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天
狗
党
西
上
（
一
） 

大
子
で
戦
う
（
あ
る
従
軍
日
記
か
ら
） 

  

元
治
元
年
の
天
狗
・
諸
生
の
戦
い
は
幕
末
の
水
戸
藩
の
大
事
件
だ
っ
た
。 

根
本
的
に
は
水
戸
藩
の
継
嗣
問
題
に
あ
る
と
い
え
る
。
第
八
代
藩
主
斉
脩

（
な
り
の
ぶ
）
に
は
子
が
無
く
、
病
が
篤
く
な
っ
た
為
、
藩
内
は
将
軍
家
か

ら
藩
主
を
迎
え
よ
う
と
い
う
一
派
と
、
藩
主
の
弟
斉
昭
を
藩
主
に
と
い
う

一
派
の
対
立
が
あ
っ
た
。
そ
の
頃
幕
府
は
外
圧
に
よ
り
、
勅
許
も
な
く
下

田
、
函
館
、
長
崎
、
横
濱
等
を
開
港
し
た
の
で
尊
皇
攘
夷
派
か
ら
反
対
さ

れ
る
。
こ
の
問
題
で
時
の
大
老
井
伊
直
弼
を
責
め
た
斉
昭
そ
の
外
の
大
名

が
蟄
居
謹
慎
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
ま
た
勤
王
の
志
士
が
逮
捕
さ
れ
安
政
の
大

獄
に
発
展
。
水
戸
藩
で
は
井
伊
直
弼
を
討
つ
べ
し
と
桜
田
門
外
の
変
を
起

す
。
こ
う
し
て
幕
府
の
権
威
は
地
に
落
ち
、
各
藩
内
で
も
勤
王
と
佐
幕
の

対
立
が
激
し
く
な
っ
た
。
水
戸
藩
で
は
天
狗
・
諸
生
の
対
立
と
な
る
。 

 

天
狗
派
は
攘
夷
鎖
港
を
唱
え
て
筑
波
山
に
依
り
大
平
山
に
屯
集
し
た
。

藩
士
、
義
民
、
寺
社
方
等
お
よ
そ
五
〇
〇
〇
人
余
。
幕
府
に
攘
夷
の
願
を

奉
っ
た
が
許
さ
れ
ず
、
国
元
に
お
い
て
も
議
論
は
二
分
し
た
の
で
、
松
平

大
炊
守
（
宍
戸
藩
主
）
が
目
代
と
し
て
水
戸
城
に
入
ろ
う
と
し
た
が
、
城
内

は
諸
生
派
が
優
勢
で
発
砲
さ
れ
、
奏
上
も
容
れ
ら
れ
ず
、
つ
い
に
追
討
と

し
て
襲
来
発
砲
さ
れ
た
。
さ
ら
に
幕
命
に
よ
る
諸
侯
の
兵
に
包
囲
攻
撃
さ

れ
る
事
態
に
な
り
止
む
を
得
ず
防
戦
す
る
の
み
と
な
る
。 

 

こ
う
し
て
九
月
二
十
二
日
磯
濱
焼
失
、
二
十
五
日
平
磯
焼
失
、
こ
の
日 

部
田
野
原
（
へ
た
の
は
ら
）
で
大
会
戦
、
豊
田
彦
之
丞
戦
死
、
十
月
十
日
一

本
松
大
会
戦
で
敵
二
〇
〇
人
を
討
つ
。十
五
日
よ
り
十
八
日
ま
で
大
会
戦
。 

 

し
か
し
諸
侯
を
相
手
に
戦
う
事
が
目
的
で
は
な
い
の
で
上
京
し
て
尊
攘

を
請
わ
ん
と
、
十
月
二
十
三
日
那
珂
湊
を
出
立
す
る
。
そ
れ
か
ら
中
根
村

へ
出
、
さ
ら
に
逆
井
手
村
へ
出
る
。
こ
こ
で
潮
来
勢
が
合
流
し
た
。
瓜
連

村
に
休
む
。
二
十
三
日
大
宮
に
至
る
。
こ
こ
の
民
兵
数
百
人
木
砲
を
打
ち

並
べ
砲
発
し
け
る
故
、
砲
戦
し
て
追
い
払
う
。
こ
の
夜
大
宮
宿
に
泊
ま
り

翌
未
明
出
立
す
。
山
形
（
山
方
）
村
に
休
む
。
そ
れ
よ
り
右
は
奥
州
筋
、
左

に
入
り
て
谷
川
を
渡
り
三
里
余
行
き
て
峠
を
越
え
て
、
そ
の
夜
の
四
ツ
半

時
に
よ
う
よ
う
里
に
出
る
。
二
十
四
日
夜
大
沢
村
泊
ま
り
。
此
村
里
人
居

ら
ず
逃
げ
去
り
け
り
け
れ
ば
食
事
に
難
儀
す
。
翌
朝
見
つ
け
て
食
事
を
と

と
の
う
。
そ
の
後
出
立
し
て
峠
を
越
え
大
子
宿
に
近
寄
り
し
所
、
民
兵
共

木
砲
を
以
て
打
ち
掛
か
り
し
故
暫
く
砲
戦
、
そ
の
後
追
い
払
い
こ
こ
に
止

宿
す
。
二
十
五
日
夜
大
子
宿
に
泊
ま
り
翌
日
思
い
思
い
に
宿
を
見
つ
け
止

宿
、
且
山
上
に
見
張
陣
小
屋
を
し
つ
ら
え
る
。
二
十
六
日
大
子
逗
留
。 

 

二
十
七
日
こ
の
日
袋
田
付
近
に
行
き
て
百
姓
共
を
手
な
ず
け
ん
と
す
る

が
、
却
っ
て
恐
れ
て
逃
げ
去
り
皆
月
居
峠
に
逃
げ
登
る
故
大
子
に
帰
る
。 

 

