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夏
祭
り
を

ま
ち
づ
く
り
に

　
い
よ
い
よ
夏
祭
り
の
シ
ー

ズ
ン
と
な
っ
た
。
新
座
市
の

阿
波
踊
り
に
加
え
て
、
朝
霞

市
の
彩
夏
祭
は
年
々
賑
や
か

さ
を
増
し
て
き
て
い
る
。

　
志
木
市
の
お
神
輿
や
花
火

は
そ
の
歴
史
が
古
く
、
伝
統

的
な
夏
祭
り
と
し
て
い
ま
も

人
気
が
高
い
。

　

去
る
５
月
14
、
15
日
の
神

田
祭
り
、
同
20
〜
22
日
の
浅

草
三
社
祭
り
は
盛
大
に
行
わ

れ
、
百
万
人
も
の
人
出
で
賑

わ
っ
た
。

　

徳
川
家
康
が
幕
府
を
開
い

て
か
ら
江
戸
総
鎮
守
に
相
応

し
い
壮
麗
な
社
殿
が
幕
府
に

よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
。
こ
の

神
田
明
神
の
祭
礼
は
天
下
祭

と
呼
ば
れ
、
盛
大
に
執
り
行

わ
れ
て
き
た
。

　

何
度
か
の
震
災
で
失
わ
れ

た
社
殿
は
、
鉄
骨
鉄
筋
造
り

総
漆
朱
塗
り
の
も
の
と
な
っ

た
が
、
平
成
７
年
か
ら
は
じ

ま
っ
た
造
替
事
業
で
は
建
物

す
べ
て
が
塗
り
替
え
ら
れ
、

そ
の
完
成
ま
で
休
止
し
て
い

た
祭
礼
が
本
年
、
久
し
ぶ
り

に
再
開
さ
れ
た
。
１
０
８
ヶ

町
、
２
０
０
基
も
の
お
神
輿

が
出
て
、
殊
更
華
や
か
に
執

り
行
わ
れ
た
。
秋
葉
原
の
電

気
街
で
は
、
大
通
り
が
お
神

輿
で
埋
め
ら
れ
た
。

　

祭
り
の
神
輿
は
神
社
が
所

有
す
る
本
社
神
輿
と
、
氏
子

の
町
会
が
所
有
す
る
町
神
輿

の
二
通
り
が
あ
っ
て
、
本
社

神
輿
が
町
に
出
る
『
本
社
御

渡
り
』
と
、
町
神
輿
が
神
社

に
出
向
く
『
宮

入
り
』
が
最
大

の
行
事
と
な
っ

て
い
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
の

町
神
輿
が
町
内

を
く
ま
な
く

練
り
歩
く
こ
と

が
、
伝
統
的
に

町
を
活
性
化
さ

せ
て
き
た
。

　

続
い
て
５
月

20
〜
22
日
に
は

浅
草
三
社
祭
り

が
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
た
。

　

21
日
に
は
百
余
り
の
町
神

輿
が
仲
見
世
を
通
っ
て
浅
草

神
社
に
宮
入
り
し
、
各
町
内

を
く
ま
な
く
巡
行
し
た
。
ハ

イ
ラ
イ
ト
は
22
日
早
朝
６

時
、本
社
の
大
神
輿
、一
ノ
宮
、

二
ノ
宮
、
三
ノ
宮
が
宮
出
し
、

三
基
は
氏
子
の
各
町
内
を
廻

り
、
日
没
に
宮
入
り
し
た
。

　

ち
な
み
に
三
社
祭
は
毎
年

行
わ
れ
る
が
、
神
田
祭
り
は

隔
年
「
陽
の
と
し
」
に
執
り

行
わ
れ
、
来
年
は
「
陰
の
と

し
」
と
な
り
、
休
み
に
な
る
。
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朝
霞
市
本
町

イ
イ
ダ
跡
地
の

高
層
住
宅
開
発

―

計
画
の
あ
ら
ま
し
は

　
　
　
本
紙
21
号
を
参
照―

　

地
上
17
階
建
て
、
高
さ
51

㍍
余
り
の
高
層
住
宅
計
画
の

発
表
は
、
商
業
地
域
に
指
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
知
っ
て
い

て
も
、
30
年
近
く
そ
こ
に
暮

ら
し
て
き
た
住
民
に
と
っ
て

は
、
ま
さ
に
驚
愕
の
ニ
ュ
ー

ス
で
あ
っ
た
。

　

住
み
慣
れ
た
低
層
住
宅

地
の
南
側
、
し
か
も
２
㍍
弱

し
か
な
い
道
路
に
接
し
て
建

築
さ
れ
る
高
層
住
宅
の
計
画

は
、
消
防
活
動
、
地
震
な
ど

の
災
害
に
対
し
て
大
き
な
不

安
を
与
え
、
日
照
、
風
害
の

被
害
に
は
恐
れ
戦お
の
のく

。

　

住
民
は
「
本
町
二
丁
目
生

活
環
境
を
守
る
会
」
を
結
成

し
て
建
築
反
対
運
動
に
立
ち

上
が
っ
た
。

　

本
会
は
６

月
23
日
に
集

会
を
開
き
、

高
さ
は
30
㍍
、
10
階
以
下
と

い
う
具
体
的
な
要
求
を
業
者

に
申
し
入
れ
る
と
い
う
方
針

を
固
め
た
。

　

朝
霞
市
住
宅
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
（
平
成
８
年
策
定
）
で

