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吾
妻
神
社
の
参
道
か
ら
東
海
道
旧
道
へ 

吾
妻
山
で
感
じ
た
し
お
風
で
あ
る
み
か
ん
風
の
流
れ
の
も
と
の
海
へ
行
って
み
ま
し
ょ
う
。 

 

吾
妻
神
社
を
下
る
と
二
之
鳥
居
を
潜
って
す
ぐ
に
小
さ
な
神
明
社
の
祠
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
吾
妻
神
社
の
境
内
社
で
は

な
く
、
独
立
し
て
神
社
庁
に
登
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

し
か
し
、
『
神
社
誌
』
に
「
往
昔
日
本
武
尊
東
征
無
事
の
旨
を
伊
勢
の
宮
に
祈
り
し
時
、
幣
帛
を
奉
ら
れ
し
旧
蹟
な
り
と 

い
う
」と
あ
る
そ
う
な
の
で
、
何
か
関
係
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
。   

吾
妻
山
を
訪
れ
る
方
は
二
宮
町
役
場
側
か
ら
登
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
吾
妻
神
社
の
参
道
は
梅
澤
口
か
ら
の
道
な

の
で
、
こ
ち
ら
が
正
式
な
登
り
口
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

         

国
道
を
渡
る
前
の
吾
妻
山
を
降
り
き
った
と
こ
ろ
に
吾
妻
神
社
の
一
之
鳥
居
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
前
の
東
西
に
走
る
道
が
東

海
道
旧
道
で
す
。
昔
は
一
月
十
五
日
に
吾
妻
神
社
の
お
祭
り
が
あ
り
旧
道
に
は
露
天
や
植
木
市
が
た
ち
、
賑
わ
い
ま
し
た
。 

 

普
段
は
静
か
で
魚
を
天
日
干
し
す
る
魚
屋
さ
ん
、
醤
油
醸
造
所
の
明
治
時
代
に
建
築
さ
れ
た
レ
ン
ガ
塀
な
ど
の
光
景
も
あ

り
、
懐
か
し
さ
を
感
じ
、
ほ
っと
す
る
道
で
し
た
。 
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ヤ
マ
ニ
醤
油
醸
造
所 

 
二
宮
の
醤
油
業
は
郷
土
誌
に
よ
る
と
１
９
４
０
（
昭
和
15
）
年
に
は
他
の
生
産
品
に
比
し
て
一
番
盛
ん
で
、
一
色
、
中
里
、

釜
野
、
川
匂
な
ど
の
農
家
で
は
、
自
家
で
盛
ん
に
醤
油
を
つ
く
って
い
た
よ
う
で
す
。
１
９
５
５
（
昭
和
30
）
年
頃
は
生
産
業
者

も
五
軒
あ
った
よ
う
で
す
が
、
現
在
は
一
つ
だ
け
に
な
って
し
ま
い
ま
し
た
。 

郷
土
史
に
は
、
「大
磯
、
国
府
津
方
面
に
は
同
業
種
を
見
ず
、
二
宮
の
特
異
な
産
業
の
一
つ
で
あ
る
。
〈中
略
〉当
町
は
地
下

水
が
醸
造
に
適
し
、
水
量
が
豊
富
で
、
千
葉
県
な
ど
に
似
て
気
候
が
よ
い
と
こ
ろ
か
ら
、
モ
ロ
ミ
の
発
酵
条
件
に
最
適
で
あ
り
、

良
質
の
醤
油
が
造
ら
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
」と
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

現
在
も
営
業
し
て
い
る
ヤ
マ
ニ
醤
油
醸
造
所
は
１
８
４
２(

天
保
13)

年
に
創
業
で
、
も
と
も
と
は
名
主
だ
った
そ
う
で
す
。 

レ
ン
ガ
塀
は
明
治
時
代
に
工
場
が
建
設
さ
れ
た
ま
ま
残
し
て
お
り
、
昔
モ
ロ
ミ
を
発
酵
さ
せ
る
た
め
の
室
の
壁
で
、
燃
料
を

燃
や
し
た
の
で
レ
ン
ガ
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。 

現
在
も
工
場
内
に
は
そ
の
当
時
の
ま
ま
ボ
イ
ラ
ー
の
レ
ン
ガ
づ
く
り
の
煙
突
、
醤
油
を
し
ぼ
る
装
置
、
大
き
な
木
桶
が
整
列

し
て
残
って
い
ま
す
。
昔
か
ら
の
モ
ロ
ミ
の
菌
が
残
って
い
て
、
醤
油
の
味
を
な
め
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
木
桶
に
寝
か
せ
て

か
ら
販
売
を
し
て
い
ま
す
。 
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「
瀬
の
海
」
が
広
が
る
袖
ケ
浦
海
岸
沖 

二
宮
の
海
岸
は
、
袖
が
浦
（ソ
デ
ガ
ウ
ラ
）
海
岸
と
い
い
ま
す
。 

袖
が
浦
海
岸
と
い
う
名
前
は
、
日
本
武
尊
（
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
）
が
東
征
の
時
に
海

