絶
か
ら
日
常
か
ら

非
日
常
へ
す
ぐ
に
移
行
し
て
い
く
の
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
た
。

（
宮
本
常
一
記
念
館
地
域
交
流
員
） 

      

【
資
料 

中
学
生
の
ア
ン
ケ
ー
ト
（
一
一
月
二
九
日
実
施
）
か
ら
】 

① 

断
水
の
状
況 

水
道
水
に
頼
っ
て
い
る
家
庭
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
井
戸
水

を
使
っ
て
い
る
家
庭
も
あ
り
、
地
域
性
が
あ
っ
て
三
世
代
同
居
で

な
く
と
も
近
く
に
祖
父
母
や
親
せ
き
が
住
ん
で
い
て
井
戸
水
を
も

ら
っ
て
い
た
家
庭
も
あ
る
。
近
隣
の
知
り
合
い
と
協
力
し
た
様
子

が
う
か
が
え
る
。 

② 

家
庭
で
困
っ
た
こ
と 

食
事
・
風
呂
・
洗
濯
・
ト
イ
レ
な
ど
水
を
使
う
場
面
が
多
い
。

加
え
て
水
汲
み
や
水
を
た
く
さ
ん
使
え
な
い
こ
と
の
ス
ト
レ
ス
、

弁
当
代
や
コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
代
な
ど
の
出
費
も
中
学
生
と
な
れ

ば
理
解
し
て
い
る
。 

③ 

学
校
生
活
で
困
っ
た
こ
と 

ト
イ
レ
・
手
洗
い
な
ど
衛
生
的
な
面
が
ほ
と
ん
ど
、
も
ち
ろ
ん

給
食
（
昼
食
）
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。 

④ 

大
島
大
橋
の
通
行
規
制
で
困
っ
た
こ
と 

多
く
の
生
徒
が
通
塾
や
買
い
物
で
渋
滞
に
巻
き
込
ま
れ
た
。
中

に
は
通
行
止
め
に
な
る
か
と
思
う
と
島
か
ら
出
ら
れ
な
か
っ
た
と

い
う
生
徒
も
い
た
。
自
由
に
島
外
に
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

も
ま
た
ス
ト
レ
ス
で
あ
る
。 
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⑤ 

断
水
期
間
中
の
健
康
状
態
・
睡
眠
時
間
・
食
生
活
・
入
浴 

晩
秋
の
朝
夕
ひ
ん
や
り
す
る
時
期
だ
っ
た
の
で
、
せ
き
、
鼻
水
、

の
ど
の
痛
み
と
い
う
風
邪
の
症
状
の
あ
っ
た
も
の
が
多
い
。
三
分

の
一
が
疲
労
感
を
感
じ
て
お
お
り
、
就
寝
時
間
が
遅
く
な
っ
た
生

徒
も
い
た
。
食
生
活
も
必
然
に
迫
ら
れ
て
冷
食
・
コ
ン
ビ
ニ
・
レ

ト
ル
ト
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
入
浴
に
つ
い
て
は
案
外
足
し
げ
く

島
内
外
の
入
浴
施
設
に
通
っ
た
り
、
自
宅
で
給
水
し
て
入
っ
た
り

し
て
い
る
。
な
か
な
か
入
浴
で
き
な
か
っ
た
島
の
東
部
の
状
況
と

は
違
っ
て
い
る
。 

⑥ 

一
〇
月
二
二
日
以
降
、
家
庭
・
地
域
・
学
校
で
感
じ
た
こ
と 

た
く
さ
ん
の
生
徒
が
水
の
大
切
さ
と
地
域
の
つ
な
が
り
に
つ
い

て
感
じ
て
い
る
。
以
下
、
回
答
例
を
あ
げ
る
。 

※
生
徒
の
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
一
部 

・
水
の
大
切
さ
や
、
い
つ
も
使
っ
て
い
る
水
を
確
保
す
る
の
が
ど

れ
だ
け
大
変
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
こ
の
断
水
生
活
を
し
て
体

感
し
、
節
水
し
て
い
こ
う
と
思
っ
た
。 

・
水
が
十
分
使
え
な
く
て
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
っ
た
け
ど
、
そ
う
い

う
中
で
水
を
確
保
し
た
り
水
を
節
約
し
た
り
し
て
よ
い
経
験
で
は

な
か
っ
た
け
ど
た
め
に
は
な
っ
た
。 

・
水
道
か
ら
水
が
出
る
の
は
洗
い
物
な
ど
に
と
て
も
便
利
な
ん
だ

と
思
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
か
ら
給
水
車
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

が
来
て
く
れ
て
あ
り
が
た
か
っ
た
。 

・
普
段
は
蛇
口
を
ひ
ね
っ
た
ら
水
が
出
て
い
た
け
ど
断
水
に
な
る

と
自
分
で
運
ん
だ
り
し
な
い
と
い
け
な
か
っ
た
の
で
、
水
は
大
切

だ
と
思
っ
た
。 

・
水
を
く
れ
た
人
に
感
謝
し
た
い
。
こ
れ
か
ら
は
水
を
大
切
に
し

て
い
き
た
い
。 

・
災
害
な
ど
で
断
水
に
な
っ
た
ら
、
こ
ん
な
風
に
水
が
使
え
な
い

生
活
に
な
る
ん
だ
と
思
っ
た
。 

・
地
域
の
人
に
水
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
助
け
合
い
に
つ
い

て
と
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
た
。 

・
な
か
な
か
水
が
手
に
入
ら
ず
、
水
汲
み
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
手

伝
い
を
し
た
が
、
も
う
こ
ん
な
こ
と
に
な
ら
な
い
で
ほ
し
い
。 

・
橋
に
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
る
と
、
本
当
に
困
る
こ
と
が

