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２
０
２
３
年
度
の
活
動
で
は
飯
能
の

街
中
や
飯
能
河
原
の
周
辺
を
実
際
に
見

て
歩
き
、
そ
こ
で
眼
に
し
た
も
の
を
端

緒
と
し
て
、
清
水
会
長
を
は
じ
め
会
員

の
方
か
ら
様
々
な
話
を
聴
き
ま
し
た
。

そ
の
内
容
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。
紙
幅
の
都
合
で
高
麗
横
町
を

主
に
取
り
上
げ
ま
す
。
こ
の
頁
と
次
の

頁
に
昭
和
15
年
～
25
年
頃
の
高
麗
横

町
の
地
図
を
掲
載
し
ま
す
。 

高
麗
横
町 

高
麗
横
町
の
あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
は

本
誌
三
十
四
号
に
「
高
麗
横
町
と
お
す

わ
さ
ま
（
清
水
澄
一
・
現
会
長
）
」
と
し

て
説
明
が
あ
る
の
で
、
そ
ち
ら
も
参
照

し
て
く
だ
さ
い
。 

高
麗
横
町
は
今
の
大
通
り
の
丁
字
路

（
仲
町
交
差
点
）
か
ら
第
一
小
学
校
裏

交
差
点
の
少
し
先
に
あ
る
鶴
舞
地
蔵
ま

で
を
南
北
に
通
る
区
間
で
す
。 

表
記
に
「
丁
」
で
な
く
「
町
」
を
用
い

る
の
は
、
か
つ
て
横
手
や
吾
野
谷
津
の

方
か
ら
出
て
く
る
人
か
ら
と
す
る
と
、

町
へ
行
っ
て
く
る
と
い
う
の
は
こ
の
高

麗
横
町
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
で
す
。 

鶴
舞
地
蔵 

鶴
舞
地
蔵
が
御
座
す
土
地
は
字
鶴
舞

で
は
な
く
字
堤
堀
に
な
る
の
で
す
が
、

こ
れ
を
説
く
に
は
ま
ず
鶴
舞
と
い
う
地

名
の
起
源
に
触
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

鶴
舞
の
場
所
は
お
お
よ
そ
現
在
の
カ

イ
ン
ズ
ホ
ー
ム
や
鈴
音
の
あ
た
り
で
、

か
つ
て
は
鶴
の
越
冬
地
で
し
た
。
陽
だ

ま
り
で
餌
が
多
く
、
条
件
の
好
い
場
所

だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

あ
る
時
、
親
子
の
鶴
が
居
た
の
で
す

が
、
川
越
藩
が
徳
川
家
に
正
月
の
お
吸

い
物
の
た
め
に
献
上
す
る
と
い
う
こ
と

で
鶴
を
探
し
て
お
り
、
親
の
方
を
捕
ま

え
て
連
れ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
子
の
鶴
は
親
を

探
し
て
酷
く
鳴
い
て
い
た
と
言
い
ま
す
。 

そ
れ
で
、
可
哀
そ
う
だ
と
い
う
こ
と

で
、
鶴
舞
地
蔵
を
建
立
し
、
高
麗
と
秩

父
の
追
分
に
安
置
し
た
と
の
話
で
す
。

隣
に
安
置
さ
れ
て
い
る
馬
頭
観
音
も
鶴

の
た
め
だ
と
言
い
ま
す
。 

道
沿
い
の
北
側
に
沢
田
植
木
屋
さ
ん

が
あ
っ
て
、
そ
こ
の
親
父
さ
ん
が
、
地

べ
た
に
置
い
と
い
た
ん
じ
ゃ
可
哀
そ
う

だ
と
い
う
こ
と
で
、
今
の
よ
う
な
形
に

ブ
ロ
ッ
ク
を
積
ん
で
祀
り
込
ん
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。
ま
た
道
を
挟
ん
で
南
向

か
い
の
中
野
米
屋
さ
ん
が
講
元
に
な
っ

て
、
毎
年
12
月
1
日
に
祭
を
や
っ
て
い

た
と
の
こ
と
で
、
戦
後
も
昭
和
三
十
年

代
初
め
頃
ま
で
は
続
い
て
い
た
と
の
こ

と
で
す
。 

そ
う
や
っ
て
昔
か
ら
地
域
の
人
に
大

事
に
さ
れ
て
き
た
の
で
、
古
い
お
地
蔵

さ
ん
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
顔
が
し
っ
か

り
し
て
い
る
（
残
っ
て
い
る
）
と
い
う

こ
と
で
す
。 

 