は
、
住
環
境
に
配
慮
し
た

計
画
的
な
立
地
要
請
が
な

さ
れ
、
同
年
策
定
さ
れ
た
第

三
次
総
合
振
興
計
画
の
中
で

は
、
基
本
理
念
を
暮
ら
し
優

先
・
人
間
尊
重
の
ま
ち
づ
く

り
と
し
て
い
る
。「
守
る
会
」

は
商
業
地
域
の
整
備
、
景
観

形
成
計
画
の
遅
れ
を
指
摘
し

て
、
業
者
に
対
し
て
行
政
の

適
切
な
指
導
を
求
め
て
い
る
。

　

市
民
は
、
わ
が
身
に
も
振

り
か
か
る
と
い
う
環
境
へ
の

認
識
を
強
く
持
つ
べ
き
で
あ

ろ
う
。

前
市
長
不
出
馬
に
よ
り

延
期
さ
れ
て
い
た

「
朝
霞
市
の
基
地
跡
地

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
続
報

（
本
紙
19
号
で
そ
の
詳
細
を

報
道
し
ま
し
た
の
で
、
ご
参

照
く
だ
さ
い
）

　

新
市
長
富
岡
勝
則
氏
が
公

約
さ
れ
て
い
る
「
利
用
計
画

の
策
定
」
に
つ
い
て
、
市
民

の
関
心
を
喚
起
す
る
た
め
、

朝
霞
市
主
催
で
再
開
が
決

ま
っ
た
。 

と
き
・
８
月
18
日
（
木
）

午
後
６
時
30
分
か
ら
９
時

と
こ
ろ
・
朝
霞
市
コ
ミ
ニ
ュ

テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル

基
調
講
演
・

東
洋
大
学
国
際
地
域
学
部
長

藤
井
敏
信
氏

　

パ
ネ
リ
ス
ト
は
市
長
の
ほ

か
、既
に
要
望
や
提
言
が
あ
っ

た
団
体
か
ら
２
名
、
都
市
計

画
の
視
点
や
街
の
活
性
化
を

望
む
市
民
２
名
を
予
定
。

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
は
前
記
の
藤
井
敏

信
氏
で
、
参
加
者
は
朝
霞
市

に
在
住
在
勤
す
る
人
２
０
０

名
、
先
着
順
に
入
場
。

　

基
地
跡
地
利
用
の
基
本
構

想
は
平
成
18
年
12
月
、
基
本

計
画
は
19
年
12
月
を
目
途
と

し
て
作
業
に
当
た
る
も
の
で
、

基
地
跡
地
写
真
展
を
本
年
７

月
19
日
〜
31
日
、
朝
霞
市
産

業
文
化
セ
ン
タ
ー
で
同
８
月

12
日
〜
18
日
、
朝
霞
市
コ
ミ

ニ
ュ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
の
そ
れ

ぞ
れ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
、
ま
た

市
民
懇
談
会
を
本
年
10
月
か

ら
開
催
す
る
。

問
い
合
わ
せ
・

朝
霞
市
企
画
財
政
部
企
画
課

企
画
調
整
係 

☎
・
０
４
８
（
４
６
３
）

３
０
８
９

●
建
物
裏
手
の
路
地
で

新装成った
神田明神

秋葉原神田祭

●
石
綿
の
飛
散
は
大
丈
夫
？

浅草三社祭宮出し

シリーズ「平林寺の四季」 

- 玄 関 と 亀 石 - 写真：藤井 教文氏

激
し
い
選
挙
戦
で

新
志
木
市
長
誕
生

 　

久
し
ぶ
り
に
二
人
の
新
人

候
補
に
よ
っ
て
争
わ
れ
た
志

木
市
長
選
は
、
長
沼　

明
氏

が
大
差
で
制
し
た
。
す
で
に

公
約
と
し
て
、
前
市
長
の
施

策
の
良
き
は
継
続
す
る
が
、

新
規
の
政
策
実
現
を
掲
げ
て

い
る
。

　

新
鮮
な
抱
負
を
も
っ
て
市

政
を
リ
ー
ド
す
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
。

●
志
木
市
長
選-

街
頭
で
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ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
の
狂
歌
師

　

幕
末
に
江
戸
で
活
躍
し

た
大
田
南な
ん
ぽ畝
（
一
七
四
九
〜

一
八
二
三
）
と
い
う
人
物
に
つ

い
て
、
か
つ
て
歴
史
の
授
業

で
学
習
し
た
記
憶
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
狂
歌
師
と
し
て
は
、

い
ま
だ
に
日
本
で
ナ
ン
バ
ー

ワ
ン
の
知
名
度
を
ほ
こ
っ
て
い

る
人
物
だ
。
た
と
え
ば
、
こ

ん
な
狂
歌
が
あ
る
。

　

世
の
中
は
色
と
酒
と
が
敵
か
た
き

な
り　

ど
ふ
ぞ
敵
に
め
ぐ
り

あ
い
た
い

　

な
か
ま
が
集
ま
っ
て
、
こ

う
し
た
戯
れ
歌
を
つ
く
り

あ
っ
た
サ
ロ
ン
の
リ
ー
ダ
ー

が
大
田
南
畝
で
あ
る
。

　

か
れ
は
四よ
も
の
　
あ
か
ら

方
赤
良
と
か

蜀し
ょ
く
さ
ん
じ
ん

山
人
と
い
う
別
名
も
も
っ

て
い
た
。

　