に
身
を
投
げ
て
海
神
の
怒
り
を
鎮
め
た
弟
橘
姫
（オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
）
の
着
物
の
袖
が
流
れ

着
い
た
と
の
伝
説
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
吾
妻
山
も
こ
の
伝
説
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。 

 

海
岸
沖
の
海
は
、
「
瀬
の
海
」
と
呼
ば
れ
、
暖
か
い
太
陽
の
光
を
受
け
て
、
プ
ラ
ン
ク
ト

ン
が
多
く
発
生
し
、
そ
の
え
さ
を
求
め
る
さ
ま
ざ
ま
な
魚
が
集
ま
り
、
鯵
を
は
じ
め
美

味
し
い
魚
が
豊
富
で
す
。 

 

そ
ん
な
海
の
豊
か
さ
を
生
か
し
て
、
西
湘
バ
イ
パ
ス
が
整
備
さ
れ
た
五
十
年
近
く
前
、

他
で
は
珍
し
か
った
時
代
か
ら
観
光
地
引
網
が
続
い
て
い
ま
す 

近
年
獲
れ
る
魚
の
量
が
少
な
く
な
り
、
台
風
被
害
、
後
継
者
問
題
な
ど
悩
み
を
抱

え
て
い
ま
す
が
、
二
宮
の
場
合
、
駅
か
ら
現
地
ま
で
歩
け
る
程
近
く
、
高
架
下
が
あ
る

の
で
小
雨
で
も
実
施
で
き
、
梅
沢
川
で
子
ど
も
た
ち
が
川
遊
び
も
楽
し
め
る
な
ど
他
に

は
な
い
魅
力
も
あ
り
ま
す
。 

家
族
連
れ
が
新
鮮
な
魚
を
食
べ
て
の
ん
び
り
過
ご
し
、
子
ど
も
た
ち
が
笑
顔
い
っぱ
い  

 
 
 

に
楽
し
ん
で
い
る
姿
を
海
岸
か
ら
消
さ
な
い
よ
う
に
観
光
地
引
網
を
続
け
て
も
ら
い
た

い
と
思
い
ま
す
。 

ま
た
、
釣
り
客
や
浜
辺
で
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
楽
し
む
方
も
多
く
、
障
が
い
を
持
った
方
で      

も
車
で
来
て
砂
浜
ま
で
入
れ
、
海
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
の
利
点
も
あ
り
ま
す
。 

地
形
を
活
か
し
た
二
宮
ら
し
い
交
流
拠
点
づ
く
り
を
進
め
ら
れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。 
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「
ひ
げ
の
西
山
さ
ん
」
と
親
し
ま
れ
た
漁
師
、
西
山
敏
夫
さ
ん 

袖
が
浦
海
岸
の
中
の
梅
澤
海
岸
で
は
、
わ
か
め
や
昆
布
を
養
殖
し
て
い
た
西
山
敏
夫
さ
ん

と
い
う
民
話
や
民
具
に
造
詣
が
深
い
二
宮
の
名
物
漁
師
さ
ん
が
い
ま
し
た
。 

 

西
山
敏
夫
さ
ん
が
昭
和
四
十
年
代
に
わ
か
め
や
昆
布
の
養
殖
を
始
め
た
の
は
、
昭
和
三
十

五
年
頃
か
ら
ブ
リ
漁
が
不
振
に
な
り
、
「取
る
漁
業
か
ら
育
て
る
漁
業
」が
提
唱
さ
れ
始
め
た

時
代
背
景
も
あ
り
、
五
十
年
近
く
養
殖
を
続
け
て
い
ま
し
た
。 

こ
の
養
殖
は
日
本
で
一
番
荒
々
し
い
海
で
行
わ
れ
、
そ
の
潮
の
流
れ
の
激
し
さ
と
燦
々
と
輝

く
日
の
光
を
利
用
し
た
独
自
な
し
か
け
も
開
発
し
ま
し
た
。 

こ
の
自
然
の
恵
み
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
る
た
め
に
、
わ
か
め
の
苗
を
晩
秋
に
植
え
付
け
、  

 
 

 
春
に
収
穫
す
る
「海
の
教
室
」を
幼
稚
園
生
や
保
育
園
生
そ
し
て
小
学
生
の
数
百
人
に
十
五

年
間
続
け
、
「ひ
げ
の
西
山
さ
ん
」と
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。 

し
か
し
、
「
で
か
い
波
も
怖
く
は
な
い
が
、
寄
る
年
波
に
は
勝
て
な
い
」
と
２
０
１
０
（
平
成

22
）
年
の
春
に
漁
師
を
引
退
し
、
二
宮
で
の
わ
か
め
や
昆
布
の
養
殖
も
終
わ
って
し
ま
い
ま
し

た
。 引

退
さ
れ
た
後
も
古
老
の
漁
師
か
ら
伝
え
聞
い
た
話
や
自
身
の
体
験
を
生
き
生
き
と
描

き
、
相
模
湾
の
漁
業
の
貴
重
な
逸
話
を
ま
と
め
た
「一
旦
力
（い
った
ん
り
き
）・セ
ギ
ル
ベ
エ 

漁

師
・西
山
敏
夫
の
相
模
湾
」を
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

二
宮
の
名
物
お
じ
さ
ん
だ
った
西
山
敏
夫
さ
ん
は
二
年
前
に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
が
、
多