馬
の
休
憩
所 

か
つ
て
は
天
覧
山
の
東
谷
津
か
ら
こ

の
交
差
点
ま
で
湧
き
水
が
流
れ
て
き
て

い
ま
し
た
。
水
は
豊
か
で
、
堀
は
幅
六

尺
も
あ
り
ま
し
た
。
流
れ
は
こ
こ
で
南

に
向
き
を
変
え
、
ず
っ
と
先
の
井
上
酒

造
の
処
で
東
に
曲
が
っ
て
行
き
ま
し
た
。

ち
な
み
に
高
麗
横
町
の
井
上
酒
造
か
ら

南
側
は
水
路
が
無
い
分
、
道
が
狭
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

こ
の
交
差
点
一
帯
の
土
地
は
森
住
さ

ん
の
所
有
で
、
縄
市
が
始
ま
っ
た
頃
か

ら
馬
方
と
そ
の
馬
の
休
憩
所
を
し
て
お

り
、
酒
も
飲
ま
せ
た
と
の
こ
と
で
す
。 

飯
能
の
街
中
を
歩
い
て 

関
根 
貴
志 

 
 

鶴舞地蔵 
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馬
方
達
は
名
栗
や
原
市
場
の
方
か
ら
、

材
木
や
炭
を
馬
に
積
ん
で
や
っ
て
来
る

と
、
こ
こ
へ
馬
を
連
れ
て
き
て
、
湧
き

水
を
利
用
し
て
馬
を
洗
っ
た
り
、
餌
を

く
れ
た
り
、
ま
た
西
側
に
広
が
る
桐
畑

で
馬
を
休
ま
せ
た
と
言
い
ま
す
。 

運
ん
で
き
た
荷
を
日
用
品
な
ど
に
換

え
た
馬
方
達
は
、
夕
方
に
な
る
と
名
栗

や
原
市
場
の
方
へ
帰
っ
て
行
き
ま
し
た
。

そ
の
頃
に
は
馬
方
は
だ
い
た
い
一
杯
飲

ん
で
い
る
の
で
、
荷
物
と
一
緒
に
荷
台

へ
乗
っ
て
寝
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
馬

は
道
を
覚
え
て
い
る
の
で
、
自
分
で
ち

ゃ
ん
と
家
ま
で
帰
っ
た
と
い
う
話
を
よ

く
聞
か
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

近
所
で
は
伊
勢
根
さ
ん
が
蹄
鉄
を
直

し
た
り
し
て
い
て
（
伊
勢
根
馬
靴
屋
）
、

昭
和
の
30
年
代
ま
で
や
っ
て
い
ま
し

た
。
器
用
で
、
馬
で
あ
ろ
う
と
牛
で
あ

ろ
う
と
対
応
で
き
た
の
で
、
か
な
り
繁

盛
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。 

  

