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化
石
に
触
れ
る
楽
し
い
ひ
と
と
き　

ワ
ク
ワ
ク
化
石
教
室

　
夏
休
み
の
青
少
年
教
室
の
第

３
弾
、
「
体
験
し
て
学
ぶ
！　

ワ
ク
ワ
ク
化
石
教
室
」
が
、
８

月
６
日
㈯
に
笠
懸
公
民
館
で
、

午
前
と
午
後
の
２
回
、
同
じ
内

容
で
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
小
学

生
２７
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
普
段
、
あ
ま
り
関
わ
る
こ
と

の
な
い
化
石
の
世
界
に
、
子
ど

も
た
ち
は
興
味
津
々
で
目
を
輝

▲アンモナイトのレプリカ

▲フズリナ（左）とウミユリ（右） ▲みがいたフズリナ

▲レプリカ作り
勉
強
し
ま
し
た
。

一
千
五
百
万
年

前
の
貝
化
石
は

全
員
が
認
識
で

き
ま
し
た
が
、

二
億
七
千
万
年

前
の
フ
ズ
リ
ナ

の
化
石
に
は
気

づ
け
な
い
人
が

多
か
っ
た
み
た

い
で
す
。
フ
ズ

リ
ナ
は
米
粒
の

よ
う
な
形
を
し

た
絶
滅
し
た
生

物
で
、
み
ど
り

市
内
で
も
採
集

で
き
ま
す
。

　
化
石
み
が
き

か
せ
て
い
ま
し
た
。

　
最
初
の
体
験
は
、
簡
単
レ
プ

リ
カ
作
り
で
す
。
カ
ッ
プ
の
底

に
油
粘
土
を
敷
き
、
ア
ン
モ
ナ

イ
ト
や
三
葉
虫
を
押
し
つ
け
て

型
を
取
っ
た
ら
、
水
を
注
い
で

石
膏
を
溶
か
し
ま
す
。
そ
の
ま

ま
１
時
間
程
乾
燥
さ
せ
ま
す
。

　
次
に
化
石
の
お
話
で
す
。
本

物
の
化
石
を
手
に
と
り
な
が
ら

で
は
、
フ
ズ
リ
ナ
が
た
く
さ
ん

入
っ
た
石
灰
岩
を
五
種
類
の
耐

水
ペ
ー
パ
ー
で
み
が
き
ま
し
た
。

根
気
の
い
る
単
純
作
業
で
す
が
、

ツ
ル
ツ
ル
に
な
っ
て
い
く
石
の

感
触
を
楽
し
み
な
が
ら
黙
々
と

作
業
を
続
け
て
い
ま
し
た
。

　
化
石
さ
が
し
で
は
、
石
灰
岩

が
風
化
し
て
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ

た
砂
の
中
か
ら
、
フ
ズ
リ
ナ
や

ウ
ミ
ユ
リ
等
の
化
石
を
見
つ
け

ま
し
た
。
最
初
は
ど
れ
が
化
石

か
見
分
け
が
つ
か
な
い
子
も
、

目
が
慣
れ
て
く
る
と
次
々
と
化

石
を
拾
い
出
し
て
い
ま
し
た
。

　
最
後
は
標
本
作
り
で
す
。
化

石
さ
が
し
で
見
つ
け
た
化
石
を

種
類
ご
と
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
標
本
ラ
ベ
ル
を
作
成
し
、

チ
ャ
ッ
ク
付
き
ポ
リ
袋
に
入
れ

保
存
し
ま
し
た
。
完
成
し
た
標

本
は
、
み
な
さ
ん
大
事
に
持
ち

帰
り
ま
し
た
。

　
博
物
館
の
講
座
だ
っ
た
ら
４

回
は
実
施
で
き
る
内
容
で
ボ
リ

ュ
ー
ム
が
あ
り
ま
し
た
。
参
加

者
の
み
な
さ
ん
は
飽
き
る
こ
と

な
く
、
太
古
の
世
界
に
思
い
を

馳
せ
て
い
ま
し
た
。
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７
月
２9
日
㈮
、
み
ど
り
市
多