多
い
と
感
じ
た
。
特
に
水
関
係
は
大
変
だ
っ
た
。 

・
水
が
な
い
事
態
よ
り
、
水
が
な
い
こ
と
に
よ
る
二
次
被
害
の
方

が
大
き
か
っ
た
。
水
は
少
な
く
な
か
っ
た
。 
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長
尾
八
幡
宮
の
建
築
を
読
み
解
く 

 

川 

口 

智 

 

は
じ
め
に 

  

長
尾
八
幡
宮
［
写
真
１
］

は
周
防
大
島
（
屋
代
島
）
南
岸
の
西
安
下

庄
と
い
う
集
落
に
あ
る
。
現
在
の
社
殿
は
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）

に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
、
当
時
の
棟
札
に
は
棟
梁
が
今
田
忠
蔵
、

そ
の
後
見
役
が
門
井
宗
吉
、［
写
真
２
］

彫
刻
師
は
宗
吉
の
次
男
の
門

井
浅
一
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
門
井
宗
吉
が
作

成
し
た
詳
細
な
設
計
図
が
遺
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
理
由
か
ら
、
宗

吉
の
主
導
で
普
請
が
進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

門
井
家
は
「
長
州
大
工
」
と
呼
ば
れ
る
大
工
た
ち
の
中
で
も
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
家
系
で
、
主
な
出
稼
ぎ
先
で
あ
っ
た
四
国
各
地

に
、
彼
ら
が
普
請
に
携
わ
っ
た
社
寺
が
数
多
く
遺
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
の
社
寺
と
、
彼
ら
が
山
口
県
内
で
手
掛
け
た

社
寺
と
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
作
風
の
面
で
い
く
つ
か
の
違
い
が

認
め
ら
れ
る
。 

長
尾
八
幡
宮
は
、
山
口
県
内
に
お
け
る
門
井
家
の
代
表
作
の
一 

                    

写真２ 門井 宗吉 

写真１ 長尾八幡宮（拝殿） 
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つ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
こ
の
社
殿
と
、
そ
れ
以
前
に
建
て

ら
れ
た
他
の
社
殿
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
作

風
の
違
い
が
生
じ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
、
あ
る
程
度
、
解
明
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
仮
説

に
す
ぎ
な
い
が
、
以
下
、
順
を
追
っ
て
ご
説
明
し
た
い
。 

 

一 

「
土
地
柄
の
違
い
」
と
「
視
点
の
違
い
」 

 

長
尾
八
幡
宮
の
普
請
で
後
見
役
を
務
め
た
門
井
宗
吉
は
安
政
六

年
（
一
八
五
九
）
、
宮
大
工
・
門
井
浅
治
郎
の
長
男
と
し
て
周
防
大

島
の
西
方
に
生
ま
れ
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
に
同
地
で
亡
く

な
っ
て
い
る
。 

若
い
頃
の
宗
吉
は
、
父
・
浅
治
郎
に
付
き
従
っ
て
四
国
山
地
で

宮
大
工
の
修
業
を
積
み
、
父
か
ら
独
立
し
た
後
も
し
ば
ら
く
の
間

は
、
弟
の
友
祐
と
共
に
四
国
で
社
寺
建
築
に
携
わ
っ
た
。
明
治
二

三
年
（
一
八
九
〇
）
に
浅
治
郎
が
亡
く
な
る
と
、
そ
の
後
を
引
き

継
ぐ
よ
う
に
周
防
大
島
や
山
口
県
本
土
で
仕
事
を
す
る
機
会
が
増

え
、
こ
の
頃
か
ら
宗
吉
の
作
風
が
変
化
し
て
い
く
。
大
ま
か
に
い

う
と
、
四
国
に
建
て
た
も
の
と
山
口
県
内
の
も
の
と
で
は
、
後
者

の
方
が
彫
刻
の
数
を
抑
え
、
建
築
全
体
の
調
和
や
構
造
美
を
重
視

し
た
作
風
に
変
化
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
だ
。
こ
う

し
た
変
化
の
背
景
に
は
、
当
然
、
宗
吉
自
身
の
志
向
の
変
化
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
社
寺
建
築
を
め
ぐ
る
四
国
と
周
防
大
島
と

の
「
土
地
柄
の
違
い
」
が
、
そ
れ
を
後
押
し
し
て
い
た
よ
う
に
も

思
え
る
。 

そ
も
そ
も
四
国
の
社
寺
は
、
山
口
県
内
の
も
の
と
比
べ
て
装
飾

的
な
傾
向
が
あ
る
。
何
よ
り
も
宗
吉
た
ち
長
州
大
工
の
存
在
自
体

が
そ
の
傾
向
に
拍
車
を
か
け
て
い
た
の
だ
が
、
と
に
か
く
四
国
の

人
々
は
彫
刻
で
飾
ら
れ
た
煌
び
や
か
な
社
寺
を
好
ん
だ
よ
う
で
あ

る
。
だ
が
、
社
寺
彫
刻
の
文
化
が
そ
れ
ほ
ど
盛
ん
で
は
な
か
っ
た

山
口
県
で
、
仮
に
四
国
と
同
じ
よ
う
な
作
風
の
社
寺
を
建
て
た
と

し
た
ら
、
地
元
の
人
々
は
違
和
感
を
覚
え
た
に
違
い
な
い
。
と
は

い
え
、
彫
刻
の
数
を
減
ら
し
た
だ
け
で
は
宮
大
工
と
し
て
の
自
身

の
評
価
に
繋
が
ら
な
い
。
こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
が
、
宗
吉
を
新
た