養
蚕
と
製
糸 

か
つ
て
の
聖
天
宮
の
最
も
近
い
と
こ

ろ
に
蚕
の
繭
の
乾
燥
場
が
あ
り
ま
し
た
。

生
繭
は
十
日
ほ
ど
で
発
蛾
し
て
し
ま
う

た
め
、
保
存
の
た
め
に
熱
で
乾
燥
を
行

う
必
要
が
あ
る
た
め
で
、
乾
燥
に
は
吾

野
や
名
栗
谷
津
か
ら
の
炭
を
用
い
て
い

ま
し
た
。 

乾
燥
場
の
道
向
か
い
に
「
西
村
ト
ー

ジ
ヤ
」
と
あ
り
ま
す
。
実
際
に
は
「
ト

ー
ジ
ヤ
」
で
な
く
「
ド
ー
ジ
ャ
」
と
呼

ぶ
も
の
で
、
漢
字
で
は
「
導
車
」
と
書

き
、「
ド
ウ
シ
ャ
」
が
訛
っ
て
「
ド
ー
ジ

ャ
」
に
な
っ
た
も
の
ら
し
い
で
す
。
こ

こ
で
は
製
糸
工
場
で
使
わ
れ
る
歯
車
を

木
で
製
造
し
て
い
た
そ
う
で
す
。 

南
へ
少
し
行
く
と
屑
繭
屋
が
２
軒
あ

り
ま
し
た
。
ま
た
横
町
を
南
へ
ず
っ
と

行
く
と
成
島
種
屋
が
あ
り
ま
し
た
。「
種
」

と
は
蚕
の
卵
の
こ
と
で
す
。
富
岡
製
糸

場
に
居
た
人
が
、
今
で
言
う
出
向
の
よ

う
な
形
で
派
遣
さ
れ
て
来
た
と
い
い
ま

す
。
当
時
、
富
岡
製
糸
場
に
居
た
人
達

は
あ
ち
こ
ち
へ
行
か
さ
れ
た
と
い
う
話

で
す
。 

 

武
蔵
織
物 

今
の
法
要
殿
の
駐
車
場
の
あ
た
り
に
、

か
つ
て
は
飯
能
屋
と
い
う
料
理
屋
が
あ

り
ま
し
た
が
昭
和
10
年
に
焼
け
て
し

ま
い
、
昭
和
15
年
頃
に
そ
の
あ
た
り
に

織
物
工
場
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
表
向
き
は
機
屋
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

実
際
は
軍
の
発
注
す
る
機
関
銃
の
銃
身

を
作
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

こ
の
関
係
で
土
壌
が
油
に
汚
染
さ
れ
、

今
で
も
周
辺
の
土
地
の
井
戸
は
油
だ
ら

け
で
使
え
な
い
そ
う
で
す
。 

 

小
沢
錻
力
屋 

当
会
理
事
の
小
澤
さ
ん
の
祖
父
の
、

一
番
弟
子
に
あ
た
る
秀
さ
ん
と
い
う
方

が
や
っ
て
い
ま
し
た
。
諏
訪
八
幡
神
社

や
出
世
稲
荷
神
社
、
三
座
稲
荷
神
社
の

銅
板
屋
根
も
こ
の
人
の
手
に
な
る
そ
う

で
す
。 

長
門
屋 

こ
の
横
川
さ
ん─

畑
屋
の
遠
い
親
戚

で
も
あ
る─

は
、
も
と
も
と
戦
艦
長
門

の
乗
組
員
を
や
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

横
須
賀
の
資
産
家
の
娘
さ
ん
と
駆
け
落

ち
し
（
田
中
順
三
氏
は
詩
「
旗
艦
」
で

「
凛
と
し
て
美
し
い
奥
さ
ん
が
い
た
」

と
書
い
て
い
ま
す
）
、
そ
の
後
飯
能
に
や

っ
て
き
て
、
軍
手
や
靴
下
を
作
っ
た
り

し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。 

終
戦
後
も
、
海
軍
記
念
日
（
5
月
27

日
）
に
は
白
い
海
軍
の
制
服
を
着
て
、

椅
子
へ
座
り
、
日
が
な
一
日
何
も
し
な

い
で
煙
草
を
吸
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
有
名
で
し
た
。 

 

飯
能
学
校 

今
の
九
十
九
里
本
店
の
場
所
（
以
前

の
警
察
の
道
向
か
い
）
は
、
か
つ
て
は

聖
天
小
能
家
の
敷
地
で
、
明
治
６
年
７

月
に
能
仁
寺
か
ら
丹
生
神
社
の
拝
殿
を

移
築
し
、
飯
能
学
校
が
開
校
し
ま
し
た
。 
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こ
れ
は
前
年
8
月
の
学
制
頒
布
か