世
代
交
流
館
で
、
令
和
４・
５

年
度
み
ど
り
市
公
民
館
運
営
審

議
会
委
員
委
嘱
式
及
び
令
和
４

年
度
第
１
回
み
ど
り
市
公
民
館

運
営
審
議
会
が
開
催
さ
れ
、
２

年
間
の
審
議
会
活
動
が
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。

　
委
嘱
式
で
は
、
保
志
教
育
長

か
ら
代
表
１
人
に
委
嘱
状
が
手

渡
さ
れ
、
ま
た
、
３
月
に
提
出

さ
れ
た
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル

ス
禍
に
お
け
る
公
民
館
活
動
に

つ
い
て
」
の
答
申
に
対
す
る
お

礼
や
、「
い
た
だ
い
た
答
申
を
基

に
、
市
民
が
安
心
し
て
公
民
館

で
学
び
、
交
流
を
深
め
、
心
豊

か
な
生
活
を
送
れ
る
よ
う
な
公

民
館
運
営
を
行
っ
て
い
き
た
い
」

と
の
あ
い
さ
つ
が
あ
り
ま
し
た
。

　
審
議
会
で
は
、
山
﨑
君
明
委

員
長
、
清
水
智
依
子
副
委
員
長

を
選
出
し
、
新
体
制
が
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。

　
公
民
館
か
ら
令
和
４
年
度
の

公
民
館
運
営
方
針
や
事
業
実
施

状
況
の
報
告
が
さ
れ
た
後
、
公

民
館
運
営
審
議
会
か
ら
の
答
申

に
対
す
る
公
民
館
の
対
応
が
各

公
民
館
長
か
ら
説
明
さ
れ
、
今

後
、
各
公
民
館
で
詳
細
を
検
討

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
公
民
館
運
営
審
議
会
は
、
学

校
や
各
種
団
体
の
代
表
者
、
学

識
経
験
者
で
組
織
さ
れ
、
市
民

の
声
を
公
民
館
運
営
に
反
映
さ

せ
る
大
切
な
機
関
で
す
。
今
後

の
活
動
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

公
民
館
運
営
審
議
会

新
体
制
ス
タ
ー
ト

▲委嘱状交付

▲審議会の様子

《
ア
ン
ケ
ー
ト
の
利
用
者
の
意

見
よ
り
》

　
コ
ロ
ナ
対
策
と
し
て
公
民
館

は
「
つ
ど
う
」
こ
と
が
自
粛
さ

れ
た
り
、
休
館
と
な
る
。
こ
れ

は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
で

い
た
し
か
た
な
い
。
公
民
館
は

「
い
つ
で
も
」「
だ
れ
で
も
」「
無

料
」
で
使
え
る
こ
と
が
当
た
り

前
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
使

え
な
く
な
っ
て「
つ
ど
え
な
い
」

「
ま
な
べ
な
い
」
と
な
っ
た
時
、

そ
の
大
切
さ
に
初
め
て
気
づ
い

た
の
で
は
な
い
か
。
コ
ロ
ナ
が

終
息
し
た
後
を
ど
う
す
る
の

か
？
こ
れ
が
問
題
と
な
る
。
公

民
館
と
利
用
者
の
会
は
ど
う
対

応
す
る
の
か
？
利
用
者
が
公
民

館
の
大
切
さ
に
気
づ
く
の
か
？

カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
な
の
か
、

社
会
教
育
施
設
な
の
か
？
「
つ

ど
う
」「
ま
な
ぶ
」
結
果
を
ど

う
や
っ
て
「
む
す
ぶ
」
機
会
に

つ
な
げ
る
の
か
？
「
つ
ど
う
」

「
ま
な
ぶ
」
だ
け
で
終
わ
る
の

な
ら
社
会
教
育
施
設
と
は
言
え

な
い
。

　
前
号
に
引
き
続
き
、
公
民
館

利
用
団
体
に
行
っ
た
「
コ
ロ
ナ

禍
で
の
公
民
館
活
動
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
」（
令
和
３
年
３

月
実
施
。
回
答
１
２
０
団
体
）

に
つ
い
て
、
笠
懸
公
民
館
利
用

者
の
会
の
考
察
を
掲
載
し
ま
す
。

　
公
民
館
利
用
者
の
会
の
管
轄

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
地
区
公

民
館
の
状
況
を
聴
い
た
と
こ
ろ
、

ほ
ぼ
２
年
に
わ
た
り
地
域
の
行

事
が
で
き
て
お
ら
ず
、
行
政
区

長
か
ら
は
「
地
域
の
事
業
の
進

め
方
が
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う

意
見
も
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
は
、
笠
懸
公
民
館
の
利
用

者
だ
け
で
な
く
地
区
公
民
館
の

利
用
者
を
も
活
動
の
縮
小
や
団

体
・
サ
ー
ク
ル
の
解
散
に
追
い

込
ん
で
い
る
と
い
う
現
実
が
見

え
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
公
民
館

が
受
け
持
つ
„
交
流
や
ふ
れ
あ

い
＂
の
機
会
を
奪
い
、
地
域
文

化
の
伝
承
を
難
し
く
し
、
伝
統

を
引
き
継
ぎ
に
く
く
し
て
い
る

現
実
が
あ
り
ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
こ
れ
ら
の
課
題

に
ど
う
立
ち
向
か
う
か
は
、
公

民
館
を
中
心
と
し
た
社
会
教
育

の
、
そ
し
て
公
民
館
を
こ
よ
な

く
愛
す
る
利
用
者
の
底
力
が
試

さ
れ
る
時
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
強
い

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
で
き

る
リ
ー
ダ
ー
の
出
現
が
望
ま
れ

ま
す
が
、
こ
れ
を
利
用
者
だ
け

の
負
担
と
し
て
い
い
の
で
し
ょ

う
か
。
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
が
減
少
し
、
サ
ー
ク
ル
が

な
く
な
る
。
地
域
の
文
化
も
な

く
な
る
。
な
く
な
る
サ
ー
ク
ル

の
中
に
は
健
康
づ
く
り
や
地
域

安
全
の
た
め
に
重
要
な
役
割
を

果
た
す
団
体
も
あ
る
こ
と
で
し

ょ
う
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

収
束
の
先
を
見
据
え
て
、
公
民

館
の
利
用
者
に
留
ま
ら
ず
、
地

域
の
課
題
と
し
て
今
か
ら
「
何

か
」
に
取
り
組
ま
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
そ
の
「
何
か
」
は

一
つ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
が
「
何

か
を
発
見
す
る
ヒ
ン
ト
」
に
な

る
こ
と
を
強
く
願
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
で
の
公
民
館
活
動
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

公
民
館
利
用
者
の
会
（
そ
の
３
）
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期日：10月15日（土）・16日（日）
会場：笠懸公民館・グンエイホールPAL
   あすかホールグラウンドゴルフ場

ステージ発表 （会場：グンエイホールPAL）
16日  午前の部 10:30～12:30（開場10:00）／午後の部 13:30～15:20（開場：13:00）
【発表内容】アンデス音楽／日本舞踊／フラダンス／オカリナ／詩吟／ジャズダンス／
      ウクレレ／大正琴／吹奏楽／アコーディオン
【出演予定】 ※時間はめやすです
 10:30～ アンデス音楽を楽しむ会／舞踊の会秋桜／フラ・レイモミ／みどり土笛の会／美どり会
 11:30～ 心彰流 笠懸吟詠会／フラ モキハナ／笠懸ヘルシーダンス／
                   ウクレレサークル  ブーゲンビリア／カプア フラ
 13:30～ 琴藤会・花みずき会／（和）プルメリア／舞昇会／フラ モアニ・ケアラ／工謳吹奏楽団
 14:30～ 佐昇会／カフェアンサンブル／桐生・みどりアコーディオンサークル

模擬店・イベント（会場：公民館・芝生広場・あすかホールグラウンドゴルフ場）
【模擬店】 
 15日 10:00～15:00／16日 10:00～14:00  笠懸町婦人会（焼きおにぎり・カレーライス・煮卵）
  ／地区公民館連絡協議会（フランクフルト）／企画広報部会（やきそば・飲物） 
 16日 10:00～14:00  ガールスカウト群馬県第57団（チョコバナナクレープ・飲物等）
【即売】
 15日 10:00～15:00／16日 10:00～14:00
  ボーイスカウト桐生17団（衣料品バザー）／赤城小品盆栽サークル（盆栽・花）
  レザークラフトなの花（革製品・陶器）※16日は15:00まで
 16日 10:00～14:00  笠懸野合唱団（自家野菜・家庭用品ミニバザー）
 16日 10:00～15:00  七宝焼サークル エマイユ９（七宝焼ペンダント・ブローチ等）
【体験イベント】
 15日 10:00～17:00／16日 10:00～15:00  
  光希（生命の貯蓄体操）／笠懸囲碁クラブ（囲碁体験）
 15日 10:00～15:00／16日 10:00～14:00 
   ヨガサークルパンジー（多肉植物の寄せ植えワークショップ）
 15日・16日 10:00～15:00 みどり市グランドゴルフ協会（ホールインワン大会）