二
十
八
日
こ
の
日
武
田
君
を
大
将
と
し
て
潮
来
勢
天
勇
隊
お
よ
そ
三
〇

〇
余
人
に
て
月
居
峠
を
攻
め
取
ら
ん
と
し
て
行
き
し
に
早
く
も
之
を
悟
り

て
、
民
兵
共
峠
の
頂
上
に
筵
籏
を
押
し
立
て
大
木
砲
を
並
べ
て
近
寄
る
や

い
な
や
鯨
波
を
上
げ
て
打
ち
出
し
け
る
故
、
味
方
山
の
半
途
に
至
ら
ん
と

す
る
と
き
山
上
よ
り
大
石
を
打
ち
落
と
し
進
み
難
く
、
こ
の
時
大
将
下
知

し
て
ま
っ
先
に
進
み
味
方
を
励
ま
し
我
先
に
と
揉
み
に
揉
ん
で
攻
め
登
る

に
、
山
の
八
合
目
に
至
る
頃
大
小
の
石
霰
の
如
く
打
ち
落
と
し
、
大
銃
小

砲
頻
り
に
打
ち
出
し
け
る
故
進
み
得
ず
。
こ
の
時
潮
来
勢
に
岡
部
貞
次
良

と
て
知
勇
他
に
優
れ
し
者
有
り
け
る
が
、
奇
兵
に
回
ら
ん
と
し
て
士
卒
に

下
知
し
て
回
り
し
所
に
、
敵
方
之
を
見
て
す
わ
や
大
将
な
る
ぞ
討
ち
取
れ

と
て
筒
先
そ
ろ
え
て
打
ち
出
せ
し
故
、
さ
し
も
の
岡
部
も
頭
を
打
ち
抜
か

れ
て
死
に
け
り
。
味
方
も
困
り
果
て
居
り
け
る
と
こ
ろ
に
朝
倉
弾
正
肩
を

撃
た
れ
退
ぞ
く
。
依
っ
て
一
同
山
上
を
引
陣
し
て
大
子
へ
帰
陣
す
。 
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伊
勢
参
り
異
聞
（
一
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
子
郷
土
史
の
会 

野 

内 

泰 

子 

 
江
戸
時
代
伊
勢
参
り
に
行
く
こ
と
は
、
庶
民
の
夢
で
あ
っ
た
。 

 

し
か
し
、
伊
勢
は
遠
い
。
夢
は
、
夢
の
ま
ま
で
実
現
す
る
こ
と
な

ど
滅
多
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
江
戸
に
住
ん
で
い
る

者
の
中
に
は
講
中
を
組
ん
だ
り
、
抜
け
参
り
と
称
し
て
雇
わ
れ
て
い

る
店
を
抜
け
出
し
て
背
に
柄
杓
を
さ
し
て
途
中
途
中
で
食
べ
物
や
お

金
を
乞
い
な
が
ら
伊
勢
参
り
に
出
掛
け
る
者
も
い
た
。
伊
勢
参
り
が

盛
ん
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
江
戸
時
代
に
入
り
御
師
と
い
わ
れ
る
人

た
ち
が
、
全
国
を
巡
り
伊
勢
神
宮
の
神
威
を
庶
民
に
ま
で
広
め
高
め

た
為
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
地
方
の
田
舎
の
村
か
ら
伊
勢

参
り
に
行
く
な
ど
、
と
て
も
で
き
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
な

に
し
ろ
、
勝
手
に
住
ま
い
を
離
れ
何
ケ
月
も
旅
す
る
な
ど
な
か
な
か

許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
で
も
、
や
は
り
伊
勢
参
り
に
出
掛
け
た
人
は
い
た
。
先
年
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
教
育
テ
レ
ビ
で
、
庶
民
の
伊
勢
参
り
が
ど
の
よ
う
に
行
わ

れ
た
か
の
放
送
が
あ
っ
た
。
伊
勢
神
宮
に
寄
せ
る
人
々
の
思
い
、
そ

れ
を
実
行
す
る
に
あ
た
っ
て
の
苦
労
や
細
か
い
心
配
り
な
ど
、
残
さ

れ
て
い
る
資
料
か
ら
わ
か
る
事
を
ま
と
め
、
わ
か
り
や
す
く
放
送
し

て
く
れ
た
。
実
は
、
こ
の
伊
勢
参
り
に
行
き
記
録
を
残
し
た
高
柴
村

（
茨
城
県
大
子
町
高
柴
）
の
益
子
廣
三
郎
は
、
私
の
母
の
実
家
の
先
祖

で
あ
り
、
伊
勢
参
り
か
ら
帰
っ
た
後
に
父
親
の
あ
と
を
継
い
で
高
柴

村
の
庄
屋
と
な
っ
た
人
で
あ
る
。
伊
勢
参
り
に
出
掛
け
た
の
は
、
文

化
九
年
一
月
。
お
よ
そ
三
ケ
月
の
旅
で
あ
っ
た
。 

 

こ
れ
は
、
記
録
で
見
る
限
り
か
な
り
き
ち
ん
と
し
た
伊
勢
参
り
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
伊
勢
参
り
に
も
い
ろ
い
ろ
な
形

が
あ
っ
た
こ
と
が
、
我
が
家
の
祖
母
の
話
や
生
い
立
ち
か
ら
み
え
て

く
る
。
前
に
書
い
た
大
藤
嘉
右
衛
門
の
話
の
時
に
も
登
場
し
た
私
の

祖
母
多
津
は
、
隣
の
肥
後
家
か
ら
嫁
い
で
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
は
、

実
家
で
は
あ
る
が
生
家
で
は
な
い
。
生
家
は
、
福
島
・
小
名
浜
（
現

い
わ
き
市
）
の
馬
上
家
で
あ
る
。
も
と
の
名
は
馬
上
多
津
と
言
っ
た
。

父
親
の
肥
後
六
左
衛
門
は
、
あ
る
時
、
伊
勢
参
り
に
出
掛
け
た
。
祖

母
多
津
の
生
年
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
か
ら
考
え
て
多
分
、安
政
四
、

五
年
位
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
前
述
の
益
子
廣
三
郎
の
伊
勢
参

り
か
ら
約
四
〇
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

当
時
、
地
方
の
者
が
伊
勢
参
り
に
出
掛
け
る
時
は
、
近
隣
の
住
民

や
親
類
な
ど
か
ら
餞
別
を
も
ら
い
、
そ
の
代
参
と
言
う
形
で
行
っ
た

こ
と
が
多
か
っ
た
ら
し
い
。
益
子
廣
三
郎
の
記
録
に
も
、
土
産
の
中

に
一
二
〇
枚
も
の
お
札
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
し

か
し
、
肥
後
六
左
衛
門
の
伊
勢
参
り
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な

