
同
士
の
つ
な
が
り
が
深
ま
り
今
よ

り
も
住
み
や
す
い
、
人
に
優
し
い

地
域
社
会
が
出
来
て
く
る
の
で
は

と
考
え
ま
す
。　
　
　
　
（
清
澤
）

　

松
本
地
方
で
は
、
８
月
７
日
を

七
夕
と
し
て
、
家
々
で
紙
で
で
き

た
七
夕
人
形
を
軒
先
に
吊
る
し
ま

す
が
、
そ
も
そ
も
は
厄
払
い
し
た

着
物
を
子
ど
も
に
着
せ
る
も
の

で
、
次
第
に
人
形
に
着
物
を
着
せ

て
軒
先
に
飾
る
も
の
に
変
化
し
て

い
っ
た
様
で
す
。

　

こ
れ
は
全
国
的
に
も
珍
し
く
、

こ
の
日
は
野
菜
や
果
物
を
お
供
え

し
ま
す
が
、「
七
夕
様
は
甘
い
も

の
や
粉
も
の
が
好
き
」
と
い
う
事

で
、
お
焼
き
や
ほ
う
と
う
（
戦
国

時
代
こ
の
地
域
を
統
治
し
た
武
田

信
玄
の
影
響
が
見
ら
れ
る
）、
ま

ん
じ
ゅ
う
等
も
お
供
え
し
、
お
盆

と
七
夕
が
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
た
よ
う

な
も
の
で
す
。

　

女
鳥
羽
町
会
で
は
公
民
館
の
年

間
行
事
と
し
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
皆
さ
ん
の
お
陰
で
会
費
も
安
く

中
身
の
あ
る「
お
茶
会
」「
居
酒
屋
」

等
の
サ
ー
ク
ル
活
動
を
実
施
し
親

睦
や
絆
を
深
め
て
い
ま
す
が
、
今

年
の
「
お
茶
会
」
で
は
大
人
達
に

交
じ
っ
て
、
同
じ
町
内
で
あ
り
な

が
ら
普
段
は
交
流
の
無
い
通
学
区

域
が
異
な
る
小
・
中
学
生
も
加
わ

　

８
月
３
日
、
城
東
公
民
館
に
お

い
て
、
信
州
大
学
教
授
・
井
上
信

宏
氏
の
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

に
つ
い
て
の
講
演
が
あ
り
、
北
上

横
田
町
会
か
ら
は
、
町
会
長
・
民

生
児
童
委
員
・
公
民
館
長
の
三
名

が
聴
講
し
ま
し
た
。

　

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
と
は

「
誰
で
も
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら

し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み

を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
の

説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
私
達
の
多

く
が
望
ん
で
い
る
「
普
通
の
幸
せ
」

を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と

の
こ
と
で
し
た
。

　

し
か
し
、
少
子
高
齢
化
・
人
口

減
少
社
会
が
進
行
し
、
そ
れ
に

伴
っ
て
家
族
の
様
態
も
変
化
し

地
域
も
ま
た
変
化
し
て
き
て
お

り
「
普
通
の
幸
せ
」
を
手
に
す
る

こ
と
が
難
し
い
時
代
に
な
っ
て
い

て
、
今
ま
で
の
方
法
で
は
、
変
化

に
対
応
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
重

要
に
な
っ
て
く
る
の
は

①
自
分
の
健
康
を
維
持
し
続
け
る

こ
と
。
健
康
で
あ
る
た
め
に
は
人

と
の
繋
が
り
と
笑
顔
が
大
切
で
あ

る
。

②
自
分
一
人
で
は
で
き
な
い
こ
と

を
手
助
け
し
て
も
ら
え
る
シ
ス
テ

り
、
初
め
て
の
七
夕
人
形
作
り
で

は
、
子
供
達
は
覚
え
が
早
く
大
人

が
教
え
て
貰
う
和
気
あ
い
あ
い
の

三
世
代
交
流
や
、
参
加
人
数
も
増

え
て
活
気
が
見
ら
れ
ま
し
た
。　

　