実行委員会イベント（会場：野外ステージ・グンエイホールＰＡＬ）
【DANCE COLLECTION（ダンスライブ）】
 15日 17:00開演（16:30開場） 観覧無料（要整理券）
  整理券配布中（配布場所：笠懸公民館 1人2枚まで。なくなり次第終了）
【かんたん工作】15日 10:00～17:00 16日 10:00～14:00 【ゲリラライブ】予告なし開催！
【ミニトレイン】15日 10:00～15:00 乗車無料 【大道芸】16日 11:00～11:30 13:00～13:30

参加から参画へそして新しい仲間づくりへ�～みんなの思いをのせて～

作品展示 （会場：公民館）
15日 10:00～17:00／16日 10:00～15:00
【展示内容】絵手紙／生け花／書道／水彩画／仏画／幼児・児童・生徒の作品／盆栽／写真
      手芸作品／団体等の活動紹介
【参加団体】（順不同）
絵手紙カタクリの会／笠懸町茶花道協会／笠懸書道愛好会／楽しい創作書道クラブ／彩画会／ささゆり
会（写仏）／こども造形教室 アトリエ アウン／赤城小品盆栽サークル／個人（盆栽）／（公財）野村生
涯教育センター群馬支部／笠懸フォトクラブ／写学倶楽部／フォト銀河／阿左美幼稚園／笠懸小学校／
笠懸東小学校／笠懸北小学校／笠懸西小学校／笠懸中学校／笠懸南中学校／阿左美幼稚園PTA／笠懸幼
稚園PTA／笠懸東小学校PTA／笠懸北小学校PTA／笠懸町婦人会／みどり市笠懸公民館利用者の会／生命
の貯蓄体操みどり準支部／笠懸町交通安全会／市民講座運営委員会
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い
ま
し
た
。

第
３
講

期
日　
８
月
30
日
㈫

テ�

ー
マ　
脳
若
マ
ス
タ
ー
！

　
脳
の
若
返
り
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

講
師　
林�

千
秋�

氏
（
㈱
Ｇ
Ｃ
Ｃ

　
ス
タ
ッ
フ　
脳
若
マ
ス
タ
ー
）

受
講
者
数　
１
１
４
人

　

講
師
は
開
口
一
番
「『
Ｂ
Ｂ

体
操
』
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
ま

し
ょ
う
！
」
と
言
っ
て
、
頭
と

体
を
同
時
に
動
か
す
体
操
で

第
２
講

期
日　
８
月
17
日
㈬

テ�

ー
マ　
笑
い
で
地
域
に
恩
返

し
講�

師　
富
所�

哲
平�

氏
（
群
馬

県
住
み
ま
す
芸
人
ア
ン
カ
ン

ミ
ン
カ
ン
・
環
境
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
・
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
芸
人
）

受
講
者
数　
１
０
９
人

　
最
近
よ
く
耳
に
す
る
「
Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
」
と
は
「Sustainable 

D
evelopm

ent G
oals

」
の

略
称
で
「
持
続
可
能
な
開
発
目

標
」
と
い
う
意
味
で
す
。

　
現
在
、
環
境
問
題
は
待
っ
た

な
し
の
状
況
で
、「
大
量
生
産・

大
量
消
費
の
社
会
」
か
ら
、
限

り
あ
る
地
球
の
資
源
を
分
か
ち

合
う
社
会
に
変
え
て
い
か
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
講
師
自
身
の
取
り
組
み
と
し

て
は
、「
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
飲

み
物
は
、
自
分
で
は
購
入
し
な

　

笠
懸
地
域
高
齢
者
大
学
が
、

８
月
1２
日
㈮
か
ら
グ
ン
エ
イ

ホ
ー
ル
Ｐ
Ａ
Ｌ
（
笠
懸
野
文
化

ホ
ー
ル
）
で
、
全
７
講
で
開
講

し
ま
し
た
。

　

今
年
度
の
高
齢
者
大
学
も
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

対
策
で
、
密
を
避
け
る
た
め
、

広
い
グ
ン
エ
イ
ホ
ー
ル
Ｐ
Ａ
Ｌ

を
会
場
に
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
受
講
申
込
者
数
は
昨
年
度
の

１
７
４
人
よ
り
16
人
増
え
て

１
９
０
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

過
去
に
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
蔓
延
で
中
止
に
な
っ
た
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
受
講
者