く
、
ご
く
個
人
的
な
、
い
わ
ば
物
見
遊
山
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た

か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
後
の
行
動
か
ら
も
推
測
さ
れ

る
。 

 
関
東
と
は
い
え
、
む
し
ろ
南
奥
州
と
い
っ
た
方
が
早
い
山
の
中
の

こ
の
地
方
ま
で
、
御
師
が
回
っ
て
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
想
起
さ
せ

る
。 

 

六
左
衛
門
の
旅
の
詳
細
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
が
、
帰
り
道
、

ま
っ
す
ぐ
家
に
帰
ら
ず
浜
街
道
を
辿
り
福
島
の
小
名
浜
ま
で
行
っ
た
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よ
う
だ
。そ
こ
で
、し
ば
ら
く
滞
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
だ
が
、

何
故
、
小
名
浜
な
の
か
、
何
故
そ
こ
に
滞
在
し
た
の
か
は
全
く
わ
か

ら
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
小
名
浜
滞
在
は
長
期
に
及
ん
だ
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
う
ち
に
、
六
左
衛
門
は
、
こ
の
地
の
馬
上
家
の
娘
が
気

に
い
っ
た
の
か
婿
入
り
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
娘
が
う
ま
れ
た
。

こ
れ
が
、
多
津
で
あ
る
。
そ
の
後
、
六
左
衛
門
は
小
生
瀬
の
実
家
に

帰
っ
て
き
た
。
妻
と
な
っ
た
馬
上
家
の
娘
を
連
れ
て
。
六
左
衛
門
は

多
分
小
名
浜
か
ら
何
度
か
文
を
出
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
婿
入
り

し
た
こ
と
も
娘
が
生
ま
れ
た
こ
と
も
知
ら
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

伊
勢
参
り
に
出
掛
け
た
ま
ま
帰
っ
て
来
な
い
嫡
男
の
思
い
が
け
な
い

行
動
に
肥
後
家
の
驚
き
は
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
。
は
る
ば
る
小

名
浜
ま
で
行
き
息
子
を
取
り
戻
し
て
来
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
時
妻
も
伴
っ
て
帰
っ
て
来
た
が
、娘
は
置
い
て
来
た
。多
津
は
、

馬
上
家
に
と
っ
て
大
切
な
跡
取
り
娘
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で

余
談
だ
が
、
栃
木
県
那
須
塩
原
市
の
那
須
温
泉
街
の
中
に
も
と
の
町

役
場
が
あ
る
が
、
そ
の
す
ぐ
近
く
に
寺
が
あ
り
、
そ
の
境
内
の
中
に

江
戸
時
代
か
の
有
名
な
吉
原
の
遊
女
高
尾
太
夫
の
墓
が
あ
る
。
高
尾

太
夫
と
言
う
の
は
数
名
い
た
そ
う
だ
が
、
そ
の
中
の
一
人
、
絶
世
の

美
女
で
あ
り
才
女
で
あ
っ
た
。
こ
の
墓
の
主
は
、
小
名
浜
の
馬
上
家

の
出
身
で
あ
り
、
弟
は
有
名
な
絵
師
と
な
っ
た
と
墓
の
そ
ば
の
由
緒

書
き
に
あ
る
。
祖
母
の
生
家
の
馬
上
家
と
縁
が
あ
る
か
ど
う
か
は
わ

か
ら
な
い
。 

 

と
こ
ろ
で
、
小
名
浜
に
取
り
残
さ
れ
た
多
津
は
、
祖
父
母
に
育
て

ら
れ
た
が
、
そ
の
祖
父
母
も
亡
く
な
り
一
人
に
な
っ
て
し
ま
い
、
寂

し
く
て
ど
う
し
て
も
父
母
に
会
い
た
く
な
り
小
生
瀬
村
ま
で
や
っ
て

来
た
。
一
六
、
七
の
娘
が
、
ど
こ
を
通
っ
て
ど
の
よ
う
に
し
て
小
生

瀬
の
父
母
の
元
に
辿
り
着
い
た
の
か
。
小
名
浜
の
馬
上
家
に
生
ま
れ

た
経
緯
、
小
生
瀬
の
父
母
に
会
い
に
来
た
事
な
ど
は
、
祖
母
の
口
か

ら
直
接
聞
い
た
。
し
か
し
、
小
名
浜
か
ら
小
生
瀬
ま
で
の
道
中
に
つ

い
て
は
聞
き
漏
ら
し
て
し
ま
っ
た
。
実
家
の
兄
（
大
藤
和
久
）
に
聞
い

て
み
た
が
、
や
は
り
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
聞
い
て
い
な
い
と
の
こ
と

だ
っ
た
。
祖
母
が
生
ま
れ
た
の
は
、
今
か
ら
一
五
二
年
前
、
一
三
五

年
ほ
ど
前
の
小
名
浜
か
ら
小
生
瀬
ま
で
の
道
程
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
ど
の
道
を
通
っ
て
も
い
く
つ
も
の
山
を
越
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
と
て
も
想
像
で
き
な
い
。 

 

と
も
あ
れ
、小
生
瀬
に
辿
り
着
き
父
母
や
弟
達
に
会
っ
た
祖
母
は
、

そ
の
ま
ま
、
そ
こ
に
居
着
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
一
、

二
年
後
に
隣
の
大
藤
千
松
嘉
恭
に
嫁
い
だ
の
で
あ
る
。 

 

曽
祖
父
が
伊
勢
参
り
に
行
か
な
か
っ
た
ら
、
小
名
浜
ま
で
寄
り
道

を
し
な
か
っ
た
ら
、
祖
母
は
こ
の
世
に
い
な
か
っ
た
。
勿
論
、
私
も
。 

 

こ
ん
な
伊
勢
参
り
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 
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初
原
川
の
龍
神
淵
に
棲
む
龍
の
話 