く
の
子
ど
も
た
ち
が
成
人
し
た
後
に
も
ず
っと
「ひ
げ
の
西
山
さ
ん
」が
二
宮
に
い
ら
し
た
こ
と
、

西
山
さ
ん
か
ら
学
ん
だ
自
然
の
大
切
さ
は
心
に
残
って
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 
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海
で
の
禊
（
み
そ
ぎ
）
、
浜
降
り
祭 

十
月
の
第
二
日
曜
日
に
開
催
さ
れ
る
川
勾
神
社
の
例
大
祭
。
二
宮
町
全
町
を
挙
げ
て
行
わ
れ
、
神
輿
が
町
じ
ゅ
う
を
練

り
歩
き
、
最
後
に
浜
降
り
・禊
祭
が
袖
ケ
浦
海
岸
の
梅
澤
海
岸
で
行
わ
れ
ま
す
。 

各
地
区
か
ら
の
氏
子
が
集
ま
り
、
川
勾
神
社
の
宮
司
と
巫
女
が
お
祓
い
を
行
い
、
夕
暮
れ
の
中
で
神
輿
と
提
灯
に
火
が
灯

さ
れ
、
砂
浜
を
行
列
で
回
り
、
神
輿
が
揺
れ
な
が
ら
最
後
に
は
暗
闇
の
海
の
中
に
入
る
様
子
は
、
と
て
も
厳
粛
で
、
美
し
い
光

景
で
す
。 

こ
の
厳
粛
さ
を
保
ち
な
が
ら
、
古
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
人
々
の
想
い
を
多
く
の
人
た
ち
が
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
素
晴

ら
し
い
と
思
い
ま
す
。 
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梅
澤
海
岸
で
行
わ
れ
て
い
た
珍
し
い
七
夕 

「
湘
南
♡
風
と
星
物
語
」
の
名
前
は
、
二
宮
に
星
に
ま
つ
わ
る
伝
説
が
残
り
、
特
に
県
内
の

他
で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
独
特
の
七
夕
の
風
習
が
袖
ケ
浦
海
岸
の
今
の
梅
澤
海
岸
辺
り
で
行

わ
れ
て
い
た
の
で
、
二
宮
の
特
徴
と
し
て
星
を
入
れ
ま
し
た
。 

 

そ
の
七
夕
ま
つ
り
は
、
戦
前
ま
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

小
学
校
の
低
学
年
に
あ
た
る
幼
い
女
の
子
た
ち
が
八
月
六
日
に
柳
の
二
股
の
枝
を
切
り
、

八
月
七
日
に
そ
れ
二
本
で
物
干
し
の
よ
う
な
も
の
を
作
り
、
砂
浜
に
立
て
、
海
水
を
く
み
上

げ
て
里
芋
の
葉
の
上
に
入
れ
て
お
き
ま
す
。 

薄
い
紙
で
切
り
抜
い
た
織
り
姫
・
彦
星
の
男
女
一
対
の
紙
衣
を
竿
に
通
し
、
は
た
き
の
よ

う
な
も
の
で
、
里
芋
の
葉
の
海
水
に
つ
け
て
た
た
き
、
習
字
や
裁
縫
の
上
達
を
祈
り
、
そ
の
時

に
「
七
夕
さ
ま
よ
七
夕
さ
ま
よ
、
一
に
短
冊
あ
げ
ま
す
ほ
ど
に
、
こ
の
手
を
あ
げ
て
く
だ
さ

ん
せ
、
く
だ
さ
ん
せ
」
と
歌
い
な
が
ら
、
紙
衣
を
早
く
落
と
す
の
を
競
い
ま
し
た
。
そ
の
後
海

に
流
し
た
そ
う
で
す
。 

  

県
内
で
は
珍
し
い
と
そ
の
七
夕
の
風
習
の
紙
衣
は
県
立
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

七
夕
は
、
一
年
に
一
度
織
り
姫
と
彦
星
が
天
の
川
を
渡
っ
て
出
会
う
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
中
国
と
日
本
の
伝
承
が
合
わ
さ
った
も
の
で
す
。 

中
国
で
は
織
り
姫
は
針
仕
事
を
司
る
星
と
し
て
、
お
供
え
を
し
て
裁
縫
や
芸
事
、
習
字

な
ど
の
上
達
を
願
う
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。 

日
本
で
は
旧
暦
の
七
月
七
日
頃
に
「棚
機
（た
な
ば
た
）
」
と
い
う
お
盆
に
先
立
って
、
穢
れ

を
水
に
流
し
て
祓
う
行
事
が
あ
り
ま
し
た
。 
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【存
在
発
見
の
数
奇
な
変
遷
】 