ら
一
年
足
ら
ず
と
い
う
早
さ
で
し
た
。 

聖
天
小
能
家
は
代
々
「
志
摩
」
の
名

を
世
襲
し
、
聖
天
加
能
社
の
神
主
を
務

め
て
い
ま
し
た
。
諏
訪
八
幡
神
社
、
能

仁
寺
の
丹
生
社
、
神
久
山
の
神
明
社
、

中
山
の
聖
天
社
を
兼
務
し
た
こ
と
も
あ

っ
た
と
い
い
ま
す
。
九
代
目
の
吉
治
は

伊
勢
長
島
の
出
身
で
、
敷
地
内
で
寺
子

屋
を
主
宰
し
、
教
え
子
は
五
百
人
を
超

え
ま
し
た
。
飯
能
学
校
開
校
の
前
年
の

明
治
5
年
に
没
し
ま
し
た
。
十
代
目
の

吉
敬
（
秩
父
屋
九
代
目
小
能
俊
三
の
弟

で
養
子
に
入
っ
た
）
が
継
承
し
て
飯
能

学
校
を
開
校
し
、
明
治
26
年
に
は
聖
天

宮
の
敷
地
を
提
供
し
、
第
一
飯
能
尋
常

小
学
校
と
改
称
・
移
転
し
ま
し
た
。 

聖
天
宮
の
あ
っ
た
場
所
に
は
、
昭
和

12
年
に
奉
安
殿
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

跡
地
が
今
で
も
柵
で
囲
わ
れ
て
い
る
の

は
、
国
の
土
地
な
の
で
、
入
れ
な
い
よ
う

に
と
の
こ
と
ら
し
い
で
す
。 

 

出
世
稲
荷 

飯
能
第
一
小
学
校
前
の
地
名
は
内
出

と
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
出
世
稲
荷

と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
社
が
祀
ら
れ
て
い

ま
す
（
表
紙
の
写
真
）
。 

い
つ
頃
誰
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
た
の
か
、

長
い
あ
い
だ
手
掛
か
り
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
し
平
成
30
年
3
月
に
勧

請
の
証
書
・
神
璽
・
誓
紙
の
控
え
等
が

見
つ
か
り
ま
し
た
。
証
書
に
は
明
和
六

年(

１
７
６
９
年)
に
伏
見
稲
荷
か
ら
勧

請
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
こ
と
か
ら
、
こ
の
お
稲
荷
様
が
約
二

五
〇
年
に
わ
た
っ
て
地
域
の
人
に
信
仰

さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。 

 