世
は
将
軍
の
小こ
し
ょ
う姓
か
ら
成

り
上
が
っ
た
田た
ぬ
ま
 
お
き
つ
ぐ

沼
意
次
の
時

代
。
役
人
の
間
で
は
ワ
イ
ロ

が
横
行
し
た
よ
う
だ
が
、
比

較
的
自
由
で
気
ま
ま
な
雰
囲

気
が
み
な
ぎ
っ
て
い
た
。
こ

う
し
た
時
代
の
空
気
の
中

で
、
江
戸
狂
歌
も
天て
ん
め
い明
時

代
（
一
七
八
一
〜
一
七
八
九
年
）

に
全
盛
期
を
迎
え
る
。

　

し
か
し
天
明
六

（
一
七
八
六
）
年
、
田
沼
意

新
倉
の

「
う
け
ら
庵
」と

江
戸
の
狂
歌
師

次
が
失
脚
し
、
か
わ
っ
て
松

平
定
信
に
よ
る
寛
政
の
改
革

が
始
ま
る
。
そ
ん
な
時
、
有

名
な
つ
ぎ
の
よ
う
な
狂
歌
が

登
場
し
た
。

　

世
の
中
に
蚊か

ほ
ど
う
る
さ

き
も
の
は
な
し　

ぶ
ん
ぶ
と

い
ふ
て
夜
も
ね
ら
れ
ず

　

名
門
エ
リ
ー
ト
定
信
は
、

綱
紀
粛
正
、
文
武
の
奨
励
を

う
た
っ
た
が
、
そ
れ
を
「
蚊

の
よ
う
に
ブ
ン
ブ
（
文
武
）、

ブ
ン
ブ
と
う
る
さ
い
よ
」
と

茶
化
し
た
狂
歌
が
登
場
し
た

の
で
あ
る
。

　

こ
の
狂
歌
は
、
南
畝
の
も

の
で
は
な
い
ら
し
い
。
だ
け

れ
ど
も
、
江
戸
の
民
衆
は
南

畝
の
も
の
だ
と
噂
し
た
。
か

れ
は
必
死
に
否
定
し
た
。「
是

レ
大
田
ノ
戯
歌
に
ア
ラ
ズ
、

偽
作
ナ
リ
」
と
。

官
吏
に
し
て
文
人

　

か
れ
は
牛
込
仲
御
徒

町
（
現
新
宿
区
）
に
住
ん

で
、
名
を
大
田
直
次
郎
と
い

う
。
将
軍
が
外
出
す
る
と
き

徒
歩
で
そ
の
警
固
に
あ
た
る

「
御お
か
ち徒

」
の
任
務
に
あ
た
っ

た
。
身
分
的
に
は
将
軍
直
属

の
御
家
人
で
あ
る
が
、
実
質

は
質
素
な
生
活
を
す
る
下
級

役
人
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
の
南
畝
は
、
狂

歌
を
つ
く
っ
て
公
表
す
る
こ

と
は
や
め
た
。
寛
政
の
改
革

に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
、
幕

府
の
人
材
登
用
試
験
に
も

受
験
し
、
み
ご
と
合
格
し

た
。
時
に
四
十
六
歳
。
若
い

青
年
た
ち
に
ま
じ
っ
て
、
白

髪
ま
じ
り
の
自
分
が
受
験
す

る
こ
と
に
照
れ
を
感
じ
た
文

が
残
っ
て
い
る
が
、
制
度
が

で
き
た
ば
か
り
だ
か
ら
や
む

を
得
ま
い
。 

そ
の
後
、
勘
定

所
の
役
人
と
し
て
大
阪
銅
座

や
長
崎
奉
行
所
に
勤
務
し
、

七
十
五
歳
で
亡
く
な
る
ま

で
、
忠
実
な
官
吏
と
し
て
そ

の
職
務
を
ま
っ
と
う
し
た
。

　

蜀
山
人
の
こ
の
変
わ
り
身

の
早
さ
に
た
い
し
て
、
研
究

者
た
ち
か
ら
批
判
が
出
さ
れ

た
時
期
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

武
家
社
会
の
中
で
下
級
武
士

と
し
て
生
き
る
以
上
、
失
職

と
か
投
獄
と
い
う
最
悪
の
状

態
を
回
避
す
る
行
為
を
、
単

純
に
責
め
る
研
究
者
は
今
は

ほ
と
ん
ど
い
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
狂
歌
を
や
め

た
南
畝
が
、
社
交
界
か
ら
消

え
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
と

も
と
漢
詩
を
つ
く
る
こ
と
は

得
意
な
こ
と
だ
。
の
ち
に『
半

日
閑
話
』（
二
十
五
巻
）、『
一

話
一
言
』（
五
十
六
巻
お
よ
び

補
遺
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ

る
随
筆
活
動
の
量
は「
筆
魔
」

と
よ
び
た
い
く
ら
い
だ
。
宴

会
に
も
よ
く
招
か
れ
、
揮き
ご
う毫

（
書
画
）
も
求
め
ら
れ
た
。

文
芸
サ
ロ
ン
の
花
形
ス
タ
ー

で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は

な
い
。

武
蔵
野
の
「
う
け
ら
庵
」

　

こ
の
文
芸
の
大
御
所
・
大

田
南
畝
が
、
江
戸
か
ら
時

た
ま
や
っ
て
来
て
、
漢
詩
を

よ
ん
だ
サ
ロ
ン
が
、
新
座
郡

新に
い
く
ら
む
ら

倉
村（
現
和
光
市
）に
あ
っ

た
。
そ
の
名
を
「
う
け
ら
庵
」

と
い
う
。

　