な
作
風
へ
と
向
か
わ
せ
た
の
で
は
な
い
か―

と
筆
者
は
推
測
し
て

い
る
。 

そ
れ
で
は
、
こ
の
「
新
た
な
作
風
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？ 

こ
の
問
い
に
答
え
る
に
は
、

社
寺
を
ど
こ
か
ら
眺
め
る
の
か
と
い
う
「
視
点
の
違
い
」
に
着
目

す
る
必
要
が
あ
る
。 
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以
下
、
一
例
と
し
て
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
に
宗
吉
・
友

祐
兄
弟
が
建
て
た
三
島
神
社
（
永
田
三
島
神
社
／
愛
媛
県
伊
予
市

中
山
町
出
渕
）
と
、
長
尾
八
幡
宮
の
本
殿
を
写
真
で
見
比
べ
な
が

ら
、
こ
の
「
視
点
の
違
い
」
に
よ
っ
て
、
作
風
が
ど
の
よ
う
に
変

化
し
て
い
っ
た
の
か
を
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。
宗
吉
が
携
わ
っ

た
四
国
の
社
殿
に
は
概
ね
三
島
神
社
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
り
、
山

口
県
内
の
社
殿
に
は
長
尾
八
幡
宮
の
よ
う
な
傾
向
が
認
め
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。 

 

（
１
）
本
殿
の
周
り
の
境
界 

ま
ず
、
上
の
二
枚
の
写
真
で
本
殿
の
周
り
の
様
子
を
見
比
べ
て

い
た
だ
き
た
い
。
三
島
神
社
の
本
殿
［
写
真
３
］

は
瑞
垣
で
囲
ま
れ
て

い
る
が
、
参
拝
者
が
間
近
ま
で
近
づ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の

に
対
し
、
長
尾
八
幡
宮
の
本
殿
［
写
真
４
］

は
透
塀
で
境
界
を
設
け
、

特
別
な
場
合
を
除
い
て
近
づ
け
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。 

本
殿
の
周
り
を
禁
足
地
に
す
る
の
は
特
に
め
ず
ら
し
い
こ
と
で

は
な
い
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
近
く
か
ら
彫
刻
を
鑑
賞
す
る
三
島

神
社
」
と
「
少
し
離
れ
た
位
置
か
ら
本
殿
全
体
を
眺
め
る
長
尾
八

幡
宮
」
と
い
う
「
視
点
の
違
い
」
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。 

 

境界と屋根の形 

写真４ 長尾八幡宮（本殿） 

写真３ 三島神社（本殿） 
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（
２
）
屋
根
の
形 

つ
ぎ
に
、
同
じ
写
真
で
屋
根
の
形
を
見
る
と
、
三
島
神
社
の
屋

根
が
シ
ン
プ
ル
な
流
造
で
あ
る
の
に
対
し
、
長
尾
八
幡
宮
の
屋
根

は
千
鳥
破
風
を
二
つ
重
ね
、
よ
り
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
仕
上
げ
て

い
る
。
屋
根
の
形
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
離
れ
た
位
置
か
ら
眺
め
た

と
き
美
し
く
感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
工
夫
し
た
証
拠
で
あ
る
。 

宗
吉
が
四
国
に
建
て
た
神
社
の
中
に
も
、
千
鳥
破
風
を
設
け
る

な
ど
屋
根
の
形
を
工
夫
し
た
本
殿
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
筆
者
の

個
人
的
な
感
想
と
し
て
は
、
離
れ
た
位
置
か
ら
眺
め
た
と
き
の
印

象
は
長
尾
八
幡
宮
の
方
が
良
い
と
思
っ
た
。
わ
か
り
や
す
く
い
う

と
、
四
国
で
は
屋
根
の
形
よ
り
も
彫
刻
を
見
せ
る
こ
と
の
方
に
重

点
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
四
国
山
地
で
は
大
量
の
雨
や
雪
か
ら
本
殿
を
守
る
た
め

に
、
さ
や
堂
で
覆
っ
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
さ
や
堂
で
覆
う

と
唐
破
風
く
ら
い
は
軒
下
か
ら
確
認
で
き
る
が
、
離
れ
た
位
置
か

ら
屋
根
全
体
の
形
を
眺
め
る
こ
と
は
難
し
く
な
る
の
で
、
四
国
山

地
で
仕
事
を
し
て
い
た
当
時
の
門
井
家
の
人
々
は
、
長
尾
八
幡
宮

の
普
請
の
と
き
ほ
ど
に
は
、
そ
う
し
た
遠
く
か
ら
の
視
線
に
注
意

を
払
う
必
要
が
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。 

例
え
ば
、
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
に
建
て
ら
れ
た
大
山
祇

神
社
の
本
殿
［
写
真
５
］
（
高
知
県
高
岡
郡
越
知
町
横
畠
中
）
の
屋
根

は
、
三
方
に
唐
破
風
を
設
け
た
手
の
込
ん
だ
造
り
で
あ
る
が
、
こ

れ
も
本
殿
を
間
近
か
ら
見
上
げ
た
と
き
に
軒
裏
を
美
し
く
見
せ
る

た
め
の
工
夫
で
あ
り
、
離
れ
た
位
置
か
ら
屋
根
全
体
の
形
を
眺
め

ら
れ
る
こ
と
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

               

写真５ 大山祇神社（本殿）の軒裏 
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（
３
）
彫
刻
と
組
物 

つ
ぎ
に
、
上
の
写
真
で
彫
刻
と
組
物
を
見
比
べ
る
と
、
三
島
神

社
［
写
真
６
］

は
細
か
い
彫
刻
で
社
殿
を
埋
め
尽
く
し
、
間
近
で
鑑
賞

さ
れ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
の
に
対
し
、
長
尾
八
幡
宮
［
写
真
７
］