  
大
子
町
初
原
（
旧
佐
原
村
）
を
流
れ
る
初
原
川
は
、
標
高
六
三
六
メ
ー
ト

ル
の
花
瓶
山
に
発
し
、左
貫
、初
原
を
南
流
し
て
上
岡
で
押
川
に
合
流
し
、

大
子
町
役
場
付
近
で
久
慈
川
本
流
に
合
流
す
る
。
昔
、
初
原
川
の
西
側
を

鍬
柄
村
、
東
側
を
初
原
村
と
言
っ
た
こ
ろ
の
話
で
あ
る
。 

 

初
原
川
を
挟
ん
で
辰
口
集
落
に
あ
る
鹿
島
神
社
の
北
西
の
山
麓
に
朝
日

長
者
、
東
の
小
高
い
台
地
上
の
山
麓
に
夕
日
長
者
が
住
ん
で
い
た
。
二
人

の
長
者
は
広
い
屋
敷
を
も
ち
、
大
き
な
家
に
住
み
、
金
持
ち
で
あ
っ
た
の

で
、
村
の
人
た
ち
か
ら
お
大
尽
様
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
二
人
の
長
者
は
奉

公
人
を
使
用
し
、
川
沿
い
の
荒
れ
地
や
山
の
斜
面
な
ど
を
開
墾
し
、
田
や

畑
を
開
き
村
人
達
の
た
め
に
尽
く
し
て
き
た
。
し
か
し
、
朝
日
長
者
は
鍬

柄
村
、
夕
日
長
者
は
初
原
村
の
住
人
で
あ
っ
た
の
で
二
人
の
長
者
は
仲
が

悪
く
、
何
か
に
つ
け
て
争
い
が
絶
え
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
二
人
の
長

者
の
ふ
る
ま
い
を
鹿
島
神
社
の
西
側
を
流
れ
る
初
原
川
の
龍
神
淵
に
棲
む

龍
が
じ
っ
と
み
て
い
た
。 

 

龍
神
淵
が
あ
る
と
こ
ろ
は
、
川
沿
い
に
大
き
な
石
が
あ
り
、
増
水
の
時

は
流
れ
が
そ
の
石
に
ぶ
つ
か
り
、
大
き
な
渦
巻
き
を
お
こ
し
、
川
底
を
押

し
流
し
て
き
た
の
で
、川
底
と
石
の
間
に
大
き
な
穴
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
。

村
人
は
、
こ
の
川
底
の
穴
に
龍
が
棲
み
着
い
て
い
る
と
信
じ
、
そ
の
龍
を

龍
神
様
と
呼
び
、
日
照
り
続
き
の
日
に
は
雨
乞
い
の
祈
願
祭
を
行
っ
て
き

た
。
し
か
し
、
二
人
の
長
者
の
仲
が
悪
い
の
を
見
つ
め
て
き
た
龍
は
、
こ

れ
は
幸
い
と
ば
か
り
、
真
夜
中
に
な
る
と
川
か
ら
は
い
出
し
て
田
や
畑
の

農
作
物
を
荒
ら
し
回
る
よ
う
に
な
っ
た
。
龍
の
暴
れ
は
日
に
日
に
激
し
く

な
り
、
農
家
が
飼
っ
て
い
る
馬
や
鶏
、
さ
ら
に
人
間
に
ま
で
危
害
を
加
え

る
よ
う
に
な
っ
た
。
村
人
は
夜
も
眠
れ
な
い
日
が
続
き
、
大
変
困
っ
て
し

ま
い
、
里
長
を
中
心
に
話
し
合
い
を
し
た
が
、
な
に
し
ろ
相
手
は
龍
な
の

で
、
龍
に
対
抗
す
る
だ
け
の
よ
い
解
決
策
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。 

 

あ
る
日
の
こ
と
、
村
人
が
道
普
請
を
し
て
い
る
と
、
諸
国
を
巡
錫
し
て

い
る
お
坊
さ
ん
が
、
こ
の
村
に
や
っ
て
き
て
、
土
手
の
石
に
腰
を
お
ろ
し

休
息
を
し
て
い
た
。
村
人
か
ら
見
る
と
、
ま
と
っ
て
い
る
衣
は
み
す
ぼ
ら

し
か
っ
た
が
、
表
情
が
豊
か
で
徳
の
あ
る
お
坊
さ
ん
に
見
え
た
。
村
人
は

お
坊
さ
ん
に
相
談
を
も
ち
か
け
た
。
村
人
は
「
初
原
川
の
龍
神
淵
に
棲
む

龍
が
真
夜
中
に
な
る
と
川
か
ら
は
い
出
し
て
、
村
中
を
は
い
回
り
農
作
物

を
荒
し
、
家
畜
を
殺
し
た
り
、
人
間
に
ま
で
危
害
を
加
え
た
り
し
て
い
る

様
子
」
を
訴
え
た
。 

 

す
る
と
、
お
坊
さ
ん
は
立
ち
上
が
り
、
手
に
持
っ
て
い
た
錫
杖
を
高
く

振
り
上
げ
て
し
ば
ら
く
呪
文
を
唱
え
て
い
た
が
、
村
人
に
向
か
っ
て
「
龍

神
淵
に
棲
む
龍
が
暴
れ
回
り
、
村
の
平
和
を
乱
し
て
い
る
の
は
、
東
の
夕

日
長
者
と
西
の
朝
日
長
者
の
仲
が
悪
い
か
ら
で
あ
る
。
二
人
の
長
者
が
仲

よ
く
な
れ
ば
龍
は
暴
れ
な
く
な
り
、
村
は
平
和
に
な
る
」
と
伝
え
た
。 

 

村
人
は
お
礼
を
言
っ
て
、
里
長
の
家
に
行
き
こ
の
こ
と
を
話
す
と
、
里

長
は
さ
っ
そ
く
二
人
の
長
者
と
連
絡
を
と
り
、
寄
り
合
い
を
開
い
て
お
坊

さ
ん
の
言
っ
た
こ
と
を
伝
え
た
。
二
人
の
長
者
は
深
く
う
な
だ
れ
な
が
ら

「
こ
れ
以
上
村
の
皆
さ
ん
に
は
迷
惑
は
か
け
ら
れ
な
い
」
と
言
っ
て
仲
直

り
を
し
た
。
こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
龍
は
村
の
中
を
は
い
回
り
、
暴
れ