二
宮
独
自
の
七
夕
は
、
川
口
謙
二
さ
ん
（
１
９
２
３
〜
９
９
年
。
元
神
奈
川
県
教
育
庁
文
化
財
保
護
課
主
幹
。
著
書
に
「暮
し
の
中
の
神
様
」「神

社
め
ぐ
り
」
な
ど
。
）
が
梅
沢
海
岸
辺
り
で
、
女
性
が
子
ど
も
の
頃
を
懐
か
し
ん
で
、
実
際
に
行
って
い
た
の
を
見
聞
し
、
用
い
て
い
た

ヒ
ト
ガ
タ
の
一
対
の
紙
と
小
枝
も
譲
り
受
け
た
そ
う
で
す
。 

そ
し
て
、
１
９
６
０
（
昭
和
35
）
年
発
行
の
川
口
さ
ん
の
著
書
で
紹
介
。
ヒ
ト
ガ
タ
の
一
対
の
紙
と
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
物
干
し
と
ハ

タ
キ
の
よ
う
な
小
枝
は
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
、
後
に
寄
贈
さ
れ
た
そ
う
で
す
。 

し
か
し
、
そ
の
後
、
そ
の
存
在
の
真
偽
は
不
明
だ
った
そ
う
で
す
が
、
１
９
８
９
（
昭
和
64
）
年
に
和
田
正
州
さ
ん
の
監
修
の

も
と
二
宮
町
が
行
った
民
俗
調
査
で
の
聞
き
取
り
で
存
在
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。 

 【「し
お
風
」と
の
不
思
議
な
縁
】 

 

こ
の
七
夕
が
最
初
川
口
さ
ん
に
見
聞
さ
れ
た
時
や
場
所
が
「し
お
風
」さ
ん
が
誕
生
し
た
時
や
場
所
と
近
い
こ
と
。
そ
し
て
、

そ
の
後
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
紙
「
し
お
風
」
に
「
晴
れ
、
と
き
ど
き
、
天
の
川
」
を
連
載
を
し
て
い
た
平
塚
市
博
物
館
の
澤

村
泰
彦
学
芸
員
（当
時
）が
、
七
夕
に
つ
い
て
調
べ
て
い
て
、
２
０
０
６
（平
成
18
）年
度
に
「里
に
降
り
た
星
た
ち
」を
監
修
し
、

こ
の
七
夕
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。 

「し
お
風
」も
こ
の
時
に
聞
き
取
り
し
た
女
性
の
お
話
に
同
席
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
が

あ
り
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
「し
お
風
」と
の
不
思
議
な
縁
を
感
じ
ま
し
た
。 

 

【「湘
南
♡
風
と
星
物
語
」の
活
動
の
中
で
伝
え
続
け
て
】 

私
た
ち
が
忙
し
さ
や
効
率
性
を
求
め
た
中
で
忘
れ
ら
れ
た
生
活
文
化
を
見
直
す
こ
と
で
、
町
の
魅
力
、
活
性
化
に
つ
な
げ

ら
れ
た
ら
と
、
二
宮
の
生
活
文
化
の
魅
力
を
伝
え
る
地
域
ブ
ラ
ン
ド
づ
く
り
「湘
南
♡
風
と
星
物
語
」の
活
動
を
２
０
０
７
（平

成
19
）年
か
ら
始
め
ま
し
た
。 

こ
の
活
動
の
中
で
二
宮
独
自
の
七
夕
が
あ
った
こ
と
を
伝
え
る
た
め
に
、
新
た
に
編
集
し
た
地
域
ブ
ラ
ン
ド
づ
く
り
情
報
紙

「湘
南
♡
風
と
星
物
語
」で
紹
介
し
、
七
夕
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
続
け
て
き
ま
し
た
。 
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【「し
お
風
」の
夢
に
も
通
じ
て
】 

「し
お
風
」の
夢
は
「住
民
が
主
役
の
共
育
の
ま
ち
づ
く
り
」。
住
民
の
町
を
愛
す
る
熱
意
、
資
質
、
資
源
を
活
か
し
、
ま
ち
づ

く
り
に
関
わ
り
合
う
こ
と
で
お
互
い
が
成
長
し
、
そ
の
輝
き
が
町
を
輝
か
せ
る
ま
ち
づ
く
り
で
す
。
特
に
、
忘
れ
ら
れ
た
生
活

文
化
を
再
発
見
す
る
こ
と
で
、
町
の
魅
力
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
試
み
が
「し
お
風
」の
活
動
の
大
き
な
柱
と
な
って
い
ま
す
。 

 

１
９
８
９(

昭
和
64)

年
の
民
俗
調
査
は
、
町
史
を
作
る
た
め
に
調
査
員
が
町
民
か
ら
公
募
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
が
主
婦
で
、
こ