移
住
し
て
き
た
人
た
ち 

話
を
聴
い
た
り
調
べ
て
い
る
と
、
他

所
か
ら
こ
の
地
へ
移
住
し
て
き
た
家
が

多
く
、
往
時
は
だ
ん
だ
ん
と
人
が
増
え

る
に
連
れ
活
気
も
増
し
て
い
っ
た
だ
ろ

う
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
高
山
足
袋
屋
は
、

ま
だ
こ
の
辺
り
が
野
っ
原
だ
っ
た
頃
に

最
初
に
住
ん
だ
人
だ
そ
う
で
す
。 

高
橋
ス
ト
ア
ー
の
前
身
で
あ
る
高
橋

八
百
屋
も
、
初
代
の
常
八
氏
は
明
治
期

に
静
岡
か
ら
出
稼
ぎ
に
来
て
八
百
屋
を

開
業
し
た
の
で
す
が
、
当
時
は
「
人
家

も
チ
ラ
リ
ホ
ラ
リ
。
そ
こ
で
常
八
さ
ん

は
大
八
車
を
引
い
て
は
日
高
や
名
栗
方

面
ま
で
、
汗
水
流
し
な
が
ら
売
っ
て
歩

い
た
」
と
い
い
ま
す
。
（
文
化
新
聞 

昭

和
51
年
4
月
16
日
号
） 

杉
田
漆
屋
は
、
東
照
宮
の
漆
職
人
の

次
男
が
当
地
へ
来
て
居
着
い
た
も
の
。 

小
松
屋
（
四
代
目
が
田
中
順
三
氏
）

は
、
初
代
の
田
中
愛
次
郎
氏
が
水
富
村

笹
井
（
現
狭
山
市
）
の
名
主
の
長
男
で
、

飯
能
戦
争
の
際
に
官
軍
を
飯
能
に
道
案

内
し
、
そ
の
ま
ま
移
住
し
た
ら
し
い
で

す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
正
し
く
は
次

男
で
あ
っ
た
、
案
内
を
差
配
し
た
の
は

父
の
栄
五
郎
氏
だ
っ
た
、
と
い
う
話
も

あ
り
ま
す
。 

丸
屋
醸
造
（
井
上
酒
造
）
の
初
代
は
、

元
は
新
潟
か
ら
五
十
嵐
酒
造
に
働
き
に

出
て
き
た
人
で
し
た
が
、
独
立
し
て
こ

の
地
で
造
り
酒
屋
を
始
め
ま
し
た
。
始

め
た
も
の
の
、
井
戸
の
水
が
少
な
い
の

で
近
隣
の
家
か
ら
水
を
も
ら
っ
て
い
た

と
の
こ
と
で
す
。
赤
田
喜
美
男
さ
ん
の

写
真
集
（
『
ふ
る
さ
と
の
思
い
出
写
真

集
』
）
に
、
天
秤
で
水
を
運
ん
で
い
る
写

真
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
塀
は
井
上

酒
造
の
も
の
で
、
奥
に
小
松
屋
が
見
え

ま
す
。 

明治初年の地図 

飯能学校の位置 

高

い 麗

い 横

い 町

い 

大正末期の写真 
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小
沢
鋳
掛
屋
は
、
当
会
理
事
の
小
澤

さ
ん
の
実
家
で
、
川
越
か
ら
来
飯
し
た

と
の
こ
と
で
す
。 

荒
川
酒
屋
（
江
州
屋
）
は
名
の
通
り

近
江
か
ら
や
っ
て
き
ま
し
た
。 

入
口
呉
服
店
（
小
槻
家
。
現
入
口
電

業
） 

も
、
近
江
か
ら
の
販
売
拠
点
と
し

て
江
戸
期
に
飯
能
に
店
を
構
え
た
の
が

始
ま
り
ら
し
い
で
す
。
同
じ
近
江
で
も

江
州
屋
と
は
違
う
地
域
ら
し
い
で
す
。 

逆
に
、
鍛
冶
音
の
横
丁
か
ら
先
は
、

ず
っ
と
昔
、
明
治
前
か
ら
の
人
が
ほ
と

ん
ど
だ
そ
う
で
す
。 

玉
明
堂 

当
会
顧
問
の
坂
口
和
子
さ
ん
の
写
真

集
（
『
写
真
集 

飯
能
市
の
昭
和
史
』
）
に

掲
載
の
写
真
は
玉
明
堂
の
前
か
ら
北
を

写
し
た
も
の
だ
そ
う
で
す
（
昔
は
玉
明

堂
前
に
プ
ラ
タ
ナ
ス
の
樹
が
あ
っ
た
）
。 

          

天
覧
山
通
り 

昭
和
30
年
頃
に
、
元
飯
能
町
長
・
元

衆
議
院
議
員
で
飯
能
繊
維
工
業
の
社
長

で
も
あ
る
平
岡
良
蔵
氏
と
、
当
時
の
観

光
協
会
の
会
長
で
後
の
西
武
産
院
院
長

で
あ
る
石
井
照
雄
氏
と
が
中
心
に
な
っ

て
、
高
麗
横
町
を
「
天
覧
山
通
り
」
と

い
う
名
称
に
改
め
よ
う
と
し
ま
し
た
。 

こ
れ
は
、
東
京
か
ら
平
岡
氏
の
工
場

へ
客
が
来
る
際
に
「
高
麗
横
町
」
だ
と

高
麗
の
方
へ
行
っ
て
し
ま
う
の
で
不
都

合
だ
と
い
う
こ
と
が
発
端
の
よ
う
で
す
。 

そ
の
計
画
の
た
め
に
、
銀
座
通
り
か

ら
街
灯
更
新
で
不
要
に
な
っ
た
街
灯
三

十
基
を
譲
り
受
け
、
柱
に
「
天
覧
山
通

り
」
と
名
前
を
入
れ
て
設
置
し
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
が
遂
に
定
着
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
昔
か
ら
の
名
前
を
一
企
業
の
た
め

に
変
え
る
の
は
お
か
し
い
し
、
も
と
も

と
天
覧
山
駅
か
ら
ニ
コ
ニ
コ
池
の
と
こ

ろ
ま
で
桜
並
木
の
道
路
が
あ
り
、
地
元

で
は
そ
れ
が
天
覧
山
通
り
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
平
岡
氏

が
レ
ー
ス
工
場
を
建
て
る
た
め
に
道
を

崩
し
て
自
分
の
敷
地
に
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。 

第
一
小
学
校
の
裏
側
の
畑
に
は
昔
か

ら
の
遺
跡
が
あ
り
、
子
供
た
ち
が
矢
尻

や
な
ん
か
を
拾
っ
て
は
遊
ん
で
い
た
の

で
す
が
、
そ
れ
を
調
査
や
記
録
も
し
な

い
で
壊
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
起

き
ま
し
た
。 

田
中
順
三
氏
の
詩
「
駅
」
に
は
次
の

よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。（
駅
と
は
天

覧
山
駅
の
こ
と
で
す
） 

駅
か
ら
天
覧
山
ま
で 

丘
の
下
を
通
る
桜
の
道
が
あ
り 

遠
足
の
子
供
た
ち
や 

花
見
客
で
に
ぎ
わ
っ
た 

 