申
込
は
例
年
増
え
て
い
ま
す
。

　
開
講
式
で
田
村
会
長
（
笠
懸

地
区
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
）
は
、

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
に
気
を
付
け
て
受
講
し
て
く

だ
さ
い
」
と
あ
い
さ
つ
を
し
ま

し
た
。

第
１
講

期
日　
８
月
12
日
㈮

テ
ー
マ　
岡
登
用
水
と
銅
街
道

　
今
日
の
笠
懸
の
礎
に
つ
い
て

講�

師　
國
井�

洋
子�

氏
（
元
岩

宿
博
物
館�

学
芸
員
）

受
講
者
数　
１
１
７
人

　
講
師
の
國
井
氏
は
、
講
義
の

冒
頭
で
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
案
内
役
で
出

演
し
た
番
組
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
上
映

し
た
後
、
銅
街
道
に
つ
い
て
説

明
し
ま
し
た
。

　
足
尾
銅
山
の
銅
山
奉
行
だ
っ

た
岡
上
景
能
は
銅
の
搬
送
の
た

め
銅
街
道
と
岡
登
用
水
を
整
備

し
ま
し
た
。

　
昔
は
水
の
確
保
が
と
て
も
大

変
だ
っ
た
の
で
、「
お
嫁
に
い

く
な
ら
久
宮
は
お
よ
し
。
田
無

し
、
米
無
し
、
井
戸
深
し
」
と

い
っ
た
言
葉
が
伝
え
ら
れ
て
い

た
と
説
明
し
て
い
ま
し
た
。

　
太
田
市
大
原
町
（
旧
薮
塚
本

町
）
に
は
岡
上
景
能
が
奉
ら
れ

て
い
る
岡
登
霊
神
社
が
あ
り
、

地
域
の
人
達
に
親
し
ま
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

▲�第１講�講師の
　國井氏

▲�第２講�講師の
　富所氏

▲�第３講�講師の
　林氏

「
注
意
分
割
機
能
」
を
鍛
え
る

運
動
を
し
ま
し
た
。

　
認
知
症
と
は
、
老
化
に
よ
る

物
忘
れ
と
は
違
う
と
指
摘
し
ま

し
た
。
老
化
に
よ
る
物
忘
れ
は

体
験
の
一
部
を
忘
れ
、
認
知
症

の
場
合
は
体
験
の
全
て
を
忘
れ

る
こ
と
で
す
。
２
０
２
５
年
に

は
認
知
症
患
者
は
、
65
歳
以
上

の
高
齢
者
５
人
に
１
人
に
な
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
対

策
と
し
て
、
人
と
の
つ
な
が
り

の
円
滑
化
を
図
る
た
め
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ゲ
ー
ム
を
取
り

入
れ
る
こ
と
を
奨
め
て
い
ま
す
。

　
自
分
が
感
じ
て
い
る
年
齢
を

主
観
年
齢
と
い
い
、
若
い
気
持

ち
で
い
る
こ
と
で
、
精
神
的
に

健
康
で
い
ら
れ
る
可
能
性
が
高

ま
り
ま
す
。
人
間
は
生
物
学
的

に
１
２
０
歳
ま
で
生
き
ら
れ
る

と
い
い
、お
祝
い
の
言
葉
は「
大

還
暦
」
と
呼
ぶ
そ
う
で
す
。

　
現
代
は
人
生
１
０
０
年
時
代

に
向
け
て
、
い
く
つ
に
な
っ
て

も
学
び
直
し
が
で
き
、
新
し
い

こ
と
に
挑
戦
で
き
る
社
会
で
す
。

誰
か
の
役
に
立
っ
て
い
る
実
感

や
、
や
っ
て
み
よ
う
と
い
う
好

奇
心
が
、
輝
く
プ
ラ
チ
ナ
世
代

を
築
き
上
げ
る
で
し
ょ
う
と
提

唱
し
て
い
ま
し
た
。

い
よ
う
に
し
て
い
る
」
と
の
こ

と
で
、
い
つ
も
マ
イ
ボ
ト
ル
を

携
帯
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
自

分
の
で
き
る
範
囲
内
で
何
か
を

変
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と

話
し
て
い
ま
し
た
。

　
お
笑
い
に
関
す
る
話
で
す
が
、

吉
本
興
行
株
式
会
社
と
契
約
し

て
い
る
芸
人
は
東
京
に
は
約

６
０
０
０
人
も
い
る
と
の
こ
と

で
し
た
。「
お
笑
い
と
は
、
相

手
と
の
会
話
で
受
け
答
え
を
少

し
変
え
る
だ
け
。
そ
れ
だ
け
で

笑
い
は
生
ま
れ
る
」
と
話
し
て

令
和
４
年
度
み
ど
り
市
笠
懸
地
域

高
齢
者
大
学　
開
講

　

受
講
者
は
、
地
域
の
礎
を

作
っ
た
岡
上
景
能
の
業
績
を
改

め
て
確
認
し
ま
し
た
。
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「
ア
メ
リ
カ
の
国
歌
は

イ
ギ
リ
ス
の
曲
？
」

　
ア
メ
リ
カ
の
国
歌
の
作
詞

を
し
た
の
は
、フ
ラ
ン
シ
ス・

ス
コ
ッ
ト
・
キ
ー
と
い
う
弁

護
士
。
１
８
１
４
年
、
米
英

戦
争
の
最
中
だ
っ
た
。

　
当
時
、
ア
メ
リ
カ
軍
は
イ

ギ
リ
ス
艦
隊
の
猛
攻
撃
に
さ

ら
さ
れ
て
い
た
。
夜
に
な
り

攻
撃
が
止
み
、
夜
が
明
け
始

め
た
と
き
、
キ
ー
は
砦
に
星

　
前
回
の
防
災
士
へ
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
の
続
き
に
な
り
ま

す
が
、
防
災
士
お
す
す
め
の

防
災
道
具
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

ホ
イ
ッ
ス
ル
、
手
回
し
ラ
ジ

オ
、
懐
中
電
灯
、
カ
セ
ッ
ト

コ
ン
ロ
、ポ
リ
タ
ン
ク
、ポ
ー

タ
ブ
ル
バ
ッ
テ
リ
ー
、
発
電

機
、
ア
ウ
ト
ド
ア
ブ
ー
ム
の

今
、
キ
ャ
ン
プ
道
具
や
登
山

道
具
は
大
変
役
に
立
つ
と
い

明
治
大
学
と
相
澤
氏
に
よ
る
発

掘
調
査
が
行
わ
れ
、
日
本
に
も

旧
石
器
時
代
に
人
々
の
生
活
の

営
み
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し

た
も
の
で
、
１
９
７
９
（
昭
和

54
）
年
、
国
の
史
跡
に
指
定
さ

れ
ま
し
た
。
日
本
の
旧
石
器
段

階
は
、
そ
の
発
見
場
所
に
ち
な

み
「
岩
宿
時
代
」
と
も
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。

　
カ
ー
ド
の
入
手
方
法
は
岩
宿

博
物
館
に
入
館
し
て
窓
口
（
月

曜
日
休
館
）
に
声
を
か
け
て
く

だ
さ
い
。
た
だ
し
、
カ
ー
ド
は

ラ
ン
ダ
ム
に
配
布
さ
れ
る
た
め
、

被
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の

時
は
他
の
人
と
交
換
し
た
ら
ど

う
で
し
ょ
う
。

　
こ
れ
を
機
に
、
郷
土
の
歴
史

的
遺
産
の
岩
宿
遺
跡
や
岩
宿
博

物
館
を
訪
ね
て
み
ま
せ
ん
か
。

岩
宿
カ
ー
ド
を集

め
よ
う

岩
宿
カ
ー
ド

コ
ラ
ム
豆
電
球

　
岩
宿
博
物
館
で
は
、
岩
宿
遺

跡
や
岩
宿
博
物
館
の
こ
と
を
も

っ
と
皆
さ
ん
に
知
っ
て
も
ら
お

う
と
、
学
べ
る
カ
ー
ド
を
作
成

し
ま
し
た
。
カ
ー
ド
は
「
岩
宿

遺
跡
」「
岩
宿
遺
跡
Ａ
地
点
」「
相

澤
忠
洋
」「
岩
宿
博
物
館
」「
岩

宿
遺
跡
Ｂ
地
点
」「
マ
ン
モ
ス

の
骨
格
標
本
」「
石
器
」「
石
器

作
り
の
道
具
」「
石
器
の
作
り

方
」「
黒
耀
石
の
ナ
イ
フ
」
の

10
種
類
か
ら
な
り
、
各
カ
ー
ド

の
裏
面
に
は
分
か
り
や
す
い
説

明
文
が
つ
け
ら
れ
、
岩
宿
遺
跡

な
ど
の
理
解
が
深
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
岩
宿
遺
跡
は
１
９
４
６
（
昭