の
当
時
調
査
へ
の
町
民
参
加
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ
った
よ
う
で
す
。
そ
し
て
、
調
査
員
が
ま
った
く
経
験
の
な
い
人
た
ち
で
大

変
苦
労
し
た
よ
う
で
す
が
、
有
能
な
調
査
員
が
必
要
な
話
者
宅
を
く
ま
な
く
調
査
し
、
特
に
こ
の
七
夕
の
発
見
は
、
丹
念
な

戸
口
調
査
の
結
果
だ
そ
う
で
す
。 

 

極
め
て
限
ら
れ
た
地
域
の
限
ら
れ
た
対
象
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
ま
で
の
ア
ッ
ト
ラ
ン
ダ
ム
な
地
域
選
定
に
よ
る
調
査

で
は
発
見
で
き
な
か
った
そ
う
で
す
。 

住
民
が
主
役
の
共
育
の
ま
ち
づ
く
り
に
通
じ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

大人のための七夕の夕べ 

～星の話とともに楽しむ七夕会席 

ふるさとの家で七夕を祝う～夏の収穫祭 

平塚市博物館で七夕のお話 

二宮独自の七夕に挑戦 
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【記
憶
と
記
録
を
残
す
こ
と
で
次
世
代
へ
】 

 
 

「し
お
風
」はw

alkw
alk

（
ワ
ク
ワ
ク
）
こ
ど
も
ふ
る
さ
と
探
検
隊
の
活
動
を
２
０
１
８
（平
成
30
）年
度
で
一
区
切
り
し
ま
し
た
。 

参
加
し
た
子
ど
も
た
ち
の
記
憶
に
残
り
、
冊
子
「地
域
ブ
ラ
ン
ド
づ
く
り
湘
南
♡
風
と
星
物
語
２
０
１
８
年

w
alkw

alk

こ
ど

も
ふ
る
さ
と
探
検
隊
～
二
宮
独
自
の
七
夕
に
挑
戦
。
」
や
こ
の
「
湘
南
♡
風
と
星
物
語
～
湘
南
み
か
ん
風
の
二
宮
ま
ち
散
歩
」

に
記
録
を
残
す
こ
と
で
、
次
世
代
に
継
承
さ
れ
る
よ
う
に
願
い
ま
す
。 

 

二
宮
独
自
の
七
夕
は
、
な
ぜ
梅
沢
海
岸
辺
り
の
限
定
さ
れ
た
場
所
や
対
象
な
の
か
不
明
で
す
が
、
い
つ
か
解
明
さ
れ
る
こ
と

も
期
待
し
ま
す
。 
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子
ど
も
た
ち
が
描
い
た
「
こ
ど
も
ふ
る
さ
と
探
検
隊
」
の 

体
験
絵
日
記
の
一
部 
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湘
南
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
旧
山
川
秀
峰
・
山
川
方
夫
邸 

袖
ケ
浦
海
岸
の
近
く
に
旧
山
川
秀
峰
・方
夫
邸
が
あ
り
ま
す
。 

 

山
川
秀
峰
は
１
９
２
８(

昭
和
２)

年
と
１
９
３
０(

昭
和
５)

年
に
帝

展
の
特
選
に
入
選
し
て
い
る
美
人
画
で
有
名
な
日
本
画
家
で
す
。 

そ
の
息
子
の
山
川
方
夫
は
、
江
藤
淳
、
曽
野
綾
子
を
世
に
送
り
出
し

た
「三
田
文
学
」編
集
者
で
、
芥
川
賞
候
補
に
た
び
た
び
あ
が
り
、
注
目

さ
れ
た
作
家
で
す
。 

 

こ
の
二
人
は
二
宮
に
大
変
ゆ
か
り
が
あ
り
ま
す
。 

二
宮
と
の
結
び
つ
き
は
、
１
９
４
３(

昭
和
18)

年
に
父
秀
峰
が
「
ど
う

せ
海
岸
に
住
む
の
な
ら
、
海
の
一
番
よ
く
見
え
る
と
こ
ろ
し
よ
う
」と
二

宮
に
別
荘
を
建
て
た
時
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。 

翌
年
一
家
で
疎
開
し
、
半
年
も
た
た
な
い
う
ち
に
父
秀
峰
の
突
然
の

死
。
二
宮
か
ら
東
京
ま
で
通
う
長
い
道
程
、
恩
師
の
劇
作
家
梅
田
晴
夫

と
の
出
会
い
な
ど
が
息
子
の
山
川
方
夫
の
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え

ま
し
た
。
結
婚
生
活
も
ま
た
二
宮
の
地
で
始
め
、
三
十
四
歳
で
交
通
事

故
に
よ
り
突
然
の
死
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
山
川
文
学
は
二
宮
の
地

で
始
ま
り
、
こ
の
地
で
終
わ
って
い
る
と
も
言
わ
れ
、
二
宮
は
「最
初
の
秋
」

「夏
の
葬
列
」を
は
じ
め
様
々
な
作
品
の
舞
台
と
な
って
い
ま
す
。 

 