（
中
略
） 

縄
文
遺
跡
の
丘
の
下
を
通
る 

の
ど
か
な
花
の
道
も 

途
中
か
ら
切
断
さ
れ 

個
人
の
家
の
庭
に
取
り
込
ま
れ
て

し
ま
っ
た 

そ
ん
な
背
景
が
あ
り
、
宮
本
町
や 

二
丁
目
の
人
は
反
対
の
立
場
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。 

久
下
地
蔵 

東
谷
津
か
ら
は
、
鶴
舞
地
蔵
方
面
へ

行
く
の
と
は
別
の
水
路
が
流
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
れ
は
観
音
寺
の
墓
地
の
脇
を

南
進
し
、
内
出
と
町
並
の
境
を
通
り
、

十
王
堂
の
西
側
で
南
へ
曲
が
り
、
そ
の

先
は
畑
屋
の
前
を
通
り
、
こ
ん
ぱ
る
の

前
で
南
東
へ
曲
が
り
、
雨
だ
れ
荘
方
面

へ
続
い
て
い
ま
し
た
。 

雨
だ
れ
荘
へ
続
く
道
の
途
中
の
茶
畑

の
脇
に
、
お
地
蔵
様
が
あ
り
ま
し
た
。

今
の
花
寿
司
の
辺
り
に
な
り
ま
す
が
、

区
画
整
理
で
移
転
し
、
今
は
公
園
内
に

「
久
下
地
蔵
尊
」
と
し
て
祀
ら
れ
て
い

ま
す
。
雨
ざ
ら
し
で
酷
い
状
態
だ
っ
た

の
を
、
中
里
家
で
上
屋
を
作
り
、
附
近

の
人
々
で
維
持
し
て
き
た
も
の
で
す
。 

堂
内
の
額
に
は
「
飯
能
戦
争
当
時
に

は
あ
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
」
と
あ
り
ま

す
が
、
別
の
話
で
は
、
飯
能
戦
争
の
時

に
久
下
か
入
子
の
辺
り
で
戦
死
し
た
若

い
侍
が
居
て
、
そ
の
母
親
ら
し
き
人
が

明
治
20
年
頃
に
飯
能
へ
来
て
、
息
子
を

供
養
す
る
た
め
に
こ
の
地
蔵
を
建
て
た

の
だ
、
と
い
う
話
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。 

参
考
資
料 

・
飯
能
人
物
誌
編
さ
ん
委
員
会
，『
飯
能

人
物
誌
』
，
昭
和
45
年 

・
飯
能
第
一
国
民
学
校
編
，『
飯
能
郷
土

史
』
，
昭
和
19
年 

・
新
井
清
壽
，
『
飯
能
戦
争
』
，
飯
能
郷

土
史
研
究
会
，
昭
和
63
年 

・
田
中
順
三
，『
高
麗
横
町
』
，
平
成
13

年 

久下地蔵 

昭和 41年の高麗横町 
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飯
能
市
立
博
物
館
で
開
催
し
た
特
別

展
「
原
市
場
村
秘
史―
受
け
継
が
れ
る

記
録
と
記
憶―

」
に
お
い
て
、
中
藤
上
郷

の
湯
ノ
花
に
伝
わ
る
、
温
泉
が
か
つ
て

湧
出
し
冷
水
に
変
化
し
た
と
い
う
伝
説

の
あ
る
巨
岩
を
紹
介
し
た
。
同
展
の
関

連
事
業
の
一
つ
と
し
て
、
現
地
見
学
会

「
原
市
場
伝
説
探
訪
」
を
開
催
し
、
参
加

者
の
方
々
と
そ
の
巨
岩
を
目
指
し
な
が

ら
原
市
場
地
区
の
様
々
な
歴
史
・
文
化

を
解
説
し
た
。
本
稿
で
は
湯
ノ
花
周
辺

の
温
泉
伝
説
に
関
す
る
資
料
を
紹
介
し
、

同
地
の
温
泉
伝
説
の
諸
相
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

湯
ノ
花
周
辺
の
温
泉
伝
説
に
関
す
る

最
も
古
い
記
録
は
『
新
編
武
蔵
風
土
記

稿
』
の
南
村
内
、
中
沢(

澤)