東
上
線
の
和
光
市
駅
の
南

口
か
ら
駅
前
通
り
を
川
越
街

道
方
向
に
向
か
っ
て
歩
く
。

左
手
に
郵
便
局
が
見
え
て
く

る
が
、
そ
の
郵
便
局
を
通
り

過
ぎ
よ
う
と
す
る
所
で
、
向

か
い
側
の
細
い
道
（
う
け
ら

庵
通
り
）
を
右
に
入
る
。
そ

の
道
は
す
ぐ
に
左
に
折
れ
る

道
に
出
く
わ
す
の
で
、
そ
う

し
た
ら
左
折
し
よ
う
。
そ
こ

か
ら
数
㍍
も
歩
け
ば
、
右
手

に
「
史
蹟　

う
け
ら
庵
跡
」

と
書
か
れ
た
和
光
市
の
案
内

板
が
見
え
て
く
る
。

　

今
で
も
残
っ
て
い
る
が
、

こ
こ
は
代
々
新
倉
村
の
名
主

を
務
め
て
き
た
鈴
木
家
の
墓

所
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
墓
守

僧
を
置
く
た
め
に
、
鈴
木
家

の
六
代
目
の
当
主
直
政
（
雅

号
は
松し
ょ
う
い
ん蔭）
が
天
明
年
間
ご

ろ
に
庵
を
き
ず
い
た
の
が
、

そ
も
そ
も
の
始
ま
り
と
い
う
。

か
つ
て
は
広
大
な
面
積
を
占

め
て
い
た
鈴
木
家
の
敷
地
の
一

部
で
あ
っ
た
。

　
「
う
け
ら
」と
は
、現
在「
お

け
ら
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
キ

ク
科
に
属
す
る
多
年
草
植

物
の
こ
と
だ
。
丈
は
六
十
㌢

ほ
ど
で
、
秋
に
な
る
と
白
や

淡
い
紅
色
の
清
楚
な
花
を
さ

か
せ
る
。
万
葉
の
時
代
に
は

武
蔵
野
に
た
く
さ
ん
咲
い
て

い
た
。
現
在
は
ま
れ
に
し
か

見
か
け
な
く
な
っ
た
が
、
す

で
に
江
戸
時
代
に
も
少
な
く

な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。「
う
け

ら
庵
」
と
は
、
こ
の
武
蔵
野

の
特
色
あ
る
植
物
に
ち
な
ん

で
付
け
ら
れ
た
名
な
の
で
あ

る
。

　
「
う
け
ら
庵
」
お
よ
び
「
旧

家
」
鈴
木
家
の
こ
と
は
、
江

戸
時
代
末
期
に
江
戸
幕
府
が

編
集
し
た
『
新
編
武
蔵
風
土

記
稿
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
鈴
木
家
の

宅
地
の
脇
に
は
大
き
な
古
松

が
あ
り
、
他
の
松
と
は
違
っ

て
い
た
の
で
、「
新
倉
松
」
と

よ
ば
れ
て
い
た
と
い
う
。

大
田
南
畝
と
竜
隠
松

　

大
田
南
畝
は
新
倉
で
、い
っ

た
い
ど
ん
な
漢
詩
を
よ
ん
だ

の
だ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら

わ
た
し
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
と
、
江
戸
東
京
博

物
館
の
図
書
室
に
入
り
込

み
、
岩
波
書
店
発
行
の
大
田

南
畝
全
集
（
全
20
巻
）
を
順

繰
り
に
閲
覧
し
、
三
つ
の
漢

詩
を
探
し
だ
し
た
。
見
当
を

つ
け
て
拾
い
読
み
し
た
だ
け

な
の
で
、
ほ
か
に
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。（
つ
い
で
に
平

林
寺
を
詠
ん
だ
歌
も
み
つ
け

ま
し
た
）

　

そ
の
中
か
ら
一
つ
だ
け

あ
げ
て
お
こ
う
。
天
明

八
（
一
七
八
八
）
年
八
月
、

四
十
歳
の
時
の
も
の
で
、「
新

倉
鈴
木
氏
の
園
中
の
竜
隠
松

に
題
す
」
と
の
表
題
が
あ
る
。

　
「
版は
ん
き
ょ
う橋
の
西
北
村そ
ん
し
ょ
う
舂
を
聴

く　

路
は
新
倉
に
入
っ
て
古

農
を
訪
な
う　

渭い
す
い水
千ち
う
ね畝
の

竹
を
羨う
ら
や

ま
ず　

唯
だ
冬
嶺
の

一
孤
松
を
看
る　

天
に
横
た

わ
る
偃え
ん
が
い蓋

は
鶴
を
棲す

ま
し
む

る
か
と
疑
ひ　

地
に
屈
す
る

蟠ば
ん
こ
ん根

は
竜
を
隠
せ
る
に
似
た

り　

甸で
ん
ぷ
く服

只
今
井せ
い
ぜ
い税

に
帰
す

高
標
何
ぞ
必
ず
し
も
秦
の
封ほ
う

を
受
け
ん
」

　

こ
の
全
集
の
漢
詩
に
は
注

釈
が
ま
っ
た
く
つ
い
て
い
な
い

の
で
、
自
己
流
に
大
意
を
書

その 21

郷
土
史
家　
安
斎　
達
雄

う
け
ら
の
花

和
名
は
「
お
け
ら
」、

き
く
科
の
野
草　
　
　
　

　

万
葉
集
の
歌
に
よ
っ
て
、

こ
の
野
草
は
武
蔵
の
国
を

象
徴
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

　

恋
し

け

れ

ば

袖
も

振
ら

む

を

武
蔵
野
の　

　