山
川
方
夫
が
亡
く
な
っ
た
駅
前
の
国
道
を
ま
っす
ぐ
南
へ
海
に
続
く

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/1928%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1928%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1928%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1930%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1930%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1930%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%9D%E5%B1%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%9D%E5%B1%95
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道
を
歩
い
て
行
き
、
海
鳴
り
や
潮
の
香
り
が
す
る
奥
ま
った
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
た
家
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
家
は
親
交
の
あ
った

吉
田
五
十
八
の
設
計
で
、
そ
の
当
時
は
松
林
ご
し
に
砂
浜
と
海
へ
続
き
、
二
階
の
書
斎
の
窓
か
ら
は
海
が
見
渡
せ
た
よ
う
で
す
。

入
口
の
格
子
戸
、
敷
石
、
玄
関
の
ガ
ラ
ス
引
き
戸
、
客
間
の
天
井
の
大
き
な
木
そ
の
ま
ま
の
梁
、
居
間
の
細
竹
を
並
べ
た
梁
な
ど

落
ち
着
き
の
あ
る
佇
ま
い
で
す
。
台
所
も
く
く
り
つ
け
の
食
器
棚
な
ど
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

現
在
お
住
い
の
添
田
登
さ
ん
は
俳
句
を
た
し
な
み
、
大
学
受
験
の
時
に
杏
雲
堂
に
入
院
し
た
縁
で
始
め
て
五
十
数
年
の
句

歴
が
あ
り
、
亡
く
な
った
奥
様
を
悼
ん
で
句
集
「や
ま
ぼ
う
し
」を
発
行
し
て
い
ま
す
。
こ
の
家
で
生
活
し
た
暮
ら
し
の
中
か
ら

生
ま
れ
た
俳
句
も
あ
り
ま
す
。 

こ
の
家
に
立
ち
寄
る
と
昭
和
の
文
化
の
薫
り
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
時
々
山
川
方
夫
や
吉
田
五
十

八
の
建
築
を
研
究
す
る
人
が
立
ち
寄
る
こ
と
も
あ
る
と
言
い
ま
す
。 

 
 

旧山川秀峰・方夫邸の魅力 

魅力 1  

新興数寄屋を大成させた吉田五十

八の設計 

 

魅力 2  

民家風と茶室風を融合させた画期

的な住宅 

 

魅力 3  

文学、芸術、建築としても価値が 

高い昭和の名作住宅 

 

魅力 4  

当時を彷彿させるまま今も継承 

 

魅力 5  

美人画で一世を風靡した山川秀峰

の別荘 

 

魅力 6  

戦後の新しい文学の先覚者・天才 

山川方夫に大きく影響 
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魅
力
１ 

新
興
数
寄
屋
を
大
成
さ
せ
た
吉
田
五
十
八
の
設
計 

吉
田
五
十
八
は
、
昭
和
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
活
躍
し
、
日
本
の
伝
統
建
築
の
美
に
着
目
し
、
新
興
数
寄
屋
と
呼
ば
れ

る
新
し
い
ス
タ
イ
ル
を
築
い
た
建
築
家
で
す
。 

前
歌
舞
伎
座
復
興
、
五
島
美
術
館
、
吉
田
茂
邸
、
岸
信
介
邸
な
ど
数
々
の
歴
史
的
な
建
造
物
を
残
し
ま
し
た
。 

 

吉
田
五
十
八
が
長
く
暮
ら
し
た
家
が
二
宮
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
二
宮
に
住
む
き
っか
け
は
、
山
川
秀
峰
が
二
宮
に
別

荘
を
建
て
、
そ
の
設
計
を
し
た
の
が
吉
田
五
十
八
だ
った
か
ら
で
す
。 

 

山
川
秀
峰
の
別
荘
は
、
民
家
風
と
茶
室
風
を
融
合
さ
せ
た
画
期
的
な
住
宅
で
す
。 

 

吉
田
五
十
八
が
そ
こ
に
住
ま
う
人
の
生
活
ス
タ
イ
ル
を
大
事
に
し
、
記
憶
の
場
づ
く
り
、
デ
ザ
イ
ン
は
暖
か
み
が
な
く
て
は

い
け
な
い
と
考
え
て
い
た
想
い
が
伝
わ
る
住
宅
で
す
。   

 
  

 