是
非
来
年
も
七
夕
人
形
作
り

の
「
お
茶
会
」
を
行
い
、
来
た
い

時
の
み
参
加
す
る
と
い
う
気
軽
な

サ
ー
ク
ル
だ
け
に
多
様
な
企
画
が

必
要
に
思
え
ま
し
た
。　
（
矢
島
）

　

城
東
地
区
市
政
懇
談
会
が
以
下

の
日
程
で
開
催
予
定
で
す
。

　

松
本
市
長
が
、
地
域
の
皆
さ
ま

へ
市
政
方
針
の
説
明
を
行
い
ま

す
。
ま
た
、
地
区
住
民
と
の
対

話
を
と
お
し
て
意
見
や
提
言
を
聞

き
、
市
政
へ
と
反
映
し
て
い
き
ま

す
。

　

是
非
ご
近
所
お
誘
い
合
わ
せ

て
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時
　
11
月
27
日
（
月
）

　
　
　
午
後
7
時
～

場
所　

城
東
公
民
館
大
会
議
室

ム
を
作
る
こ
と
。
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
の
ゴ
ー
ル
は
、
つ
な
が

り
と
笑
顔
を
育
て
る
地
域
づ
く
り

で
あ
る
と
い
う
結
論
で
し
た
。

　

講
演
を
通
し
て
、
我
が
北
上
横

田
町
会
の
現
状
を
み
る
と
、
町
会

加
入
世
帯
数
は
62
世
帯
で
そ
の
内

一
人
暮
ら
し
高
齢
者
世
帯
は
16
世

帯
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

先
日
、
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者

の
方
が
自
宅
で
脳
梗
塞
の
た
め
動

け
な
く
な
る
事
が
あ
り
ま
し
た
。

幸
い
発
見
が
早
く
事
無
き
を
得
ま

し
た
が
、
孤
独
死
が
身
近
な
問
題

と
な
っ
た
こ
と
を
実
感
さ
せ
ら
れ

ま
し
た
。

　

町
会
に
住
む
人
々
が
住
み
慣
れ

た
家
で
、
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら

し
続
け
る
ま
ち
に
す
る
た
め
に

は
、

①
笑
顔
で
住
民
同
士
の
挨
拶
を
心

掛
け
る
。

②
自
ら
の
住
む
地
域
に
関
心
を
持

ち
、
町
会
の
役
員
や
、
町
会
の
行

事
に
積
極
的
に
参
加
し
て
、
地
域

の
問
題
を
自
ら
の
問
題
と
し
て
捉

え
る
よ
う
に
す
る
。

③
近
所
に
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者

の
方
が
お
ら
れ
た
ら
何
気
な
い
心

使
い
で
見
守
っ
て
や
り
、
何
か
事

あ
れ
ば
町
会
役
員
・
あ
る
い
は
民

生
児
童
委
員
に
連
絡
し
て
事
に
対

処
す
る
。

な
ど
、
住
民
一
人
一
人
が
意
識
し

て
行
動
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
町
民

女
鳥
羽
町
会

七
夕
人
形
と
サ
ー
ク
ル
活
動

『
城
東
地
区
市
政
懇
談
会
』

開
催
の
お
知
ら
せ

七夕人形作り

講演会の模様

講演を聴講する参加者

●「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」講
演
会
を
聴
講
し
て 

●
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今
年
、
中
国
地
方
に
旅
す
る
機

会
に
恵
ま
れ
、
岡
山
駅
か
ら
久
し

振
り
に
路
面
電
車
と
徒
歩
で
、
別

名
烏う
じ
ょ
う城
あ
る
い
は
金き
ん
う
じ
ょ
う

烏
城
と
呼
ば

れ
る
岡
山
城
を
見
学
し
た
。

　

現
在
の
天
守
は
空
襲
で
焼
失
し

て
、
昭
和
39
年
か
ら
41
年
に
か

け
て
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り

で
再
建
。
築
城
年
代
は
、
松
本
城

よ
り
遅
く
豊
臣
５
大
老
の
宇
喜
多

秀
家
が
8
年
も
の
歳
月
を
要
し
て

一
五
九
七
年
。

　