和
21
）
年
、
相
澤
忠
洋
氏
が
発

見
、
１
９
４
９
（
昭
和
24
）
年
、

岩宿博物館入館料
個人 団体

（20名以上）
一般 310円 200円
高校生 200円 100円

小・中学生 100円 50円
※�市内の小中学生は、４館フリーパスポートを
提示すれば無料で見学できます。

条
旗
が
は
た
め
い
て
い
る
の
を

見
て
、
感
激
の
あ
ま
り
作
っ
た

の
が
星
条
旗
と
い
う
詩
だ
っ
た
。

　
こ
の
詩
は
イ
ギ
リ
ス
の
作
曲

家
ジ
ョ
ン
・
ス
ミ
ス
の
「
天
国

の
ア
ナ
ク
レ
オ
ン
へ
」
と
い
う

曲
（
恋
や
酒
に
つ
い
て
歌
っ
た

も
の
で
イ
ギ
リ
ス
で
は
酒
場
で

歌
わ
れ
て
い
た
賑
や
か
な
曲
）

に
合
わ
せ
て
歌
わ
れ
、
ま
た
た

く
間
に
全
米
に
広
ま
っ
た
。
こ

の
歌
は
戦
争
で
疲
弊
し
た
ア
メ

リ
カ
人
を
勇
気
づ
け
た
。
イ
ギ

リ
ス
の
攻
撃
に
耐
え
続
け
、
和

平
交
渉
ま
で
持
ち
込
ん
だ
。

う
意
見
を
頂
き
ま
し
た
。

　
お
す
す
め
の
防
災
食
は
特
に

防
災
用
で
は
な
く
と
も
、
常
温

保
存
が
可
能
で
、
そ
の
ま
ま
食

べ
ら
れ
る
レ
ト
ル
ト
食
品
や
加

工
食
品
（
缶
詰
）
な
ど
、
賞
味

期
限
が
１
年
程
度
の
も
の
を
最

低
３
日
～
１
週
間
分
、
普
段
か

ら
使
っ
た
ら
買
い
足
す
と
言
っ

た
ロ
ー
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
ク
が
お

勧
め
だ
そ
う
で
す
。

　
少
し
ず
つ
で
も
、
で
き
る
こ

と
か
ら
備
え
ま
し
ょ
う
。

　
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
１
０

０
年
以
上
も
の
間
、
ア
メ
リ

カ
に
正
式
な
国
歌
は
な
か
っ

た
。
１
９
１
６
年
、
当
時
の

大
統
領
が
陸
海
軍
の
正
式
な

イ
ベ
ン
ト
で
こ
の
曲
を
使
う

よ
う
に
命
じ
た
。
そ
し
て
１

９
３
１
年
、
連
邦
議
会
に
よ

っ
て
、
よ
う
や
く
国
歌
と
し

て
認
め
ら
れ
た
。

　
イ
ギ
リ
ス
と
戦
っ
て
い
る

最
中
に
イ
ギ
リ
ス
の
曲
を
使

っ
て
兵
隊
の
士
気
を
上
げ
た

の
だ
か
ら
、
歌
に
国
境
は
な

い
も
ん
だ
。

防
災
を
考
え
る
㉒
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こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
、市
民
の

み
な
さ
ん
の
交
流
の
場
で
す
。

サ
ー
ク
ル
の
会
員
募
集
や
イ
ベ

ン
ト
の
お
知
ら
せ
、投
稿
な
ど
、

何
で
も
原
稿
を
お
寄
せ
く
だ

さ
い
。（
し
め
き
り
毎
月
10
日
）

投　

稿

滝
め
ぐ
り

滝
レ
デ
ィ
ー

　
照て

り
は
き
ょ
う

葉
峡
の
滝
め
ぐ
り
に
行
っ

て
き
ま
し
た
。

　
み
な
か
み
町
～
片
品
村
へ
行

く
奥
利
根
ゆ
け
む
り
街
道
（
県

道
63
号
線
）
沿
い
に
流
れ
る
楢

俣
川
沿
い
に
11
の
小
滝
が
あ
り

ま
す
。

　
そ
こ
は
、
大
自
然
の
ま
ま
で

四
季
を
通
し
て
の
景
色
が
と
て

も
素
晴
ら
し
い
で
す
。

　
特
に
秋
の
紅
葉
は
俳
人
の
水

館
の
周
り
を
散
歩
し
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
み
ん
な
で
手
を
つ

な
い
で
歩
き
、
お
母
さ
ん
た
ち

は
お
し
ゃ
べ
り
し
な
が
ら
の
ん

び
り
し
た
時
間
を
過
ご
し
ま
し

た
。

原
秋し

ゅ
う

櫻お
う
し子
が
„
日
本
一
の
紅

葉
＂
と
う
た
っ
て
い
る
ほ
ど
で

す
。

　
た
だ
し
、
冬
期
は
通
行
止
め

に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
み
な
か
み
の
武
尊
山

入
り
口
の
所
に
「
裏
見
の
滝
」

（
落
差
50
ｍ
）
が
あ
り
、
大
自

然
の
中
に
水
し
ぶ
き
を
あ
げ
、

見
応
え
の
あ
る
素
晴
ら
し
い
滝

で
す
。

▲裏見の滝

▲照葉峡１

▲照葉峡２

ト
ル
フ
ラ
ワ
ー
作
り
」
を
し
ま

し
た
。

　
ボ
ト
ル
フ
ラ
ワ
ー
は
名
前
の

通
り
容
器
に
閉
じ
込
め
た
花
で

す
。
子
ど
も
た
ち
は
お
母
さ
ん

と
一
緒
に
持
参
し
た
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
に
、
本
物
の
花
の
代
わ
り