旧山川邸 

旧吉田邸 
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魅
力
２ 

民
家
風
と
茶
室
風
を
融
合
さ
せ
た
画
期
的
な
住
宅 

門
か
ら
家
屋
の
全
貌
は
見
え
ず
、
ど
ん
な
工
夫
が
な
さ
れ
た
建
物
か
期
待
に
胸
膨
ら

ま
せ
な
が
ら
、
玄
関
ま
で
緩
や
か
に
曲
が
った
延
段
を
進
む
と
、
み
か
ん
の
向
こ
う
に
瓦
葺

き
の
家
屋
。 

昔
の
玄
関
の
入
り
口
は
障
子
、
壁
面
に
は
、
横
木
の
デ
ザ
イ
ン
。
た
た
き
に
立
つ
と
目
の

前
は
板
の
間
、
真
正
面
に
太
い
大
黒
柱
。 

元
画
室
の
天
井
は
手
斧
で
削
った
何
本
も
の
丸
太
梁
が
露
出
、
平
ら
な
部
分
は
網
代

で
支
え
る
桟
は
細
い
丸
太
。
こ
れ
に
は
驚
か
さ
れ
ま
す
。 

元
画
室
の
入
り
口
の
対
面
側
の
障
子
を
開
け
る
と
外
に
出
ら
れ
ま
す
。 

外
か
ら
見
る
と
、
飛
び
石
の
路
地
が
延
び
、
皮
付
き
の
細
い
柱
に
支
え
ら
れ
た
軒
の
下

に
小
さ
な
土
間
、
そ
し
て
縁
が
あ
り
、
障
子
を
開
け
る
と
元
画
室
。
茶
室
で
い
う
土
庇

（ド
ビ
サ
シ
）
の
造
り
だ
そ
う
で
す
。
（日
本
近
現
代
建
築
史
が
専
門
の
東
大
名
誉
教
授
藤
森
照
信
さ
ん
が

書
い
た
「現
代
住
宅
併
走
」
の
旧
山
川
秀
峰
邸
「民
家
と
茶
室
の
コ
ラ
ボ
」参
照
） 
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魅
力
３ 

文
学
、
芸
術
、
建
築
と
し
て
も
価
値
が
高
い
昭
和
の
名
作
住
宅 

旧
山
川
秀
峰
・
方
夫
邸
は
、
日
本
の
伝
統
建
築
の
美
に
着
目
し
新
興
数
寄
屋
を
大
成
さ
せ
た
吉
田
五
十
八
が
山
川
秀
峰

の
戦
時
の
疎
開
先
の
別
荘
と
し
て
設
計
し
て
い
ま
す
。 

１
９
４
３(
昭
和
18)

年
に
秀
峰
が
「
ど
う
せ
海
岸
に
住
む
の
な
ら
、
海
の
一
番
よ
く
見
え
る
と
こ
ろ
し
よ
う
」
と
二
宮
に
別

荘
を
建
て
、
急
逝
す
る
翌
年
ま
で
こ
こ
で
創
作
に
励
ん
で
い
ま
し
た
。
当
時
は
松
林
ご
し
に
砂
浜
と
海
へ
続
き
、
二
階
の
書
斎

の
窓
か
ら
は
海
が
見
渡
せ
た
よ
う
で
す
。  

 

山
川
秀
峰
は 

１
９
２
８(
昭
和
２)

年
と 

１
９
３
０(

昭
和
５)

年
に
帝
展
の
特
選
に
入
選
し
て
い
る
美
人
画
で
有
名
な
日
本

画
家
。
息
子
の
山
川
方
夫
は
、
戦
後
「三
田
文
学
」を
復
活
さ
せ
た
編
集
者
で
、
芥
川
賞
候
補
に
４
度
も
あ
が
る
な
ど
活
躍
し
、

現
代
文
学
の
先
駆
者
、
夭
折
し
た
天
才
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 
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魅
力
４ 

当
時
を
彷
彿
さ
せ
る
ま
ま
今
も
継
承 

旧
山
川
秀
峰
・方
夫
邸
が
、
２
０
１
８
（平
成
30
）年
３
月
１
日
に
発
行
さ
れ
た
家
庭
画
報
の
連
載
「住
宅
遺
産
～
名
作
住

宅
の
継
承
第
二
十
三
回
」に
「俳
句
が
詠
ま
れ
つ
づ
け
る
家
～
旧
山
川
秀
峰
邸 

設
計
吉
田
五
十
八 

一
九
四
三
年
竣
工
」
と

題
し
て
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。 

今
も
住
宅
と
し
て
ほ
と
ん
ど
当
時
の
ま
ま
住
み
継
が
れ
て
い
ま
す
。 

 

昔
の
玄
関
の
入
り
口
の
障
子
を
開
き
戸
に
、
玄
関
と
台
所
の
た
た
き
を
板
の
間
に
改
築
し
、
少
し
増
築
も
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

当
時
の
雰
囲
気
を
今
で
も
彷
彿
さ
せ
ま
す
。
所
有
者
が
変
わ
って
も
七
十
七
年
間
継
承
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
建
物
が
持
つ
場
の

力
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 
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魅
力
５ 

美
人
画
で
一
世
を
風
靡
し
た
山
川
秀
峰
の
別
荘 

山
川
秀
峰
は
１
８
９
８
（明
治
31
）年
京
都
に
生
ま
れ
た
日
本
画
家
。 

鏑
木
清
方
（カ
ブ
ラ
キ 

キ
ヨ
カ
タ
）
に
美
人
画
を
学
び
、
池
上
秀
畝
（
イ
ケ
ガ
ミ 

シ
ュウ
ホ
）
に
花
鳥
画
を
学
び
、
早
い
時
期
か
ら
、
そ

の
才
能
を
開
花
さ
せ
、
１
９
２
８
（昭
和
３
）年
に
「安
倍
野
」で
第
９
回
帝
展
特
選
、
さ
ら
に
１
９
３
０
（昭
和
５
）年
第
11
回