は
遠
く
か
ら
眺
め
て
も
わ
か
り
や
す
い
大
き
な
彫
刻
を
付
け
て
い

る
以
外
は
、
尾
垂
木
や
巻
斗
と
い
っ
た
組
物
に
よ
る
装
飾
が
目
立

つ
。
彫
刻
よ
り
も
組
物
の
方
が
遠
く
か
ら
眺
め
た
と
き
に
形
が
わ

か
り
や
す
く
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
尾
八
幡
宮
の
方
が

三
島
神
社
よ
り
も
ス
ッ
キ
リ
し
た
印
象
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。 

ち
な
み
に
長
尾
八
幡
宮
の
社
殿
に
施
さ
れ
た
彫
刻
は
、
宗
吉
の

設
計
図
に
描
か
れ
た
も
の
と
、
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
妻
飾
り

の
竹
虎
も
、
宗
吉
で
は
な
く
浅
一
の
ア
イ
デ
ア
で
施
さ
れ
た
の
か

も
知
れ
な
い
。 

 

（
４
）
脇
障
子 

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
脇
障
子
で
あ
る
。
次
頁
の
写
真
の
よ
う

に
三
島
神
社
［
写
真
８
］

は
斜
め
に
立
て
て
い
る
の
に
対
し
、
長
尾
八

幡
宮
［
写
真
９
］

は
通
常
の
角
度
に
し
て
い
る
。
脇
障
子
を
斜
め
に
立

て
る
の
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
変
則
的
な
造
り
だ
が
、
本
殿
の

近
く
を
歩
く
参
拝
者
に
彫
刻
を
鑑
賞
し
て
も
ら
う
た
め
に
敢
え
て 

彫刻と組物 

写真７ 長尾八幡宮（本殿） 

写真６ 三島神社（本殿） 



 21 

                    

そ
う
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
長
尾
八
幡
宮
の
よ
う
に
通
常
の

角
度
に
戻
す
と
彫
刻
が
見
え
難
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
透
塀

を
隔
て
て
遠
く
か
ら
眺
め
る
場
合
に
は
、
見
え
方
に
そ
れ
ほ
ど
の

差
は
な
い
の
で
あ
る
。 

 

（
５
）
腰
板
の
彫
刻 

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
腰
板
の
彫
刻
の
有
無
に
つ
い
て

も
説
明
が
つ
く
。
上
の
写
真
の
よ
う
に
、
三
島
神
社
は
腰
板
を
彫

刻
で
埋
め
尽
く
し
、
そ
れ
が
本
殿
の
背
面
に
ま
で
及
ん
で
い
て
、

参
拝
者
は
間
近
で
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
透

塀
で
境
界
を
設
け
た
長
尾
八
幡
宮
は
、
参
拝
者
が
本
殿
に
近
づ
く

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
彫
刻
を
施
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。 

 

（
６
）
土
地
柄
の
違
い 

そ
し
て
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
作
風
の
変
化
が

生
じ
た
要
因
は
、
や
は
り
四
国
と
周
防
大
島
と
の
「
土
地
柄
の
違

い
」
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
四
国
の
社
殿
の
様
に
脇
障
子
を
斜
め

に
し
た
り
、
腰
板
を
彫
刻
で
埋
め
尽
く
し
た
り
す
る
よ
う
な
作
風

に
対
し
て
、
周
防
大
島
島
民
は
違
和
感
を
覚
え
た
で
あ
ろ
う
し
、

そ
も
そ
も
、
そ
う
し
た
作
風
へ
の
需
要
自
体
が
な
か
っ
た
に
違
い

脇障子と腰板 

写真９ 長尾八幡宮（本殿） 

写真８ 三島神社（本殿） 

脇障子 → 

← 腰板 
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な
い
。 

た
だ
し
、
長
州
大
工
以
外
の
大
工
た
ち
が
山
口
県
内
に
建
て
た

大
方
の
神
社
と
比
べ
て
み
る
と
、
長
尾
八
幡
宮
の
方
が
装
飾
的
で

あ
る
。
つ
ま
り
長
尾
八
幡
宮
は
、
四
国
に
建
て
ら
れ
た
宗
吉
の
作

を
見
慣
れ
た
人
に
は
装
飾
性
を
抑
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

山
口
県
民
に
は
装
飾
的
（
た
だ
し
四
国
の
社
殿
と
は
異
な
り
、
山

口
県
民
が
違
和
感
を
覚
え
な
い
程
度
に
装
飾
的
）
に
見
え
る
の
で

あ
る
。 

 

二 

作
風
の
変
遷
を
辿
る 

 

出
稼
ぎ
先
で
の
仕
事
が
多
か
っ
た
門
井
家
の
人
々
に
と
っ
て
、

ふ
る
さ
と
の
島
に
立
派
な
社
寺
を
建
て
て
故
郷
に
錦
を
飾
る
こ
と

は
、
長
年
の
夢
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
四
国
山
地
で
の

普
請
と
は
異
な
り
、
大
工
職
人
が
犇
め
く
周
防
大
島
で
実
際
に
大

き
な
社
寺
を
建
て
る
と
な
る
と
、
地
元
の
大
工
た
ち
と
協
調
し
、

彼
ら
の
意
向
に
配
慮
し
な
が
ら
仕
事
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。 

そ
う
し
た
複
雑
な
状
況
の
中
で
も
長
尾
八
幡
宮
の
よ
う
に
洗
練

さ
れ
た
作
風
の
社
殿
を
建
て
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
宗
吉
と
浅