に
お
花
紙
を
く
る
く
る
丸
め
て

入
れ
て
い
き
ま
し
た
。
子
ど
も

た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
好
き
な
色

を
選
び
ま
し
た
。
色
と
り
ど
り

の
花
が
咲
い
た
よ
う
に
き
れ
い

な
ボ
ト
ル
フ
ラ
ワ
ー
が
あ
っ
と

い
う
間
に
で
き
あ
が
り
。

　
あ
ま
り
に
も
早
く
で
き
あ
が

っ
た
の
で
、
根
岸
先
生
が
「
秋

の
ど
ん
ぐ
り
拾
い
の
た
め
に
ど

ん
ぐ
り
の
様
子
を
見
に
行
こ

う
」
と
外
に
出
ま
し
た
。
ど
ん

ぐ
り
の
成
長
を
見
な
が
ら
公
民

　
「
す
ご
い
ね
」
子
ど
も
た
ち

の
感
嘆
の
叫
び
に
お
母
さ
ん
た

ち
も
驚
き
の
笑
顔
で
見
つ
め
て

拍
手
喝
采
し
て
い
ま
し
た
。
飲

め
な
い
の
が
ち
ょ
っ
ぴ
り
残
念

で
す
ね
。

　
そ
の
後
、
少
し
寒
か
っ
た
の

で
公
民
館
職
員
が
お
湯
を
入
れ

て
温
め
て
く
れ
た
小
さ
な
プ
ー

ル
に
入
り
、
楽
し
く
は
し
ゃ
い

で
い
ま
し
た
。

　
第
３
回
の
教
室
は
今
回
も
子

ど
も
た
ち
と
お
母
さ
ん
の
笑
顔

と
歓
声
の
中
、
終
了
と
な
り
ま

し
た
。

　　　

　
８
月
２6
日
㈮
、
子
ど
も
の
部

屋
で
６
組
の
親
子
が
工
作
「
ボ ▲色水シアター

▲ボトルフラワー作り▲ボトルフラワー

　
前
日
の
暑
さ
が
嘘
の
よ
う
に

く
も
り
日
の
涼
し
い
日
と
な
っ

た
８
月
５
日
㈮
、
公
民
館
芝
生

広
場
で
「
お
母
さ
ん
と
一
緒
教

室
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
は
絵
の
具
を
使
っ
て
本

物
そ
っ
く
り
な
ジ
ュ
ー
ス
を
作

る
「
色
水
シ
ア
タ
ー
」
で
す
。

今
日
も
元
気
な
根
岸
先
生
の
か

け
声
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

　

テ
ー
ブ
ル
の
上
に
は
、
赤
、

青
、
黄
、
白
の
４
色
が
入
っ
た

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
が
置
か
れ
て
い

ま
し
た
。
先
生
が
少
し
ず
つ
色

を
混
ぜ
合
わ
せ
、
小
さ
な
コ
ッ

プ
に
注
ぐ
と
ア
ラ
不
思
議
！　

本
物
そ
っ
く
り
な
色
の
ジ
ュ
ー

ス
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。
イ

チ
ゴ
や
レ
モ
ン
、
ブ
ル
ー
ハ
ワ

イ
な
ど
、
４
色
の
絵
の
具
か
ら

1２
種
類
の
ジ
ュ
ー
ス
が
並
べ
ら

れ
ま
し
た
。
そ
の
ジ
ュ
ー
ス
の

上
に
石
鹸
の
泡
を
ク
リ
ー
ム
に

み
た
て
て
乗
せ
る
と
、
ま
る
で

本
物
の
ク
リ
ー
ム
ソ
ー
ダ
で
す
。

お
母
さ
ん
と
一
緒
教
室

色
水
シ
ア
タ
ー
・
ボ
ト
ル
フ
ラ
ワ
ー

色
鮮
や
か
な

色
水
シ
ア
タ
ー

か
わ
い
い

ボ
ト
ル
フ
ラ
ワ
ー
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伝
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