う

け

ら
か
花
の

色
に

い

づ
（
出
）
な

ゆ

め　

戦
前
に
は
、
こ
の
地
域

一
帯
で
見
ら
れ
た
野

草
だ
っ
た
。
か
つ
て
は
朝
霞
、

志
木
、
新
座
市
に
わ
た
っ
て

残
さ
れ
て
い
た
は
け
の
山
で

は
最
近
ま
で
観
察
す
る
こ
と

が
で
き
た
が
、
い
ま
そ
の
影

は
見
ら
れ
な
い
（
荒
野
久
男

埼
玉
大
学
名
誉
教
授
の
お
話

し
）。
国
分
寺
の
万
葉
植
物

園
で
保
存
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
写
真
は
水
野
暉
久
氏
が

７
月
に
撮
影
さ
れ
た
も
の

http://w
w
w.club.prep.ne.jp/

~t.m
izuno/m

ny020.htm
l

「
お
け
ら
」
は
薬
用

植
物
と
し
て
古
く

か
ら
使
わ
れ
、
根
を
洗
っ
て

乾
燥
し
た
も
の
は
「
蒼
朮
」、

皮
を
剥
い
て
乾
燥
し
た
も
の

は
「
白
朮
」、

芳
香
性
健

胃
剤
に
な

り
、
正
月
の

屠
蘇
散
に
も

入
っ
て
い
る
。

お
け
ら
は
昔
か
ら
邪
気

を
払
う
と
信
じ
ら

れ
、
京
都
祇
園
の
八
坂
神

社
で
は
、
大
晦
日
の
夜
火
を

た
い
て
お
く
ら
を
く
べ
る
行

事
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
火
を
火
縄
に
移
し
て
持
っ

て
帰
り
、
元
日
の
お
雑
煮
を

た
く
種
火
に
用
い
る
と
、
一

年
間
を
息
災
に
過
ご
す
こ
と

が
で
き
る
と
信
じ
ら
れ
、
む

か
し
か
ら
「
お
け
ら
参
り
」

と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
た
。

大田南畝像

❷ 「
う
け
ら
庵
」

和
光
郵
便
局
の
前
か
ら

向
か
い
側
に
渡
る
と
、

「
う
け
ら
庵
通
り
」
の
標
識
❶

が
見
え
る
。
塀
に
沿
っ
て

二
、三
十
㍍
歩
き
左
折
す
る

と
す
ぐ
、「
う
け
ら
庵
❷
」
に

着
く
が
、
こ
の
辺
り
一
帯
は

も
と
は
旧
名
主
だ
っ
た
鈴
木

家
の
邸
内
に
含
ま
れ
て
い
て
、

「
う
け
ら
庵
」
の
一
隅
は
代
々

の
墓
所
で
あ
る
❸
。
本
宅
は

も
と
は
和
光
郵
便
局
の
場
所

に
あ
っ
た
が
、
向
か
い
側
に

移
り
、
そ
の
門
構
え
は
移
築

さ
れ
た
。

❸ ❶
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く
と
、
こ
ん
な
こ
と
に
な
ろ

う
か
。（
か
ん
違
い
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
お
教
え
下
さ
い
）

　
「
板
橋
宿
の
西
北
で
鐘
の

音
を
き
き
な
が
ら
、
新
倉
に

向
か
う
道
に
入
っ
て
古
い
農

家
を
訪
れ
た
。
中
川
べ
り
に
、

う
っ
そ
う
と
生
え
て
い
る
竹

に
は
目
を
く
れ
ず
、
た
だ
冬

の
山
の
頂
に
あ
る
一
本
だ
け

の
松
の
木
を
じ
っ
と
み
る
。

　

天
に
蓋ふ
た

を
す
る
よ
う
に
横

に
伸
び
て
い
る
松
の
姿
は
鶴

を
す
ま
わ
せ
て
い
る
よ
う
に

見
え
、
地
を
は
っ
て
い
る
曲

が
り
く
ね
っ
た
根
は
竜
を
隠

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

町
は
ず
れ
に
あ
っ
て
、
い
ま

納
め
る
べ
き
も
の
は
き
ち
っ

と
す
ま
せ
た
。
高
望
み
し
て
、

ど
う
し
て
為
政
者
の
金
な
ど

あ
て
に
し
よ
う
か
」

　

名
主
で
あ
る
鈴
木
家
に
仮

託
し
て
、
み
ず
か
ら
の
気
概

を
歌
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
竜
隠
松
」
は
「
新
倉
松
」

の
別
名
の
よ
う
だ
。

鹿
都
部
真
顔
と
広
き
旅
心

　

大
田
南
畝
の
弟
子
筋
に
あ

た
る
狂
歌
師
の
鹿し
か
つ
べ
の
　
ま
が
お

都
部
真
顔

（
一
七
五
三
〜
一
八
二
九
）
も
、

「
う
け
ら
庵
」
を
訪
れ
た
江

戸
文
化
人
の
一
人
だ
。そ
の
著

『
芦
萩
集
』
に
は
「
う
け
ら

庵
」
を
訪
れ
た
と
き
の
こ
と

を
、
こ
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
。

　
「
文
化
二
年
真
顔
五
十
二

歳
後
の
葉
月
の
初
め
、
木
曽

路
に
か
か
り
て
武
蔵
野
の
か

た
に
入
り
て
新
座
の
松
蔭
が

う
け
ら
の
庵
を
た
つ
ね
け
る

に
、
あ
る
じ
色
に
出
て
悦
び

つ
ヽ
な
ご
や
か
な
る
衾ふ
す
ま
な
と

ま
う
け
て
草
枕
と
も
お
も
は

れ
さ
り
け
れ
ば

　