る
こ
と
が
な
く
な
り
、
村
は
平
和
に
な
っ
た
と
い
う
。 

 

あ
る
日
の
こ
と
で
あ
る
。
村
人
は
驚
い
た
。
龍
神
淵
か
ら
は
い
出
し
た

龍
が
鹿
島
神
社
の
方
に
頭
を
向
け
て
大
き
な
岩
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
岩

は
「
尾
辰
岩
」
と
呼
ば
れ
、「
タ
ツ
の
口
」
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ

の
地
の
小
字
名
が「
辰
口
」と
い
う
地
名
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 
ま
た
、
後
に
な
っ
て
み
す
ぼ
ら
し
い
姿
・
格
好
を
し
て
い
た
お
坊
さ
ん

は
弘
法
大
師
様
と
わ
か
り
、
辰
口
坪
（
組
）
で
は
、
お
堂
を
建
て
弘
法
大

師
様
が
腰
を
お
ろ
し
て
い
た
石
を
弘
法
堂
の
御
本
尊
と
し
て
祀
っ
て
い
る
。

縁
日
と
し
て
一
月
二
十
一
日
と
八
月
二
十
一
日
の
年
二
回
を
弘
法
大
師
様

へ
の
感
謝
、
五
穀
豊
穣
、
無
病
息
災
の
祈
願
の
日
と
し
て
い
る
。（
小
澤
）



- 5 - 
 

 
 

奥
久
慈
の
魅
力
を
知
り
、
味
わ
う
指
南
書
の
誕
生 

 
 
 

―
斎
藤
和
子
著
『
い
ば
ら
き 

奥
久
慈
す
た
い
る
』
に
寄
せ
て
― 

  

素
敵
な
本
、『
い
ば
ら
き 

奥
久
慈
す
た
い
る
』
が
発
刊
さ
れ
ま
し
た
。 

 

著
者
は
、
斎
藤
和
子
さ
ん
。
茨
城
県
に
移
っ
て
来
ら
れ
た
昭
和
五
十
八

年
以
来
、
主
婦
業
の
か
た
わ
ら
、
と
く
に
茨
城
県
北
地
域
を
幅
広
く
取
材

さ
れ
、
例
え
ば
『
常
陸
そ
ば
街
道 

酒
街
道
』、『
水
郡
線
で
行
く
カ
ン
ト

リ
ー
ウ
ォ
ー
ク
』、『
水
郡
線
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
物
語 

里
山
の
恵
み
を
存
分

に
』
な
ど
、
数
多
く
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
を
編
集
・
執

筆
な
さ
っ
て
き
た
方
で
す
。
そ
の
斎
藤
さ
ん
が
、
大
子
地
方
に
住
む
人
た

ち
と
の
深
い
交
流
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
を
も
と
に
、「
奥
久
慈
の
自
然

に
寄
り
添
っ
た
暮
ら
し
と
食
文
化
に
つ
い
て
少
し
で
も
お
伝
え
で
き
れ

ば
」（「
は
じ
め
に
」）
と
の
思
い
を
込
め
て
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
本
書
で
す
。 

 

大
子
町
の
現
実
は
、
残
念
な
が
ら
、
多
く
の
山
間
地
域
と
同
様
に
厳
し

さ
を
増
す
一
方
で
す
。
人
口
は
減
り
続
け
て
い
る
し
、
高
齢
化
率
は
茨
城

県
内
で
最
も
高
い
三
七
％
に
及
ん
で
い
ま
す
。
そ
う
し
た
な
か
、
大
子
町

の
資
源
を
活
か
し
、
地
域
の
魅
力
を
内
外
に
発
信
す
る
視
点
か
ら
の
ま
ち

づ
く
り
が
ま
す
ま
す
大
事
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
実
に
タ
イ

ム
リ
ー
な
出
版
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
多
く
の
方
に
是
非
手
に
取
っ

て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
る
所
以
で
す
。 

 

さ
て
、
本
書
を
簡
単
に
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
本
書
は
「
春
」、「
初
夏
」、

「
夏
」、「
秋
」、「
冬
」
の
五
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の

季
節
ご
と
に
特
有
の
素
材
が
紹
介
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
素
材
の
活
か

し
方
が
、
カ
ラ
ー
写
真
と
と
も
に
丁
寧
に
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
例
を

挙
げ
ま
し
ょ
う
。「
初
夏
」
編
に
は
、
〝
ふ
き
〞
が
登
場
し
ま
す
が
、
そ
の

活
か
し
方
と
し
て
〝
き
ゃ
ら
ぶ
き
〞
、
〝
ふ
き
菓
子
〞
、
〝
ふ
き
の
甘
酢

漬
〞
、
〝
ふ
き
の
油
炒
め
〞
の
作
り
方
が
、
ま
た
〝
ふ
き
の
保
存
方
法
〞 

 
 

 
 

 

や
〝
ふ
き
の
戻
し
方
〞
も
同
時
に
示
さ
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
、
素
材
の
活

か
し
方
が
い
く
つ
あ
る
か
を
章
ご
と
に
数
え
て
み
ま
し
た
。す
る
と
、「
春
」

に
は
一
二
、「
初
夏
」
に
は
一
九
、「
夏
」
に
は
一
三
、「
秋
」
に
は
四
、「
冬
」

に
は
一
七
通
り
の
活
か
し
方
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、

山
里
に
暮
ら
す
人
た
ち
の
ま
さ
に
知
恵
の
結
晶
、
生
活
〝
す
た
い
る
〞
そ

の
も
の
だ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

こ
う
し
た
知
恵
を
丹
念
に
掘
り
起
こ
し
、
文
字
に
刻
ん
だ
の
が
本
書
。
そ

こ
に
は
、
奥
久
慈
地
方
に
対
す
る
著
者
の
温
か
な
ま
な
ざ
し
が
強
く
感
じ

ら
れ
ま
す
。
先
人
の
知
恵
に
学
び
、
暮
ら
し
に
活
か
す
こ
と
の
大
切
さ
を

伝
え
る
本
書
の
一
読
を
、
多
く
の
人
に
お
薦
め
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
齋
藤
典
生
） 

  