縄
張
り
は
梯
郭
式
で
「
岡
山
」

と
い
う
小
高
い
山
を
利
用
し
て
の

平
山
城
。
川
幅
の
広
い
旭
川
の
流

路
を
利
用
し
、
城
の
手
前
で
大
き

く
東
方
へ
曲
げ
て
城
の
北
東
面
に

沿
わ
せ
、
さ
ら
に
南
流
す
る
よ
う

に
変
え
た
天
然
の
外
堀
と
し
て
構

え
、
西
か
ら
城
を
囲
む
様
に
鍵
型

に
内
堀
を
造
り
、
曲
輪
の
本
丸
に

は
、
全
国
的
に
珍
し
い
不
等
辺
五

角
形
の
天
守
台
に
野
面
積
の
高
石

垣
を
備
え
、
豊
臣
系
城
廓
に
見
ら

れ
る
金
箔
瓦
を
使
用
し
た
三
層
六

階
（
松
本
城
も
築
城
時
に
金
箔
が

軒
丸
瓦
に
施
さ
れ
た
五
層
六
階
）

の
望
楼
型
天
守
と
、
塩
櫓
と
呼
ば

れ
る
櫓
を
付
属
さ
せ
て
（
松
本
城

の
辰
巳
附
櫓
と
同
様
）
複
合
式
天

守
を
築
城
。

　

江
戸
時
代
に
、
徳
川
家
康
の
外

孫
、
譜
代
大
名
池
田
忠
雄
に
よ
り

城
門
や
隅
櫓
を
増
設
し
て
34
基
の

櫓
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
現
在

で
は
戦
火
を
免
れ
た
2
基
の
櫓
の

み
残
り
、
1
基
は
、
本
丸
内
に
在

る
月
見
櫓
（
多
門
櫓
で
不
明
門
に

通
じ
て
い
る
）
で
、
外
か
ら
は
二

層
の
楼
望
型
に
見
え
る
が
城
内
か

ら
は
三
層
の
層
塔
型
様
式
と
な
る

隅
櫓
で
廻
縁
の
内
側
に
引
戸
、
外

側
に
雨
戸
が
あ
る
。（
写
真
参
考
）

　

城
郭
防
衛
と
月
見
も
兼
ね
て
お

り
、
松
本
城
は
月
見
の
為
に
作
ら

れ
た
連
結
複
合
式
で
、
月
見
櫓
は

此
の
二
城
だ
け
が
現
存
し
て
い

る
。
戦
火
を
逃
れ
た
も
う
1
基
は
、

西
の
丸
に
あ
る
「
西
手
櫓
」
で
何

れ
も
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
る
。
修
復
し
た
城
壁
を
囲
む
土

壁
の
鉄
砲
狭
間
（
写
真
参
考
）
が

反
対
方
向
に
広
が
り
、
犬
走
り
が

無
く
再
建
さ
れ
て
い
た
。

　

天
守
内
部
に
入
る
と
、
地
下
一

階
が
切
符
売
り
場
（
現
存
の
時
は

地
下
無
し
）
と
な
り
、
各
階
に
展

示
物
、
売
店
や
食
事
処
が
あ
り
、

案
内
は
画
像
デ
ー
タ
を
利
用
し
て

お
り
博
物
館
に
思
え
た
。

　

外
部
に
関
し
て
も
同
様
に
木
材

は
使
用
さ
れ
ず
、
烏
城
と
呼
ば
れ

る
黒
漆
下
見
板
や
塩
櫓
の
白
漆
喰

が
見
ら
れ
ず
、
歴
史
的
価
値
が
無

い
為
か
、
外
観
を
真
似
た
だ
け
で

済
ま
せ
て
お
り
、
松
本
城
が
姫
路

城
の
白
鷺
城
に
対
し
、
宣
伝
的
に

岡
山
城
に
代
わ
っ
て
『
烏
か
ら
す城
』
と

呼
ぶ
の
も
理
解
で
き
た
。

　