一
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
代
か
ら
の
試
行
錯
誤
が
あ
っ
た

か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？ 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
長
尾
八
幡

宮
の
普
請
以
前
に
ま
で
遡
っ
て
考
え
て
み
た
い
。 

 

（
１
）
八
田
八
幡
宮
（
本
殿
） 

八
田
八
幡
宮
（
周
防
大
島
町
久
賀
）
の
本
殿
は
、
明
治
一
八
年

（
一
八
八
五
）
に
再
建
さ
れ
た
。
棟
札
に
は
棟
梁
が
松
井
源
蔵
で
、

そ
の
後
見
が
宗
吉
の
父
・
浅
治
郎
と
藤
井
與
兵
衛
で
あ
っ
た
と
記

さ
れ
て
い
る
。
松
井
・
藤
井
の
両
名
は
共
に
地
元
久
賀
の
工
匠
で

あ
る
。 

明
治
期
の
周
防
大
島
で
は
、
比
較
的
大
き
な
神
社
の
本
殿
の
周

り
は
塀
で
仕
切
り
、
小
さ
な
神
社
の
本
殿
の
周
り
は
仕
切
ら
な
い

と
い
う
傾
向
が
す
で
に
あ
り
、［
※
１
］

し
た
が
っ
て
久
賀
の
大
工
た

ち
は
、
こ
の
本
殿
の
周
り
も
塀
で
仕
切
る
べ
き
だ
と
考
え
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
浅
治
郎
も
基
本
的
に
は
そ
の
意
向
に
沿
っ
て
仕
事
を

進
め
た
よ
う
で
あ
る
が
、
四
国
で
高
く
評
価
さ
れ
た
装
飾
的
な
作

風
を
変
え
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
抵
抗
を
感
じ
て
い
た
よ
う
に
も

見
受
け
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
本
殿
の
縁
の
下
に
は
、
透

塀
で
遮
ら
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。 
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八田八幡宮（本殿） 

写真１０ 本殿を囲む透塀と回廊 

写真１１ 

← 透塀のこの部分から 

縁の下の欄間が見える 

写真１２ 縁の下の欄間 

 

 

 

 

 

 

 

写真１３ 

参考／三島神社（本殿）の縁の下 
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右
の
写
真
の
よ
う
に
、
こ
の
本
殿
は
回
廊
で
囲
ま
れ
て
お
り
、

そ
の
回
廊
か
ら
透
塀
越
し
に
本
殿
を
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
設
計
さ

れ
て
い
る
。［
写
真
10
］

そ
し
て
、
縁
の
下
の
彫
刻
は
四
国
の
も
の
［
写

真
13
］

と
は
異
な
り
、
上
下
二
段
で
は
な
く
上
側
に
だ
け
付
け
ら
れ

て
い
て
、［
写
真
12
］

回
廊
に
立
つ
と
、
ち
ょ
う
ど
写
真
11
の
矢
印
の

部
分
か
ら
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

つ
ま
り
、
こ
の
神
社
の
場
合
は
、
回
廊
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て

参
拝
者
が
本
殿
を
眺
め
る
位
置
を
「
回
廊
か
ら
眺
め
る
」
と
予
測

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
回
廊
か
ら
透
塀
を
通
し
て
見
る
こ
と

が
で
き
る
位
置
に
だ
け
彫
刻
を
付
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
四
国
で
の

仕
事
と
は
異
な
り
、
欄
間
に
し
て
大
ま
か
な
輪
郭
を
強
調
し
て
い

る
の
も
、
参
拝
者
が
彫
刻
を
見
付
け
や
す
く
す
る
た
め
の
工
夫
だ

と
思
わ
れ
る
。［
※
２] 

と
は
い
え
、
本
殿
を
回
廊
で
囲
む
な
ど
と
い
う
豪
勢
な
造
り
は
、

比
較
的
大
き
な
神
社
で
も
滅
多
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

回
廊
が
な
け
れ
ば
参
拝
者
が
本
殿
を
眺
め
る
位
置
を
予
測
で
き
な

く
な
る
わ
け
で
、
そ
れ
で
も
本
殿
の
周
り
を
塀
で
仕
切
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
な
る
と
、
縁
の
下
の
彫
刻
は
さ
ら
に
見
え
難
く
な

っ
て
し
ま
う
。
浅
治
郎
は
、
今
後
こ
の
島
で
大
き
な
社
殿
の
普
請

に
携
わ
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
四
国
で
仕
事
を
し
て
い
た
と
き
と

は
異
な
る
作
風
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。 

 

（
２
）
志
駄
岸
神
社 

八
田
八
幡
宮
の
普
請
か
ら
五
年
後
の
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）

に
浅
治
郎
の
主
導
で
再
建
さ
れ
た
の
が
志
駄
岸
神
社
（
周
防
大
島

町
小
松
）
で
あ
る
。
旧
大
島
町
が
発
刊
し
た
町
誌
［
※
３
］

に
よ
れ

ば
、
こ
の
社
殿
の
彫
刻
は
主
に
「
宗
吉
、
友
祐
の
二
人
が
あ
た
っ

た
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
当
然
、
父
が
こ
の
普
請
で
試
行
錯
誤

し
た
様
子
を
宗
吉
は
見
て
い
た
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
社
殿
は
長
尾
八
幡
宮
と
同
じ
権
現
造
で
、
本
殿
の
手
前
か