本
書
は
、
道
の
駅
〝
奥
久
慈
だ
い
ご
〞
で
販
売
し
て
い
ま
す
。
お
問
い

合
わ
せ
は
、
東
茨
城
郡
城
里
町
那
珂
西
一
二
〇
一
―
六
の
斎
藤
和
子
さ

ん
宛
に
お
願
い
し
ま
す
。平
成
二
十
四
年
三
月
刊
、定
価
一
二
〇
〇
円
。 
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肥
後
和
男
氏
寄
贈
資
料
に
つ
い
て
（
三
） 

  
肥
後
和
男
は
昭
和
五
十
一
年
発
行
の
『
大
子
史
林
』
第
五
号
に
「
大
子
町

の
信
仰
」
を
掲
載
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
「
近
津
神
社
が
稲
作
の
神
と
し
て

郷
中
か
ら
尊
崇
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
御
枡
小
屋
の
神
事
（
御
枡
廻
し
）

が
、
昭
和
三
十
九
年
に
は
行
わ
れ
た
と
い
う
が
、
今
で
は
、
伝
聞
で
し
か
た

ど
れ
な
い
。
そ
こ
で
参
考
資
料
と
し
て
、
昭
和
十
九
年
十
月
九
日
に
、
肥
後

和
男
が
下
野
宮
近
津
神
社
の
谷
田
部
尅
雄
か
ら
「
御
枡
廻
祭
」
に
つ
い
て
聞

き
取
り
調
査
を
し
て
い
る
の
で
次
に
紹
介
し
よ
う
。 

 

御
枡
廻
祭 

イ 

出
社
行
列
次
第 

ロ 

御
枡
に
就
い
て 

ハ 

仮
殿 

ニ 

頭
人 

ホ 

当
祭
祝
詞 

ヘ 
御
枡
所
次
第
（
出
社
場
） 

 

当
社
に
於
て
は
春
の
祈
年
祭
に
於
て
例
年
正
月
十
五
日
早
朝
行
は
る
る

御
筒
粥
の
神
事
に
於
て
発
芽
の
良
種
籾
を
氏
子
に
分
与
し
、
而
し
て
年
の
豊

饒
を
祈
り
冬
の
新
嘗
祭
に
於
て
氏
子
よ
り
籾
を
奉
納
し
候
て
神
に
謝
意
を

表
し
た
る
も
の
と
見
え
て
田
植
古
図
絵
に
も
其
の
由
、
書
か
れ
た
り
、
但
し
、

八
槻
に
て
は
十
一
月
の
大
祭
に
於
て
、
氏
子
社
前
よ
り
藁
苞
を
受
く
る
を
例

と
せ
り
、
而
し
て
両
社
何
れ
も
配
布
の
籾
は
之
を
都
て
母
と
称
し
氏
子
奉
納

の
藁
苞
は
之
を
都
て
子
と
倣
せ
り
、
現
に
当
地
方
小
作
者
の
地
主
に
納
む
る

俵
は
之
を
都
て
子
と
称
し
て
其
の
名
残
を
存
す 

 

其
の
筒
子
別
が
所
謂
社
名
都
々
古
和
気
と
な
り
た
る
も
の
な
る
事
明
な

り
、
然
れ
ど
も
八
槻
都
々
古
別
神
社
に
て
は
何
し
か
廃
し
独
り
当
社
の
み
現

に
例
年
祭
事
を
執
行
し
つ
つ
あ
り 

 

御
枡
廻 

 

往
古
の
祈
年
神
嘗
の
両
祭
な
り
、
即
ち
春
季
の
旧
正
月
二
十
七
日
二
十
八

日
、
冬
季
の
旧
十
月
二
十
七
日
二
十
八
日
に
し
て
保
内
郷
各
町
村
所
定
の
場

所
に
神
輿
渡
御
の
大
祭
、
一
名
、
御
枡
廻
の
祭
と
称
す 

 

八
槻
都
々
別
神
社
に
も
往
古
同
種
の
祭
あ
り
た
り
、
同
社
文
書
に
曰
く
、

旧
正
月
二
十
七
日
出
社
、
二
十
九
日
帰
社
、
二
十
七
日
神
幸
あ
る
村
を
頭
と

い
ひ
、
そ
の
概
当
人
を
頭
人
と
い
ふ
、
二
十
八
日
に
神
幸
あ
る
所
を
脇
頭
と

い
ふ
、
新
嘗
祭
は
旧
十
月
二
十
七
日
出
社
、
二
十
九
日
帰
社
、
そ
の
儀
、
一

に
祈
年
祭
に
同
じ
、
頭
人
に
属
す
る
者
に
家
に
公
文
升
取
、
群
令
と
い
ふ
、

仮
宮
に
神
幸
を
迎
へ
て
、
之
に
奉
仕
す
、
仮
宮
の
傍
に
升
屋
を
作
り
、
之
に

升
を
安
置
す
、
或
は
一
、
或
は
二
、
其
村
に
依
て
同
じ
、
故
に
其
頭
に
当
る

事
を
升
廻
と
称
す
云
々 

 

尚
、
当
祭
は
後
鳥
羽
天
皇
建
久
二
年
亥
歳
（
一
一
九
一
）
十
月
始
め
て
出
社

と
な
り
し
由
な
る
が
戦
国
の
代
と
な
り
、
一
時
弊
れ
し
を
徳
川
時
代
に
入
り

元
禄
八
乙
亥
歳
十
月
二
十
七
日
小
川
村
に
於
て
再
び
出
社
の
例
を
開
き
し

と
い
ふ 

イ 
 

出
社
行
列
次
第 

一 

浅
川
村
獅
子 

案
内
役 

猿
田
彦
神 

五
色
吹
抜
旗 

猿
田
彦
榊 

太
鼓 

祭
礼
旗 

神
馬 

世
話
人 

佐
竹
御
旗 

徳
川
御
旗 

神
官 

御

日
月
錦
旗 

御
弓 

示
人 

神
用
長
考 

御
榊 

高
張 

賽
銭
箱 

御
神

輿 

役
人 

神
用
長
持 

大
鳥
毛 

大
熊
毛 

鎗 

大
宮
司 

役
人 

庄

屋 

組
頭 

保
内
役
員 

ロ 

御
枡
に
就
い
て 

 