蚊
や
つ
ら
ぬ
や
と
り
を
と

り
て
寝
心
も
か
く
べ
ち
広
き

む
さ
し
の
ヽ
原
」

　
「
文
化
二
（
一
八
〇
五
）
年
、

五
十
二
歳
を
過
ぎ
た
陰
暦
八

月
の
初
め
、
中
山
道
か
ら
武

蔵
野
に
は
い
り
、
松
蔭
の
雅

号
を
も
つ
鈴
木
家
の
主
人
の

「
う
け
ら
庵
」
を
た
ず
ね
る

と
、
主
人
は
喜
び
の
表
情
を

顔
に
出
し
、
な
ご
や
か
に
夜

具
な
ど
を
用
意
し
て
く
れ
た

の
で
、
旅
の
仮
寝
と
も
思
え

ず
句
を
よ
ん
だ
。̶

 

蚊
帳
を

つ
ら
な
く
と
も
よ
い
宿
な
の

で
、
広
々
と
し
た
武
蔵
野
の

よ
う
に
、
旅
寝
の
心
も
ゆ
っ

た
り
す
る
。」

　
「
う
け
ら
」
の
煙
に
は
蚊

を
追
い
払
う
効
果
が
あ
る
と

の
こ
と
だ
か
ら
、
こ
れ
を
蚊か

遣や

り
の
た
め
焚た

い
て
く
れ
た

の
だ
ろ
う
。

「
う
け
ら
庵
」
そ
の
後

　

交
流
を
重
ね
た
文
人
た
ち

は
、
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
い

た
よ
う
だ
。
そ
の
後
「
う
け

ら
庵
」
は
、
明
治
・
大
正
以

降
は
、
地
元
の
人
た
ち
の
集

会
場
、
公
会
堂
と
し
て
開
放

さ
れ
た
。
戦
後
ま
も
な
い
昭

和
二
十
三
（
一
九
四
八
）
年

に
は
、
埼
玉
県
の
史
蹟
に
も

東上鉄道開業記念、運賃半額割引のちらしが90年を経て蘇った（志木市 石原弥五郎氏蔵）。

　

江
戸
時
代
、
こ
の
地
域
の

人
と
物
資
の
交
流
は
、
川

越
街
道
や
新
河
岸
川
の
舟
運

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
明
治
に
入
っ
て
か
ら

は
東
京
を
中
心
と
す
る
鉄
道

の
敷
設
に
よ
っ
て
、
交
通
事

情
は
一
変
し
た
。

　

東
上
鉄
道
株
式
会
社

が
設
立
さ
れ
、
大
正
３
年

（
１
９
１
４
）
５
月
１
日
に

池
袋
か
ら
田
面
沢
（
現
在
の

川
越
付
近
）
間
が
開
通
し
て

か
ら
は
、
鉄
道
が
街
道
と
水

路
の
交
通
に
取
っ
て
替
わ
っ
て

い
っ
た
。

　

志
木
、
膝
折
（
現
在
の
朝

霞
）
駅
が
設
置
さ
れ
、
貨
物

と
旅
客
の
輸
送
は
鉄
道
輸
送

が
中
心
と
な
り
、
大
正
５
年

に
は
坂
戸
町
ま
で
延
伸
さ
れ

た
。
大
正
９
年
経
営
面
の
合

理
化
な
ど
の
た
め
、
東
武
鉄

道
と
合
併
し
て
東
武
鉄
道
東

上
線
と
な
り
、
同
12
年
に
は

東
武
東
上
線
と
し
て
、
今
に

至
っ
て
い
る
。

　

写
真
①
は
志
木
駅
停
車

建
設
中
の
風
景
、
②
は
開
業

間
近
の
志
木
駅
、
③
は
志
木

駅
開
通
風
景
（
大
正
３
年
）、

④
は
志
木
駅
貨
物
ホ
ー
ム

で
貨
車
積
み
を
待
つ
米
俵
の

山
、
⑤
は
、
と
き
は
下
っ
て

昭
和
28
年
頃
の
志
木
駅
ホ
ー

ム
（
志
木
市
市
制
施
行
20
周

年
記
念「
ふ
る
さ
と
写
真
集
」

よ
り
）。

④⑤

ア
ル
バ
ム
・
１

東
武
東
上
線
が

開
通
し
て
か
ら
91
年

指
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
古

い
庵
の
荒
廃
が
す
す
み
、
特

に
萱か
や

屋
根
に
痛
み
が
は
げ
し

く
、
ま
た
、
屋
根
葺
き
用
の

萱
が
入
手
で
き
な
い
状
態
が

つ
づ
い
た
た
め
、
昭
和
二
十
九

（
一
九
五
四
）
年
ご
ろ
、
や

む
な
く
取
り
壊
す
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
の
後
、
地
域
文

化
振
興
の
立
場
か
ら
、
現
鈴

木
家
当
主
の
決
断
に
よ
り
、

平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
十
一

月
、
新
し
い
「
う
け
ら
庵
」

が
再
建
さ
れ
た
。

　