ら
左
右
に
透
塀
が 

伸
び
て
い
て
、
本 

殿
に
近
づ
け
な
い 

よ
う
に
な
っ
て
い 

る
。［
写
真
14
］

そ
こ 

で
本
殿
は
脇
障
子 

以
外
ほ
と
ん
ど
彫 

刻
を
付
け
な
い
で
、 

遠
く
か
ら
眺
め
て 

写真１４ 志駄岸神社（本殿） 
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も
わ
か
り
や
す
い
組
物
で
装
飾
し
て
い
る
。 

そ
し
て
、
そ
の
代
わ
り
と
い
う
べ
き
か
、
拝
殿
の
三
方
に
唐
破

風
を
設
け
、
様
々
な
彫
刻
で
拝
殿
を
埋
め
尽
く
し
て
い
る
。［
写
真
15
、

16
］
「
透
塀
で
本
殿
に
近
づ
け
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
拝
殿
の
彫
刻
を

ご
覧
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
思
い
切
っ
た
造
り
で
あ
る
。

浅
治
郎
は
腕
が
良
い
だ
け
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
大
胆
な
発
想
を

実
行
に
移
す
こ
と
が
で
き
る
工
匠
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

             

                    

写真１６ 側面の唐破風（奥が本殿） 

写真１５   

正面の唐破風 

写真１７ 賀茂神社（本殿） 

志駄岸神社（拝殿） 
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（
３
）
賀
茂
神
社
（
本
殿
） 

一
方
、
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）
に
宗
吉
の
主
導
で
再
建
さ

れ
た
賀
茂
神
社
［
写
真
17
］
（
山
口
県
柳
井
市
伊
保
庄
）
は
、
志
駄
岸

神
社
と
は
異
な
り
本
殿
が
独
立
し
て
い
て
、
本
殿
の
み
の
普
請
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
志
駄
岸
神
社
の
よ
う
に
拝
殿
で
彫
刻
の

技
を
披
露
す
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ず
、
し
か
も
透
塀
で
本
殿

の
周
り
を
仕
切
っ
て
い
る
の
で
、
細
か
い
彫
刻
で
本
殿
を
飾
り
立

て
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。 

そ
こ
で
宗
吉
は
、
透
塀
越
し
に
で
も
目
に
付
き
や
す
い
前
面
に

彫
刻
を
施
し
、
側
面
は
遠
く
か
ら
眺
め
て
も
わ
か
り
や
す
い
組
物

で
装
飾
し
た
。
こ
の
組
物
の
中
に
は
、
志
駄
岸
神
社
で
は
見
ら
れ

な
か
っ
た
尾
垂
木
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
尾
垂
木
は
元
々
門
井
家

の
宮
大
工
た
ち
が
、
四
国
で
の
普
請
で
多
用
し
て
い
た
部
材
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
宗
吉
が
四
国
で
の
経
験
を
活
か
し
な
が

ら
、
郷
土
に
ふ
さ
わ
し
い
社
殿
の
形
を
再
構
築
し
て
い
っ
た
様
子

が
窺
え
る
。 

 

（
４
）
再
び
長
尾
八
幡
宮
を
見
る 

以
上
三
つ
の
社
殿
を
見
た
上
で
、
あ
ら
た
め
て
長
尾
八
幡
宮
を

見
て
み
る
と
、
尾
垂
木
を
含
む
組
物
中
心
で
装
飾
し
た
本
殿
に
は
、

賀
茂
神
社
の
普
請
で
の
経
験
が
活
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
た
だ
し
、
長
尾
八
幡
宮
は
権
現
造
な
の
で
、
賀
茂
神
社
の
よ

う
に
本
殿
の
前
面
に
彫
刻
を
施
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
先

ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
塀
越
し
に
遠
く
か
ら
眺
め
て
も
目
立
つ
巨

大
な
彫
刻
（
竹
虎
な
ど
）
を
側
面
に
付
け
、
本
殿
か
ら
拝
殿
に
か

け
て
様
々
な
鳥
の
彫
刻
を
施
し
た
支
輪
を
連
ね
る
こ
と
に
よ
り
、

社
殿
全
体
に
統
一
感
を
持
た
せ
て
い
る
。 

ま
た
、
こ
の
社
殿
に
浅
一
が
施
し
た
彫
刻
を
四
国
で
宗
吉
が
彫

っ
た
も
の
と
比
べ
て
み
る
と
、
次
頁
の
よ
う
に
、
か
な
り
印
象
が

異
な
る
。［
写
真

18
、

19
］

一
言
で
い
う
と
浅
一
の
作
は
「
社
殿
と
調

和
す
る
彫
刻
」
、
宗
吉
の
作
は
「
主
張
す
る
彫
刻
」
で
あ
る
。
四
国

で
は
彫
刻
で
飾
ら
れ
た
煌
び
や
か
な
社
寺
建
築
が
喜
ば
れ
た
の
で
、

宗
吉
は
目
立
つ
彫
刻
を
彫
る
こ
と
に
よ
っ
て
宮
大
工
と
し
て
の
自

身
の
評
価
を
高
め
て
い
っ
た
。
一
方
、
浅
一
の
彫
刻
は
宗
吉
の
作

と
比
べ
る
と
決
し
て
派
手
で
は
な
い
が
、
洗
練
さ
れ
た
意
匠
で
建

築
と
調
和
し
て
い
る
。
つ
ま
り
浅
一
の
彫
刻
は
、
山
口
県
の
人
々

が
見
て
も
違
和
感
を
覚
え
な
い
作
風
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

四
国
で
の
門
井
家
の
仕
事
と
長
尾
八
幡
宮
を
見
比
べ
た
と
き
、

後
者
の
方
が
装
飾
性
を
抑
え
て
社
殿
全
体
の
調
和
や
構
造
美
を
追

求
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
設
計
者
で
あ
る
宗
吉
の
意
向 
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が
隅
々
ま
で
行
き
届
い
て
、
し
か
も
浅
一
の
彫
刻
が
社
殿
と
自
然