御
枡
は
保
内
町
村
に
十
月
正
月
共
に
七
箇
宛
あ
り
て
、
廻
祭
の
順
序
あ
り

て
、
即
ち
前
場
の
祭
、
終
れ
ば
次
回
の
頭
人
引
継
ぎ
て
、
之
を
御
枡
小
屋
に

納
め
七
ケ
年
間
安
置
す
、
御
枡
小
屋
萱
葺
く
に
て
横
七
尺
縦
六
尺
な
り
、
四

方
の
囲
も
萱
を
以
て
編
み
た
る
簀
を
繞
ら
し
置
く
、
御
枡
は
籾
を
入
れ
て
菰

に
苞
み
台
上
に
安
置
し
前
に
は
御
幣
を
立
つ 

ハ 

仮
殿 

 

仮
殿
は
十
月
正
月
と
も
二
十
日
迄
に
作
製
す
、
昔
時
は
各
村
明
神
林
と
て

用
材
を
切
出
す
林
を
仕
立
置
き
た
り
、
仮
殿
の
御
棚
と
も
称
し
て
神
輿
を
安

置
す
、
此
外
、
御
枡
小
屋
、
神
事
殿
、
盥
嗽
所
を
設
置
す
、
登
場
の
四
方
に

は
注
連
を
張
る
、
其
日
の
神
事
に
て
大
注
連
張
と
称
す
、 

ニ 

頭
人 

 

祈
年
神
嘗
祭
両
祭
に
神
幸
あ
る
村
を
頭
と
い
ひ
其
の
概
当
人
を
頭
人
と

い
ひ
、
世
襲
な
り
、
場
所
に
よ
り
一
人
或
は
二
人
な
り
、
二
人
の
所
は
大
頭

小
頭
と
呼
倣
す
、 
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頭
人
は
前
場
よ
り
御
枡
よ
り
御
枡
を
受
て
之
を
御
枡
小
屋
に
安
置
し
七

ケ
年
間
即
ち
神
幸
に
至
る
迄
物
忌
潔
斎
を
な
し
清
浄
の
身
を
以
て
神
事
に

当
る
、
而
し
て
一
年
一
回
（
七
ケ
年
間
）
、
祭
日
（
二
十
七
日
）
、
当
社
に
於
て

祈
祷
を
な
す 

 

春
冬
共
、
二
十
日
の
大
注
連
張
に
は
神
官
出
頭
神
事
を
執
行
す
、
二
十
七

日
早
朝
神
輿
出
社
舁
手
遠
き
は
宵
詰
、
近
き
は
早
朝
来
社
す
、
翌
二
十
八
日

は
還
幸
な
る
を
以
て
仮
殿
は
夕
刻
出
輿
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
出
輿
の
際
、
吹

く
風
を
御
立
風
と
称
す
、
途
中
往
復
慰
労
休
憩
の
為
、
神
酒
を
奉
納
し
神
輿

を
迎
ふ
る
事
あ
り
、
之
を
御
酒
迎
と
称
す
、
御
枡
は
二
十
八
日
早
朝
丑
の
刻

に
仮
殿
後
に
御
枡
小
屋
に
奉
安
し
神
輿
御
出
発
前
、
次
回
の
頭
人
に
式
を
挙

げ
て
相
渡
す
、
而
し
て
御
立
の
式
を
行
ふ
、
神
輿
は
出
社
、
帰
社
、
異
な
る

所
よ
り
出
入
す
る
を
例
と
す
（
八
槻
も
同
じ
）
、
例
年
、
社
側
よ
り
出
て
参
道

の
鳥
居
よ
り
帰
は
ん
と
す 

ヘ 

御
枡
所
次
第 

 

旧
十
月
二
十
八
日 

第
一 

下
宮
村 

 
 

 

落
合 

波
原 

中
野 

北
平 

下
ノ
内 

田
之
草 

中
井 

季
平 

 
 

駒
坂 

五
郎
之
内 

第
二 

池
田 

南
田
気
を
加
ふ 

 
 

 

中
之
内 

戸
之
内 

上
野 

堀
之
内 

平
山 

竹
之
内 
久
保 

 

御
子
内 

田
中 

横
峰 

第
三 

浅
川 

 
 

 

鴇
頭 

細
竹 

中
井 

牛
骨 

一
之
渡
戸 

栗
木
内 

但
馬
山 
和
田

 

下
之
内 

九
奴
木
立
目 

池
田 

岡
之
内 

第
四 

塙 

金
沢 

高
岡 

 
 

 

田
之
沢 

端
地
土 

手
崎 

稲
荷
沢 

大
平 

戸
井
戸
内 

手
広
内 

 

南
之
内 

沼
之
上 

第
五 

下
小
川 

 
 

 

大
内
野 

北
富
田 

沢
内 

九
畝
畠 

檜
沢
口 

岡 

高
居
津
理 

 

今
峯 

戸
之
内 

十
石 

第
六 

袋
田 

 
 

 

瀧
本 

小
袋 

五
次
郎
内 

岡 

片
根 

中
津
原 

大
塩 

南
田
気 

 

東
山 

内
方 

第
七 

大
生
瀬 
 
 

 

田
戸
神 

日
照 

細
草 

富
之
草 

馬
瀬
久
保 

久
保
田 

下
野
宮
近
津
大
明
神
御
頭
七
ケ
村 

 

右
精
誠
者
七
ケ
年
宛
相
定
者
也
、
仍
而
如
件 

 

下
野
宮
祭
幣
所
五
ケ
村 

小
生
瀬 

下
津
原 

金
沢 

愛
川 

芦
ノ
倉 
 

右
此
神
事
者
、
十
月
二
十
五
日
勤
是
者
也
、
仍
而
如
件 
 
 

但
、
一
年
に
一
ケ
村
宛
五
年
廻
也 

旧
正
月
二
十
八
日 

第
一 

上
郷 

 

宮
本 

中
之
内 

石
神
戸 

白
坂 

貝
名
坂 

峯
岸 

下
塙 

川
原
子

 

道
宝
内 

稲
村 

坂
之
下 

上
塙 

北
原 

下
原 

第
二 

八
田
野 

 

小
室
屋
敷 

小
磯 

上
葛
洞 

三
角
山 

川
山 

下
葛
洞 

玉
田
内 

 