石
垣
に
関
し
て
は
築
城
時
の
野

面
積
み
・
江
戸
時
代
初
期
の
打
込

み
ハ
ギ
・
其
の
後
の
切
込
み
ハ
ギ

と
各
時
代
に
よ
る
石
積
が
観
察
で

き
て
、
高
石
垣
を
含
め
て
此
の
時

代
の
遺
構
と
思
え
た
。
旭
川
の
月

見
橋
を
渡
る
と
岡
山
後
楽
園
が
あ

り
、
入
場
口
近
く
の
茶
屋
か
ら
観

る
岡
山
城
は
雄
大
で
歴
史
を
忍
ば

せ
て
く
れ
て
い
る
。（
写
真
参
考
）

　

後
楽
園
は
当
初
の
出
城
の
役
割

か
ら
、
城
主
の
憩
の
建
造
物
と
趣

を
楽
し
む
庭
と
し
て
東
京
ド
ー
ム

３
倍
の
広
大
な
敷
地
に
回
遊
式
庭

園
が
造
ら
れ
た
。
岡
山
城
同
様
に

空
襲
で
焼
か
れ
文
化
財
保
護
法
に

よ
り
国
の
特
別
名
勝
に
指
定
さ
れ

て
、
昭
和
42
年
に
庭
園
内
全
て
の

建
物
が
復
元
、
個
人
的
感
想
で
は

日
本
三
名
園
で
最
も
整
備
さ
れ
、

小
雨
の
中
、
後
楽
園
の
背
景
に
映

る
岡
山
城
が
幻
想
的
だ
っ
た
。

（
矢
島
）

　

２
年
程
前
の
夏
に
大
学
時
代

の
友
人
か
ら
、「
閑
侭
八
十
三
景
」

な
る
立
派
な
書
籍
が
突
然
送
ら
れ

て
き
た
。

　

彼
が
く
れ
る
年
賀
状
の
文
章
に

は
以
前
か
ら
興
味
が
あ
っ
て
、
な

か
な
か
才
能
が
あ
る
な
あ
と
は

思
っ
て
い
て
、
返
事
の
年
賀
状
に

「
随
筆
を
書
い
て
み
た
ら
ど
う
か
」

と
お
世
辞
半
分
で
書
い
た
こ
と
を

思
い
出
し
た
。

　

彼
と
は
大
学
３
年
の
春
休
み
に

二
人
で
沖
縄
旅
行
し
、
本
土
に

帰
っ
て
き
て
鹿
児
島
か
ら
彼
の
京

都
府
丹
後
の
実
家
ま
で
、
ヒ
ッ
チ

ハ
イ
ク
で
六
日
掛
か
り
で
た
ど
り

着
い
た
思
い
出
が
あ
る
。

　

50
年
以
上
前
の
当
時
の
沖
縄
は

パ
ス
ポ
ー
ト
が
必
要
だ
っ
た
。
嘉

手
納
基
地
の
滑
走
路
脇
に
張
り
巡

ら
さ
れ
た
鉄
条
網
の
直
ぐ
脇
で
、

一
人
農
夫
が
黙
々
と
鍬
で
畑
の
土

を
掘
り
返
し
て
い
た
。
農
夫
の
後

ろ
に
着
陸
態
勢
に
な
っ
た
米
軍
の

ジ
ェ
ッ
ト
戦
闘
機
の
機
影
が
あ
っ

た
が
、
今
思
い
出
す
と
、
ど
う
し

て
も
そ
れ
が
オ
ス
プ
レ
イ
の
機
影

に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

当
時
の
沖
縄
の
人
達
は
、
学
生

で
あ
ろ
う
と
誰
で
あ
ろ
う
と
本
土

か
ら
来
た
人
間
に
は
優
し
く
親
切

だ
っ
た
。
リ
ュ
ッ
ク
を
背
負
っ
て

歩
い
て
い
る
と
、
車
の
運
転
席
か

ら
、
何
処
ま
で
行
き
た
い
か
、
乗

せ
て
っ
て
あ
げ
る
と
必
ず
声
を
か

け
て
く
れ
た
。

　

あ
の
頃
の
あ
の
時
の
恩
返
し
が

何
も
出
来
て
い
な
い
こ
と
を
た
だ

恥
じ
る
ば
か
り
の
自
分
が
い
る
。

（
征
矢
野
）

岡
山
城

岡山城の月見櫓

同城　鉄砲狭間

岡山城

雑
　
感
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