こ
れ
を
、
新
た
な
地
域
交

流
、
文
化
振
興
の
場
と
し
て

ど
の
よ
う
に
生
か
す
こ
と
が

出
き
る
の
か
。
か
つ
て
の
江

戸
の
文
人
、
郷
土
の
文
人
た

ち
が
、談
笑
し
な
が
ら
見
守
っ

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

①③

②



市民プレス　2005 年 7月 1日発行（隔月刊 /無料配布） 4No.22

人
に
感
染
す
る
ウ
イ
ル

ス
が
突
然
出
現
し
て

社
会
を
混
乱
に
陥
れ
る
恐
れ

が
あ
る
の
で
、
世
界
保
険
機

関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
は
、
徹
底
的

な
監
視
が
必
要
で
あ
る
と
警

告
し
て
い
る
。

前
回
お
話
し
し
た
よ
う

に
、
ウ
イ
ル
ス
は
実

は
古
く
か
ら
地
球
上
に
存

在
し
て
い
た
（
30
億
年
前
か

ら
）。
細
菌
と
ウ
イ
ル
ス
は

と
も
に
感
染
症
に
関
わ
る
た

め
混
同
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
し
か
し
。
細
菌
と
ウ
イ

ル
ス
に
は
根
本
的
な
違
い
が

あ
る
。ウ

イ
ル
ス
は
光
学
顕
微

鏡
で
見
え
る
細
菌
よ

り
ず
っ
と
小
さ
い
の
で
、
そ

の
姿
を
見
る
た
め
に
電
子
顕

微
鏡
が
必
要
で
あ
る
。

　

細
菌
は
原
始
的
な
細
胞

で
、
動
物
や
植
物
の
普
通
の

細
胞
と
同
じ
よ
う
に
、
分
裂

に
よ
っ
て
増
殖
す
る
の
に
対

し
て
、
ウ
イ
ル
ス
は
、
子
孫

を
残
す
た
め
の
核
酸
を
も
っ

て
い
る
が
、
代
謝
機
構
や
エ

ネ
ル
ギ
ー
機
構
は
も
っ
て
い

な
い
。
こ
れ
ら
の
生
き
物
に

寄
生
し
、
そ
の
機
構
を
借
り

て
子
孫
を
増
や
す
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
こ
と

は
、
寄
生
し
た
細
胞
の
中
で

起
こ
る
も
の
す
ご
い
増
殖
の

有
様
で
あ
る
。

　

ウ
イ
ル
ス
の
増
殖
の
様
子

を
以
下
に
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
細
胞
の
膜
に
付
着

し
、
そ
こ
か
ら
侵
入

す
る
の
だ
が
、
付
着
す
る
メ

カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
考
え
ら
れ

る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
鍵
と
鍵

穴
の
関
係
で
あ
る
。
ウ
イ
ル

ス
の
表
面
に
は
細
胞
に
結
合

す
る
鍵
の
部
分
が
あ
っ
て
、

細
胞
膜
に
あ
る
こ
の
鍵
に

合
っ
た
鍵
穴
の
部
位
（
受
容

体
）
か
ら
ウ
イ
ル
ス
は
入
り

込
む
。
も
し
鍵
が
鍵
穴
に
合

わ
な
け
れ
ば
感
染
は
起
こ
ら

な
い
。
そ
の
た
め
、
あ
る
ウ

イ
ル
ス
が
感
染
で
き
る
生
物

の
種
類
は
限
ら
れ
る
わ
け
で

あ
る
。

　

い
よ
い
よ
細
胞
に
侵
入
し

た
ウ
イ
ル
ス
は
、
細
胞
の
中

で
外
側
の
殻
を
脱
ぎ
、
ウ
イ

ル
ス
粒
子
の
中
の
核
酸
と
た

ん
ぱ
く
質
が
露
出
す
る
。
こ

の
核
酸
を
鋳
型
と
し
て
た
く

さ
ん
の
核
酸
の
コ
ピ
ー
が
つ

く
ら
れ
、
一
方
核
酸
の
遺
伝

情
報
に
よ
っ
て
ウ
イ
ル
ス
た

ん
ぱ
く
質
が
合
成
さ
れ
る
。

つ
い
で
新
し
く
つ
く
ら
れ
た

核
酸
と
ウ
イ
ル
ス
た
ん
ぱ
く

質
が
組
み
立
て
ら
れ
て
子
供

の
ウ
イ
ル
ス
が
で
き
、
細
胞

の
外
に
放
出
さ
れ
る
。
そ
し

て
さ
ら
に
ま
わ
り
の
細
胞
に

感
染
し
て
ゆ
く
。

細
胞
に
侵
入
し
た
ウ
イ

ル
ス
が
殻
を
脱
ぎ
捨

て
、
子
ウ
イ
ル
ス
が
生
ま
れ

る
ま
で
の
間
は
見
え
な
く
な

る
の
で
、
こ
の
時
期
を
暗
黒

期
と
呼
ん
で
い
る
が
、
子
ウ

イ
ル
ス
は
増
え
て
く
る
と
、

細
胞
を
破
っ
て
外
に
飛
び
出

し
、
は
げ
し
く
周
囲
の
細
胞

に
襲
い
か
か
る
。

　

一
個
の
ウ
イ
ル
ス
か
ら
生

ま
れ
て
く
る
子
ウ
イ
ル
ス

は
、
多
い
も
の
で
は
十
万
個

に
も
な
り
、
要
す
る
時
間
は

６
時
間
な
い
し
40
時
間
く
ら

い
、
さ
ら
に
身
体
の
中
で
増

殖
す
る
数
は
ま
さ
に
天
文
学

的
で
あ
る
。

　

引
き
続
き
こ
の
講
座
を
つ

づ
け
て
行
き
ま
す
。

次
回
も
よ
ろ
し
く
。

参
考
書　
山
内
一
也
著
「
ウ

イ
ル
ス
究
極
の
寄
生
生
命

体
」
Ｎ
Ｈ
Ｋ
人
間
講
座
、

２
０
０
５
、 

２
〜
３
月
。

挿
絵　
理
化
学
研
究
所
、
分

子
ウ
イ
ル
ス
学
ユ
ニ
ッ
ト
の

一
般
公
開
資
料
を
参
考
に
し

て
作
成
。

　