猫
内 

下
大
和
田 

根
岸 

川
在
家 

第
三 

醍
醐 

 

高
木
屋
敷 

堀
之
内 

上
近
町 

後
野
津 

前
野
津 

北
宿 

長
岡 

 

下
近
町 

 

此
村
へ
大
沢
を
加
ふ 

第
四 

初
原 

左
貫
を
加
ふ 

 

岩
之
目 

山
口 

下
龍
口 

大
石 

中
平 

阿
津
保 

杉
ノ
内 

野
路
辺 

第
五 

山
田 

 

栃
原
を
加
ふ 

 

野
田
畠 

宿
内 

塩
ノ
平 

片
通
内 

高
久 

足
洗 

第
六 

比
藤 

 
馬
舟 

大
沢
口 

横
石 

大
野 

前
野 

原 

中
野 

第
七 
高
柴 

 

戸
ノ
内 
柳
町 

弓
町 

柏
原 

畠
間 

九
奴
木
内 

宮
平 

手
越 

 

岡
之
内 
端
地
上 

南
之
内 

中
之
在
家 

御
幣
所
五
ケ
村 
大
野 

九
之
瀬 

北
田
気 

西
金 

高
岡 

真
木
野
地 

 

右
此
枡
神
事
者
、
正
月
二
十
五
日
勤
是
者
也
、
仍
而
如
件 

 

（
野
内
）
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昨年度の様子（中央公民館講堂）

 
 

平
成
二
十
四
年
度
ふ
る
さ
と
歴
史
講
座
に
つ
い
て 

  
ふ
る
さ
と
歴
史
講
座
は
、
大
子
町
の
歴
史
に
つ
い
て
学
び
、
郷
土
に
対

す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
講
す
る
も
の
で
す
。
今
年
度

は
、
四
回
開
催
し
ま
す
。
各
回
異
な
る
講
師
が
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
に
つ

い
て
講
義
を
行
い
ま
す
。 

 

歴
史
に
興
味
の
あ
る
方
は
、こ
の
機
会
に
ふ
る
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

詳
細
つ
い
て
は
、
後
日
、
お
知
ら
せ
版
で
ご
案
内
し
ま
す
。 

○
第
一
回 

七
月
二
十
一
日
（
土
） 

講
師
：
野
内
正
美
先
生
（
茨
城
県
立

歴
史
館
資
料
調
査
員
） 

テ
ー
マ
：
白
河
結
城
氏
と
依
上
保 

会
場
：
中

央
公
民
館 

○
第
二
回
（
現
地
巡
り
） 

九
月
二
十
九
日
（
土
） 

講
師
：
藤
井
達
也

先
生
（
茨
城
大
学
大
学
院
生
） 

行
き
先
：
都
都
古
別
神
社
、
小
峰
城
、

白
河
市
歴
史
民
俗
資
料
館
、
白
河
の
関
跡 

○
第
三
回 

十
二
月
一
日
（
土
） 

講
師
：
石
井
喜
志
夫
先
生
（
元
小
学
校

長
） 

テ
ー
マ
：（
仮
）
昔
の
旅
に
つ
い
て 

会
場
：
中
央
公
民
館 

○
第
四
回 

一
月
二
十
六
日
（
土
） 

講
師
：
齋
藤
典
生
先
生
（
茨
城
大
学

人
文
学
部
教
授
） 

テ
ー
マ
：（
仮
）
近
代
大
子
地
方
の
金
生
産 

会
場
：

中
央
公
民
館 

           

 
 
 

ほ
な
い
歴
史
通
信
に
つ
い
て 

  

ほ
な
い
歴
史
通
信
は
、
平
成
八
年
十
二
月
に
郷
土
史
研
究
家
の
会
「
大

子
遊
史
の
会
」
に
よ
り
、
ふ
る
さ
と
の
歴
史
情
報
を
満
載
す
る
新
し
い
ミ

ニ
コ
ミ
紙
と
し
て
創
刊
さ
れ
ま
し
た
。
以
来
一
五
年
、
号
を
重
ね
て
こ
れ

ま
で
に
六
二
号
ま
で
の
刊
行
が
続
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
様
々
な
有
益

な
歴
史
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
発
行
部
数
が
少
な
い

た
め
、
会
員
に
配
布
さ
れ
る
以
外
は
少
数
の
関
係
者
の
目
に
触
れ
る
だ
け

で
し
た
。 

 

そ
こ
で
、
ふ
る
さ
と
の
歴
史
を
町
民
の
皆
様
と
共
有
し
、
後
世
に
伝
え

る
た
め
、
今
号
か
ら
教
育
委
員
会
で
発
行
し
、
回
覧
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
ま
た
、
読
み
や
す
く
す
る
た
め
、
Ｂ
５
判
か
ら
Ａ
４
判
に
拡
大
し

ま
し
た
。
ぜ
ひ
、
ご
愛
読
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。 

 

ま
た
、
大
子
町
の
歴
史
・
文
化
・
生
活
に
関
し
発
表
し
た
い
情
報
が
ご

ざ
い
ま
し
た
ら
、
教
育
委
員
会
ま
で
ご
寄
稿
く
だ
さ
い
。
な
お
、
編
集
の

都
合
上
、
掲
載
で
き
な
い
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
皆
川
） 

 

編 

集 

大
子
遊
史
の
会 

 

編
集
人 

齋
藤 

典
生
（
茨
城
大
学
人
文
学
部
教
授
） 

 
 
 
 
 

野
内 

正
美
（
茨
城
県
立
歴
史
館
資
料
調
査
員
）

 
 
 
 
 

石
井
喜
志
夫
（
元
小
学
校
長
） 

 
 
 
 
 

小
澤 

圀
彦
（
元
教
育
長
） 

 
 
 
 
 

皆
川 

敦
史
（
大
子
町
教
育
委
員
会
） 

 
発 

行 

大
子
町
教
育
委
員
会 

 
 
 
 
 
 

久
慈
郡
大
子
町
大
字
池
田
二
六
六
九
番
地 

 
 
 
 
 
 

大
子
町
立
中
央
公
民
館 

 
 
 
 
 
 

☎
０
２
９
５
（
７
２
）
１
１
４
８ 

現地巡りの様子（常陸太田市内）