２
両
編
成
の
車
両
に
は
、
流
星
、

あ
か
ぎ
、
銀
河
等
々
の
愛
称
が

つ
け
ら
れ
ヘ
ッ
ド
マ
ー
ク
を
掲

げ
て
い
ま
す
。

運
賃
は
、
馬
橋
～
流
山

片
道
２
０
０
円

１
日
フ
リ
ー
切
符　
５
０
０
円

上
毛
か
る
た
け

御
朱
印
レ
デ
ィ
ー

　
「
県
都
前
橋�

生い

と糸
の
市ま

ち

」

な
ぜ
「
生
糸
の
市
」
？

　
前
橋
に
は
富
岡
製
糸
場
よ
り

も
２
年
前
に
す
で
に
製
糸
場
が

あ
り
ま
し
た
。
前
橋
の
生
糸
は

貿
易
で
外
国
か
ら
「
マ
エ
バ
シ

シ
ル
ク
」
と
呼
ば
れ
日
本
の
一

大
産
業
と
な
り
、
全
国
で
１
、

２
を
争
う
生
糸
の
市
に

な
り
ま
し
た
。
最
盛
期

に
は
製
糸
場
が
５
０
０

軒
も
あ
っ
た
と
言
わ

れ
、
今
で
も
生
糸
の
技

術
を
広
め
た
と
し
て

高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

そ
ん
な
前
橋
を
千
年
の
時

を
超
え
守
り
続
け
て
き
た
の

が
、
前
橋
八
幡
宮
で
す
。
資
料

の
文
面
に
よ
る
と
「
前
橋
」
と

い
う
地
名
が
付
い
た
の
は
「
当

地
厩う

ま
や

橋ば
し

八
幡
宮
」
の
「
厩
橋
」

が
語
源
と
い
う
こ
と
が
明
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
説
に

よ
る
と
「
国
府
八
幡
宮
」
と
も

言
わ
れ
、
前
橋
市
総
鎮
守
と
し

て
市
民
か
ら
愛
さ
れ
て
い
ま
す
。

笠
懸
短
歌
サ
ー
ク
ル
　
　
八
月
例
会
よ
り

汗
だ
く
で
日
課
の
登
山
や
り
終
へ
て
ご
ほ
う
び
ア
イ
ス
に
夫
ほ
く
そ
笑
む
　
　
　
上
村
　
征
子

夏
バ
テ
か
猛
暑
続
き
の
食
卓
は
レ
ン
ジ
料
理
と
ソ
ー
メ
ン
な
ら
ぶ
　
　
　
　
　
　
加
藤
　
康
子

熱
き
夏
二
羽
の
小
雀
い
ち
早
く
つ
つ
じ
の
小
蔭
に
こ
ご
ま
り
て
ゐ
る
　
　
　
　
　
久
保
田
茂
子

故
郷
を
離
れ
て
暮
ら
す
従
兄
よ
り
手
紙
に
記
す
ふ
る
さ
と
の
想
ひ
　
　
　
　
　
　
近
藤
ふ
さ
子

コ
ロ
ナ
と
の
危
ふ
き
出
会
い
は
無
か
り
し
の
確
信
も
な
く
夜
を
安
ら
ぐ
　
　
　
　
関
口
　
定
夫

猛
暑
に
て
傷
め
し
痕
を
か
く
し
つ
つ
百
日
紅
の
花
赤
く
咲
き
継
ぐ
　
　
　
　
　
　
平
山
　
勇

▲前橋八幡宮の御朱印

列
車
に
ゆ
ら
れ
て
�

　
流
鉄
流
山
線

野
利　
哲

　
「
都
心
か
ら
一
番
近
い
ロ
ー

カ
ル
線
」
と
の
キ
ャ
ッ
チ
フ

レ
ー
ズ
を
発
信
し
、
１
世
紀
に

渡
っ
て
走
り
続
け
て
い
る
の
が

流
鉄
流
山
線
で
す
。

　
常
磐
線
の
馬
橋
駅
か
ら
流
山

駅
ま
で
５
．
７
㎞
の
鉄
路
で
約

11
分
の
旅
で
す
。
歴
史
は
古
く
、

１
９
１
６
（
大
正
５
）
年
３
月
、

し
ょ
う
ゆ
や
み
り
ん
な
ど
の
輸

送
目
的
で
地
元
の
商
工
業
者
が

発
起
人
と
な
り
で
き
た
鉄
道
で
、

株
主
が
町
民
な
の
で
「
町
民
鉄

道
」
と
言
わ
れ
た
よ
う
で
す
。

　