な
一
体
感
を
生
み
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

そ
し
て
、
長
尾
八
幡
宮
の
屋
根
の
形
や
透
塀
の
配
置
、
本
殿
・

幣
殿
・
拝
殿
を
繋
げ
た
全
体
の
造
り
（
権
現
造
）
は
志
駄
岸
神
社

を
参
考
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。［
写
真
20
、
21
］ 

志
駄
岸
神
社
が
完
成
し
た
明
治
二
三
年
、
浅
治
郎
は
数
え
年
五

八
歳
で
こ
の
世
を
去
り
、
長
尾
八
幡
宮
や
筏
八
幡
宮
本
殿
が
完
成

し
た
大
正
五
年
、
宗
吉
も
ま
た
、
数
え
年
五
八
歳
で
あ
っ
た
。
こ

の
年
齢
の
一
致
が
単
な
る
偶
然
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら

な
い
が
、
少
な
く
と
も
宗
吉
自
身
は
、
こ
の
こ
と
を
強
く
意
識
し

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
門
井
家
の
よ
う
に
代
々
続
く
職
人
の
家
に
育

っ
た
人
と
い
う
の
は
、
親
が
自
分
と
同
じ
年
齢
の
頃
、
ど
の
よ
う

な
仕
事
を
し
て
い
た
の
か
を
意
識
し
な
が
ら
成
長
し
て
い
く
も
の

で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
父
の
仕
事
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
乗

り
越
え
る
た
め
に
、
ま
た
、
故
郷
の
人
々
に
認
め
て
も
ら
う
た
め

に
ど
の
よ
う
な
社
殿
を
建
て
る
べ
き
か
、
こ
う
し
た
考
え
が
宗
吉

の
脳
裏
に
早
い
時
期
か
ら
芽
生
え
て
い
て
、
そ
の
集
大
成
が
長
尾

八
幡
宮
の
普
請
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か―

筆
者
に
は
そ
う
思
え
て

な
ら
な
い
。 

彫刻の作風の比較 

写真１９ 

主張する彫刻 十夜ヶ橋永徳寺 

（大師堂） 宗吉 作 

写真１８ 

社殿と調和する彫刻 

長尾八幡宮（拝殿） 浅一 作 
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三 

長
尾
八
幡
宮
以
降
の
作
風 

 

長
尾
八
幡
宮
の
普
請
の
後
、
例
え
ば
岩
永
八
幡
宮
（
美
祢
市
秋

芳
町
岩
永
本
郷
）
や
菅
原
神
社
本
殿
（
周
防
大
島
町
西
屋
代
）
、
赤

嵜
神
社
（
山
陽
小
野
田
市
小
野
田
）
、
熊
野
神
社
本
殿
（
光
市
島
田
）

な
ど
、
宗
吉
は
浅
一
と
組
ん
で
山
口
県
内
の
い
く
つ
か
の
普
請
に

携
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
社
殿
は
長
尾
八
幡
宮
と
は
異
な
り
、

本
殿
の
周
り
を
塀
で
仕
切
っ
て
い
な
い
が
、
屋
根
は
シ
ン
プ
ル
な

流
造
で
あ
る
。
し
か
し
、
腰
板
の
彫
刻
を
省
い
て
、
脇
障
子
を
通

常
の
角
度
に
立
て
て
い
る
点
は
、
長
尾
八
幡
宮
と
同
じ
で
あ
る
。 

設
計
者
と
彫
刻
師
が
同
じ
父
子
な
の
で
、
社
殿
の
作
風
が
似
て

い
る
の
は
当
然
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、

長
尾
八
幡
宮
以
前
の
い
く
つ
か
の
社
殿
と
は
異
な
り
、
作
風
の
大

き
な
変
化
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
山
口
県
の
土
地
柄

に
合
っ
た
社
殿
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
、
門
井
家
代
々
の

人
々
が
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
き
た
結
果
、
最
終
的
に
こ
の
よ

う
な
社
殿
の
形
に
落
ち
着
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

な
お
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
宗
吉
が
亡
く
な
っ
た
後
の
浅
一
の

仕
事
の
中
に
、
山
口
県
と
四
国
と
の
土
地
柄
の
違
い
が
逆
の
形
で

作
用
し
た
事
例
が
あ
る
。
浅
一
は
生
涯
の
大
半
を
通
じ
て
山
口
県

同じ角度から見た本殿の比較 

写真２１ 長尾八幡宮 

写真２０ 志駄岸神社 



 29 

内
で
彫
刻
の
仕
事
に
励
ん
だ
が
、
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
）
に

縁
あ
っ
て
秋
葉
神
社
（
高
知
県
吾
川
郡
仁
淀
川
町
別
枝
）
の
社
殿

彫
刻
を
手
掛
け
た
。
そ
の
本
殿
を
見
る
と
、
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど

縁
の
下
に
彫
刻
を
施
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
浅
一
が
、
こ
こ
で
は

彫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

門
井
家
代
々
の
普
請
の
跡
を
訪
ね
歩
い
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
に
ふ
さ
わ
し
い
建
築
に
腐
心
し
た
工
匠
た
ち
の
姿
が
目
に

浮
か
ぶ
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

以
上
は
「
山
口
県
神
道
史
研
究
」
第
三
〇
号
（
令
和
二
年
七
月 

山
口
県
神
道
史
研
究
会
）
へ
寄
稿
し
た
「
長
尾
八
幡
宮
の
建
築
と

彫
刻
」
と
い
う
文
章
に
、
加
筆
修
正
を
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