で
も
「大
谷
武
子
姫
」で
特
選
に
な
って
い
ま
す
。 

 

時
代
を
写
し
た
描
写
力
に
優
れ
た
、
モ
ダ
ン
で
洗
練
さ
れ
た
作
品
と
し
て
非
常
に
高
い
評
価
を
受
け
、
特
に
美
人
画
は
、

繊
細
で
あ
り
な
が
ら
、
美
し
さ
と
は
か
な
さ
、
そ
し
て
妖
艶
さ
に
溢
れ
、
現
在
で
も
多
く
の
フ
ァ
ン
を
持
つ
画
家
と
し
て
有
名

で
す
。 

類
い
稀
な
才
能
を
持
って
い
ま
し
た
が
、
１
９
４
４
（
昭
和
19
）
年
12
月
に
二
宮
の
別
荘
で
あ
る
こ
こ
で
47
歳
と
い
う
若
さ

で
こ
の
世
を
去
って
い
ま
す
。
急
逝
す
る
ま
で
半
年
間
こ
こ
で
創
作
に
励
ん
で
い
ま
し
た
。 

 

魅
力
６ 

戦
後
の
新
し
い
文
学
の
先
覚
者
・天
才
山
川
方
夫
に
大
き
く
影
響 

山
川
方
夫
は
戦
後
「
三
田
文
学
」
を
復
活
さ
せ
、
雑
誌
「
三
田
文
学
」
の
名
編
集
者
と
し
て
、
江
藤
淳
、
坂
上
弘
、
曾
野
綾 

子
ら
多
く
の
文
学
者
を
世
に
送
り
出
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
芥
川
賞
候
補
に
４
度
直
木
賞
も
一
度
候
補
に
あ
が
り
、
作
家
と
し
て
も
活
躍
し
ま
し
た
。 

さ
ら
に
文
学
的
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
、
映
画
評
論
、
芸
術
祭
参
加
ド
ラ
マ
脚
本
、
「
若
い
日
本
の
会
」
や
芸
術
協
会
に
参
加
、

日
本
人
の
小
説
と
し
て
初
め
て
「ラ
イ
フ
」に
掲
載
、
寿
屋
（
現
サ
ン
ト
リ
ー
）
Ｐ
Ｒ
誌
「洋
酒
天
国
」
編
集
な
ど
多
彩
な
才
能
を

発
揮
し
て
い
ま
す
。
戦
後
の
新
し
い
文
学
の
先
駆
者
、
夭
折
し
た
天
才
と
言
わ
れ
る
所
以
で
す
。 

 

１
９
４
４(

昭
和
19)

年
に
一
家
で
別
荘
で
あ
る
こ
こ
に
疎
開
し
、
半
年
も
た
た
な
い
う
ち
に
父
の
突
然
の
死
。
十
四
歳
で
家

長
と
し
て
の
重
い
責
任
も
担
い
、
東
京
の
慶
應
義
塾
ま
で
通
う
日
々
、
恩
師
の
劇
作
家
梅
田
晴
夫
と
の
出
会
い
な
ど
、
山
川
文



2 章 袖ケ浦海岸～特異な地形による豊かな恵みと生活文化を感じる風景 

43 

 

学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
結
婚
生
活
も
ま
た
こ
こ
で
始
め
、
三
十
四
歳
で
交
通
事
故
に
よ
り
突
然
の
死
。 

戦
争
、
敗
戦
の
先
の
見
え
な
い
社
会
と
父
秀
峰
の
死
に
よ
る
生
活
環
境
の
変
化
が
文
学
へ
の
傾
倒
を
深
め
、
梅
田
晴
夫
と
の

出
会
い
、
親
交
が
作
家
へ
の
道
を
導
き
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
山
川
文
学
は
二
宮
の
地
で
始
ま
り
、
こ
の
地
で
終
わ
って
い
る
と
も

言
わ
れ
、
二
宮
は
「最
初
の
秋
」「夏
の
葬
列
」を
は
じ
め
様
々
な
作
品
の
舞
台
と
な
って
い
ま
す
。 

当
時
は
敷
地
が
海
岸
ま
で
続
き
、
山
川
方
夫
の
二
階
の
書
斎
の
大
き
な
窓
か
ら
は
海
が
一
望
で
き
、
休
息
や
心
の
安
定
、

自
分
自
身
を
内
省
す
る
た
め
に
、
二
宮
の
青
い
空
や
海
は
不
可
欠
な
も
の
だ
った
と
言
え
ま
す
。 

２
０
１
８
（平
成
30
）年
１
月
か
ら
３
月
に
県
立
神
奈
川
文
学
館
で
展
示
会
も
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 
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旧山川邸付近から海を眺めて 