開
業
当
初
は
軽
便
（
軌
間

７
６
２
ミ
リ
）
で
、
１
９
２
４

（
大
正
13
）
年
1２
月
に
軌

間
１
０
６
７
ミ
リ
に
改
軌
、

１
９
４
９
（
昭
和
２4
）
年
1２
月

電
化
し
た
と
あ
り
ま
す
。

　
馬
橋
駅
を
出
る
と
次
は
幸
谷

駅
、
こ
こ
は
武
蔵
野
線
の
乗
換

駅
。
２
両
編
成
の
列
車
は
カ
ッ

タ
ン
コ
ッ
ト
ン
と
レ
ー
ル
を
軋

ま
せ
な
が
ら
郊
外
へ
向
か
い
ま

す
。
次
の
小
金
城
趾
駅
は
そ
の

名
の
通
り
城
跡
ま
で
歩
い
て
約

15
分
の
と
こ
ろ
、
障
子
堀
や
畝う

ね

堀
の
遺
構
は
一
見
の
価
値
が
あ

る
よ
う
で
す
。
鰭ひ

れ
が
さ
き

ヶ
崎
駅
、
平

和
台
駅
を
過
ぎ
る
と
終
点
の
流

山
駅
で
す
。

　
流
山
駅
は
関
東
の
駅
百
選
に

選
ば
れ
、
駅
舎
は
ど
こ
か
昭
和

の
佇
ま
い
を
匂
わ
せ
て
い
ま

す
。
駅
を
起
点
に
流
山
本
町
を

ブ
ラ
リ
と
歩
け
ば
、
江
戸
の
香

り
の
す
る
多
く
の
家
屋
に
出
会

い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
流
山
と

い
う
地
名
の
伝
説
も
知
り
ま
し

た
。
昔
、
上
州
（
群
馬
県
）
赤

城
山
の
山
体
の
一
部
が
洪
水
で

崩
れ
、
そ
の
土
砂
が
流
れ
着
き

高
さ
10
ｍ
の
小
山
が
で
き
た
と

い
い
ま
す
。
そ
の
山
を
「
赤
城

山
」
と
呼
び
山
頂
に
神
社
（
赤

城
神
社
）
を
建
立
し
た
も
の
で
、

流
山
の
地
名
発
祥
の
地
と
言
い

▲流山駅

▲小金城趾駅
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ち
ょ
っ
と
一
息

　
い
つ
も
の
病
院
へ
診
察
に
行

く
と
、
玄
関
を
入
っ
て
す
ぐ
の

所
に
十
五
夜
の
飾
り
が
あ
っ
た
。

す
す
き
も
団
子
も
本
物
で
は
無

か
っ
た
け
れ
ど
、
き
れ
い
な
飾

り
付
け
に
心
が
和
ん
だ
。
そ
し

て
、
ふ
と
思
い
出
し
た
。

　
小
さ
い
頃
、
父
が
山
へ
す
す

き
を
取
り
に
行
く
の
を
追
い
か

け
て
行
っ
た
私
。
母
は
月
見
団

子
を
作
っ
て
い
た
。
畑
か
ら
採

れ
た
秋
の
恵
み
、
野
菜
や
芋
、

栗
な
ど
供
え
、
十
五
夜
を
迎
え

た
。

　
月
見
団
子
を
甘
じ
ょ
っ
ぱ
く

煮
た
母
の
味
が
懐
か
し
い
。

　
結
婚
し
て
か
ら
は
子
ど
も
達

と
一
緒
に
飾
り
つ
け
を
し
た
。

あ
れ
か
ら
何
年
た
っ
た
か
、
子

ど
も
達
も
巣
立
っ
て
行
き
十
五

夜
を
祝
っ
た
事
は
な
い
。

　
ま
だ
終
わ
ら
な
い
夏
の
影
が

残
る
庭
先
に
立
ち
、
し
み
じ
み

と
空
を
見
上
げ
、
今
は
亡
き
両

親
を
思
っ
た
。

　
月
明
か
り
が
眩
し
か
っ
た
。

（

）

花
葛
や
垣
根
を
濡
ら
す
小
糠
あ
め
　
　
　
　
　
　
国
木
美
代
香

モ
ロ
コ
シ
を
し
や
ぶ
り
つ
く
児
の
片
え
く
ぼ
　
　
中
野
　
千
鶴

ク
ル
ー
ズ
の
夜
長
の
灯
り
街
灯
り
　
　
　
　
　
　
宮
本
　
風
花

石
た
た
き
猫
に
追
は
る
る
寺
の
庭
　
　
　
　
　
　
糸
井
　
良
俊

赤
と
ん
ぼ
吾
子
と
一
緒
に
す
べ
り
台
　
　
　
　
　
松
島
　
陽
春

曇
天
や
葉
を
ひ
る
が
へ
す
葛
嵐
　
　
　
　
　
　
　
平
川
　
秋
桜

旅
終
へ
て
稿
の
夜
長
を
過
ご
し
を
り
　
　
　
　
　
佐
藤
由
美
香

秋
あ
か
ね
実
家
の
畑
を
占
領
す
　
　
　
　
　
　
　
髙
野
　
春
蝶

裂
織
の
稽
古
が
始
む
九
月
か
な
　
　
　
　
　
　
　
窪
田
　
友
美

夜
長
の
灯
ワ
イ
ン
を
揺
ら
す
君
の
指
　
　
　
　
　
金
井
　
光
順

隙
間
な
く
部
屋
の
ふ
さ
が
る
秋
の
蜂
　
　
　
　
　
金
井
　
英
麿

枝
豆
の
塩
茹
で
を
待
つ
娘
の
仏
　
　
　
　
　
　
　
髙
野
　
光
詢

鐘
を
つ
く
方
丈
若
き
秋
の
寺
　
　
　
　
　
　
　
　
糸
井
　
佳
酔

と
ん
ぼ
追
ふ
た
も
持
つ
孫
の
は
し
ゃ
ぎ
声
　
　
　
窪
田
　
剣
邦

接
待
の
焙
じ
茶
を
出
す
孫
男
の
子
　
　
　
　
　
　
前
原
　
紫
蘭

挨
拶
を
さ
れ
て
戸
惑
ふ
秋
社
　
　
　
　
　
　
　
　
童
　
　
鳥
海

い
わ
し
焼
く
正
座
の
猫
が
待
ち
わ
び
る
　
　
　
　
糸
井
　
梅
光

吾
の
名
に
月
を
か
さ
ね
る
菊
の
月
　
　
　
　
　
　
横
倉
　
　
雅

北
陸
線
ト
ン
ネ
ル
数
ふ
秋
の
旅
　
　
　
　
　
　
　
韓
　
百
日
紅

若
狭
よ
り
へ
し
こ
が
届
く
午
前
便
　
　
　
　
　
　
新
羅
　
光
海

も
う
一
度
白
濁
の
湯
に
浸
か
る
秋
　
　
　
　
　
　
石
原
　
青
蓮

初
さ
ん
ま
競
り
の
声
と
ぶ
魚
市
場
　
　
　
　
　
　
冠
　
　
二
郎

無
花
杲
の
も
ぎ
た
て
を
待
つ
ケ
ア
ホ
ー
ム
　
　
　
徳
田
　
夕
子

犬
を
連
れ
花
野
を
駆
く
る
に
わ
か
雨
　
　
　
　
　
村
田
　
紅
蘭

と
う
が
ら
し
色
ず
く
迄
の
あ
と
十
日
　
　
　
　
　
糸
井
　
初
音

子
も
孫
も
全
員
揃
ふ
秋
彼
岸
　
　
　
　
　
　
　
　
小
林
　
狐
一

秋
の
蚊
に
翻
弄
さ
る
る
夕
間
暮
れ
　
　
　
　
　
　
吉
田
　
和
義

晩
酌
の
夫
の
好
物
干
し
い
わ
し
　
　
　
　
　
　
　
小
林
　
華
笑

コ
ン
ビ
ニ
の
秋
の
灯
り
を
目
指
す
孫
　
　
　
　
　
桾
沢
　
春
蘭

釣
船
の
人
は
動
か
ず
秋
の
空
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
野
由
希
子

想
ひ
で
を
父
に
重
ね
る
秋
の
虹
　
　
　
　
　
　
　
村
田
　
小
町

秋
暑
し
浜
に
残
さ
る
ゴ
ム
草
履
　
　
　
　
　
　
　
宇
野
　
勘
大

鯖
鮎
の
ほ
ん
の
り
と
焦
ぐ
化
粧
塩
　
　
　
　
　
　
金
　
　
光
月

四
季
の
会
九
月
句
会

テ
ク
テ
ク
お
城
歩
き
�

九く

の

へ戸
城　
　
　
歩
遊
人

　
岩
手
県
二に

の
へ戸
市
に
あ
る
九
戸

城
は
続
日
本
１
０
０
名
城
の
ひ

と
つ
で
す
。
資
料
に
よ
れ
ば
九

戸
城
は
明
応
年
間
（
１
４
９
２

～
１
５
０
１
年
）
の
築
城
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
城
主
は
九
戸
氏

で
、
１
５
８
２
（
天
正
10
）
年
、

南
部
氏
の
後
継
者
争
い
に
九
戸

政ま
さ
ざ
ね実
は
南
部
信
直
と
対
立
し
ま

す
。
１
５
９
１
（
天
正
19
）
年
、

九
戸
政
実
の
乱
が
起
こ
り
、
南

部
氏
の
援
軍
豊
臣
秀
次
を
総
大

将
と
す
る
６
万
余
の
大
軍
が
、

５
０
０
０
人
の
九
戸
城
を
取
り

囲
み
ま
し
た
が
、
苦
戦
を
強
い

ら
れ
た
上
方
軍
は
謀
略
を
巡
ら

せ
、
九
戸
氏
の
菩
提
寺
で
あ
る

長
興
寺
の
薩
天
和
尚
を
仲
介
に

立
て
、
女
、
子
ど
も
の
助
命
を

条
件
に
降
伏
に
応
じ
た
と
い
い

ま
す
。
し
か
し
約
定
は
反ほ

ご故
に

さ
れ
、
九
戸
政
実
と
７
人
の
重

臣
は
豊
臣
秀
次
の

待
つ
三
の
迫は

ざ
ま

（
宮

城
県
栗
原
市
）
で

斬
首
さ
れ
ま
し
た
。

後
世
、
九
戸
政
実

は
大
義
を
貫
い
た

最
後
の
兵

つ
わ
も
の、
反
骨
、

孤
高
の
人
と
崇
め

ら
れ
、
今
で
も
二

戸
市
民
の
誇
り
に

な
っ
て
い
る
よ
う

で
す
。

▲外堀

▲九戸城　二の丸跡