写
真
⑥
は
昭
和
７
年
当
時

の
膝
折
駅
（
埼
玉
県
行
政
文

書 

昭
和
２
５
４
１
）
埼
玉

県
立
文
書
館
蔵
。

　

ホ
ー
ム
の
一
角
に
大
き
な

変
電
所
が
あ
っ
た
。

　

写
真
⑦
は
昭
和
29
年
の
大

和
町
駅
（
現
・
和
光
市
駅
）。

最
初
は
新
倉
、
に
い
く
ら
、

次
い
で
大
和
町
、
そ
し
て
昭

和
45
年
に
現
在
の
駅
名
に

な
っ
た
。
戦
時
中
に
は
、
朝

霞
、
和
光
両
市
に
ま
た
が
る

広
大
な
「
広
沢
」
に
陸
軍
予

科
士
官
学
校
が
建
設
さ
れ
、

そ
の
正
門
に
向
か
う
た
め
の

玄
関
口
と
し
て
、
駅
舎
に
は

貴
賓
室
を
備
え
、
他
の
駅
と

比
べ
る
と
ひ
と
際
端
麗
な
建

物
で
あ
っ
た
。

　

写
真
⑧
は
昭
和
54
年
の
和

光
市
駅
ホ
ー
ム
、
１
面
２
線

だ
っ
た
ホ
ー
ム
は
有
楽
町
線

乗
り
入
れ
で
、
そ
の
後
２
面

４
線
と
な
っ
て
い
る
。

　

写
真
⑨
は
昭
和
44
年
の
志

木
駅
南
口
、
周
囲
は
雑
木
林

に
囲
ま
れ
、
雨
が
降
る
と
ぬ

か
る
み
が
で
き
た
。

　
以
上
の
写
真
⑦
、
⑧
、
⑨

は
東
武
博
物
館
提
供

ア
ル
バ
ム
・
２

東
武
東
上
線
駅
舎
の
今
昔

東
武
博
物
館
で
特
別
展

「
東
武
電
車
の
ヘ
ッ
ド
マ
ー
ク
」

開
館
時
間

10
時
〜
午
後
４
時
30
分

休
館
日

毎
週
月
曜
日

（
但
し　
７
月
18
日
開
館
、

19
日
休
館
）

と
こ
ろ

東
武
伊
勢
崎
線「
東
向
島
駅
」

下
車
、
駅
の
と
な
り

入
館
料

二
百
円
（
小
児
は
百
円
）

　

浅
草
か
ら
隅
田
川
を
渡
っ

て
間
も
な
く
、
東
向
島
駅
に

つ
な
が
っ
て
設
け
ら
れ
た
こ

の
博
物
館
に
は
、
体
験
的
な

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
、
か
つ
て

の
蒸
気
機
関
車
か
ら
電
気
機

関
車
か
ら
、
木
造
電
車
、
バ

ス
に
い
た
る
ま
で
、
東
武

鉄
道
が
誇
る
多
く
の
乗
り
物

が
展
示
さ
れ
て
い
る
ば
か
り

か
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
や

動
く
パ
ノ
ラ
マ
も
見
ら
れ
、

乗
り
物
の
楽
し
さ
を
味
わ
う

こ
と
が
で
き
る
。そ
の
他
に
、

Ｓ
Ｌ
運
転
シ
ョ
ー
や
パ
ノ
ラ

マ
シ
ョ
ー
も
見
ら
れ
る
。

　

特
別
展
で
は
、
日
光
線
の

特
急
「
け
ご
ん
」
か
ら
東

上
線
の
「
フ
ラ
イ
ン
グ
東
上

号
」、団
体
専
用
の
「
ブ
ル
ー

バ
ー
ド
号
」、
有
楽
町
線
と

の
直
通
運
転
開
始
の
「
ヘ
ッ

ド
マ
ー
ク
」
な
ど
が
展
示
さ

れ
て
い
る
。

　

時
間
が
あ
れ
ば
、
こ
こ
か

ら
歩
い
て
数
分
の「
百
花
園
」

に
も
立
寄
っ
て
み
た
い
。

写
真
⑩　
ヘ
ッ
ド
マ
ー
ク

有
楽
町
線
乗
り
入
れ

８
月
31
日
ま
で

特
定
非
営
利
活
動
法
人

Ｎ
Ｐ
Ｏ
「
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

　

こ
の
法
人
は
地
域
住
民

と
行
政
に
対
し
て
取
材
活
動

を
行
い
、
報
道
に
よ
っ
て
市

民
の
公
共
参
加
を
推
進
し
、

地
域
内
の
メ
デ
ィ
ア
事
業
を

行
っ
て
、
市
民
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
向
上
さ
せ
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

地
域
情
報
紙
「
市
民
プ
レ
ス
」

は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

が
編
集
・
発
行
し
、
無
料
で

配
付
し
ま
す
。

　
　
　
＊　
＊　
＊

◇　

読
者
の
「
オ
ピ
ニ
オ
ン

（
意
見
／
考
え
）」
を
募
集

し
ま
す
。

☎
０
９
０
（
３
０
４
８
）

５
５
０
２

編
集
部　

原
宛
に
ど
う
ぞ

ウ
イ
ル
ス
に
異
変
が
…

　
そ
の
２
・
は
げ
し
い
増
殖

⑨ ⑧ ⑦ ⑥

⑩