最
近
、
こ
う
し
た
神
社
関
係
の
機
関
誌
だ
け
で
は
な
く
、
寺
院

が
発
行
す
る
寺
報
へ
寄
稿
す
る
機
会
も
少
な
く
な
い
。
ど
ち
ら
も

社
寺
と
直
接
関
わ
り
の
あ
る
方
々
に
読
ん
で
い
た
だ
け
る
の
で
、

掲
載
後
、
新
た
な
証
言
が
得
ら
れ
た
り
、
思
わ
ぬ
史
料
を
見
せ
て

い
た
だ
い
た
り
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。 

今
後
も
機
会
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
誌
面
に
発
表
し
て

き
た
文
章
に
、
新
た
に
わ
か
っ
た
事
柄
を
加
え
た
も
の
を
、
本
誌

へ
寄
稿
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。 

（
宮
本
常
一
記
念
館
地
域
交
流
員
） 

 [

註]
 

※
１ 

『
山
口
県
社
寺
名
勝
図
録
』
（
清
水
吉
康
著 

明
治
三
一
年 

大
阪
大
成
館
）
、
同
復
刻
版
（
平
成
元
年 

マ
ツ
ノ
書
店
）
を

参
照
し
た
。 

※
２ 

八
田
八
幡
宮
の
本
殿
を
囲
む
回
廊
が
新
築
さ
れ
た
の
は
、

本
殿
再
建
の
二
年
後
の
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
で
あ
っ

た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
殿
再
建
と
一
体
的
に
回
廊
の
普
請

も
計
画
さ
れ
て
い
た
と
、
筆
者
は
推
測
し
て
い
る
。 

※
３ 

『
周
防
大
島
町
誌
』
（
大
島
町
誌
編
纂
委
員
会
編 

昭
和
三

四
年 

山
口
県
大
島
町
役
場
）
、
同
復
刻
版
（
平
成
六
年
）
。 
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※
『
文
化
と
交
流
』
は
、
左
記
の
宮
本
常
一
記
念
館
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。 

h
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文
化
と
交
流 

Ｎ
Ｏ
．
5 

二
〇
二
一
年
一
二
月
一
五
日 

発
行 

編
集 

宮
本
常
一
記
念
館 

発
行 

宮
本
常
一
記
念
館 

 
 

 

〒
七
四
二―

二
五
一
二 

 
 

 

山
口
県
大
島
郡
周
防
大
島
町 

平
野
四
一
七―

一
一 

電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ 

 

〇
八
二
〇
（
七
八
）
二
五
一
四 



【
機
関
誌
『
文
化
と
交
流
』
に
関
す
る
投
稿
規
定
】 

（
一
）
投
稿
で
き
る
者
は
、
宮
本
常
一
記
念
館
お
よ
び
周
防
大
島
町
に
所
属
す
る
者
（
学
芸
員
・
町
職
員
・
地
域
交
流
員
）
お
よ
び

編
集
担
当
が
許
可
し
た
者
に
限
る
。 

（
二
）
投
稿
原
稿
は
原
則
と
し
て
日
本
語
に
限
る
。 

（
三
）
投
稿
原
稿
は
、
周
防
大
島
を
は
じ
め
農
山
漁
村
の
生
活
や
環
境
、
お
よ
び
宮
本
常
一
記
念
館
も
し
く
は
周
防
大
島
町
が
所
蔵

す
る
資
料
に
関
連
し
た
も
の
を
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
た
だ
し
、
編
集
担
当
が
適
当
と
判
断
し
た
も
の
は
受

け
付
け
る
。 

（
四
）
原
稿
の
字
数
は
原
則
と
し
て
八
〇
〇
〇
字
を
上
限
と
す
る
。
た
だ
し
、
編
集
担
当
が
適
当
と
判
断
し
た
場
合
に
は
こ
の
限
り

で
な
い
。 

（
五
）
ワ
ー
プ
ロ
原
稿
で
投
稿
さ
れ
る
場
合
は
、
Ａ
４
版
、
三
〇
字×

四
〇
行
、
縦
書
き
で
作
成
し
、
印
刷
原
稿
と
デ
ー
タ
を
提
出

す
る
こ
と
。
手
書
き
の
場
合
に
は
一
マ
ス
一
字
、
縦
書
き
、
楷
書
で
作
成
す
る
こ
と
。
ま
た
写
真
・
図
版
・
表
な
ど
を
挿
入

す
る
場
合
に
は
必
ず
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
し
た
も
の
を
提
出
す
る
こ
と
。 

（
六
）
投
稿
さ
れ
た
原
稿
は
、
編
集
担
当
、
ま
た
は
編
集
担
当
が
指
名
す
る
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
審
査
し
、
で
き
る
だ
け
早
く

採
否
を
通
知
す
る
。 

（
七
）
掲
載
原
稿
の
著
者
本
人
に
よ
る
転
載
は
こ
れ
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
宮
本
常
一
記
念
館
へ
の
届
け
出
を
必
要
と
す
る
。
第

三
者
が
転
載
を
希
望
す
る
場
合
に
は
著
者
本
人
へ
の
許
諾
を
得
る
も
の
と
す
る
。 

（
八
）
本
誌
に
発
表
さ
れ
た
論
考
等
の
著
作
権
は
、
宮
本
常
一
記
念
館
に
帰
属
す
る
。 

（
九
）
学
術
研
究
お
よ
び
教
育
目
的
で
本
誌
の
複
写
を
行
う
こ
と
は
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
複
製
品
を
第
三
者
が
営
利
を
目
的
と
し

て
販
売
す
る
こ
と
は
こ
れ
を
禁
ず
る
。 

 