組
の
熊
野
権

現
を
祀
る
湯
権
現
社
の
記
事
中
に
登
場

す
る
。 

「
土
人
云
う
往
古
此
所
よ
り
温
泉
湧

出
せ
し
が
、
今
は
冷
水
少
し
く
出
る
の

み
、
此
邊
に
住
る
農
民
汲
み
て
呑
水
と

す
、
近
き
頃
ま
で
も
此
邊
の
畑
よ
り
、
湯

の
花
出
し
と
云
、
」 

中
沢
組
は
湯
ノ
花
の
西
及
び
北
側
に

位
置
す
る
。
湯
ノ
花
に
つ
い
て
は
同
資

料
中
、
中
藤
村
上
郷
・
中
藤
村
中
郷
・
中

藤
村
下
郷
の
小
名
に
名
称
の
み
記
載
が

あ
る
。
中
沢
の
湯
権
現
社(

熊
野
権
現
社

と
も)

で
、
か
つ
て
温
泉
が
湧
出
し
て
い

て
、
編
さ
ん
さ
れ
た
江
戸
後
期
に
は
既

に
冷
水
と
な
っ
て
お
り
、
近
隣
の
住
民

が
飲
用
水
と
し
て
い
た
ら
し
い
。
ま
た
、

そ
の
前
に
は
周
辺
の
畑
か
ら
温
泉
成
分

が
凝
固
し
た
湯
の
花
が
出
て
き
た
と
い

う
。 次

に
古
い
記
録
が
、
山
村
民
俗
の
会

に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
雑
誌
『
あ
し
な

か
』
の
第
16
輯
、
い
わ
ゆ
る
「
奥
武
蔵
」

の
様
々
な
説
話
を
収
録
し
た
「
も
の
が

た
り
奥
武
蔵
」
の
中
に
湯
ノ
花
の
地
名

の
起
源
と
温
泉
の
冷
水
化
の
理
由
を
語

る
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
神

山
弘
で
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
が
開
戦

す
る
前
か
ら
様
々
な
伝
説
な
ど
の
聞
き

書
き
を
行
っ
て
い
た
。
神
山
は
同
書
の

は
し
が
き
で
「
こ
れ
は
奥
武
蔵
の
山
々

に
住
む
人
々
が
、
語
り
つ
た
え
て
き
た

炉
辺
俚
譚
集
な
の
で
あ
る
」
と
記
し
て

い
る
が
、
当
時
の
伝
説
を
記
録
し
た
数

少
な
い
資
料
で
あ
る
。 

「
湯
ノ
花
は
、
昔
温
泉
が
湧
出
し
て

い
て
湯
ノ
花
が
と
れ
た
か
ら
こ
の
名
が

あ
る
と
い
い
、
か
つ
て
一
人
の
猟
師
が

こ
の
湯
の
湧
出
口
で
、
血
の
つ
い
た
手

を
洗
っ
た
ら
以
後
湯
が
出
な
く
な
っ
て

冷
泉
に
な
っ
た
と
い
う
。
冷
泉
前
温
泉

の
伝
説
が
こ
こ
に
も
あ
る
。」 

湯
ノ
花
と
い
う
地
名
に
つ
い
て
、
か

つ
て
温
泉
が
湧
出
し
て
い
て
湯
の
花
が

採
取
で
き
た
こ
と
か
ら
そ
の
名
が
つ
い

た
と
い
う
由
来
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
猟
師
が
温
泉
で
血
を
洗
っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
で
湯
で
は
な
く
冷
泉
に
な
っ

原
市
場
伝
説
探
訪 

―
湯
ノ
花
周
辺
の 

温
泉
伝
説
に
つ
い
て
― 

波
田 

尚
大 

 

画像 中藤上郷湯ノ花の温泉にまつわる伝説が語り伝えられてきた巨岩 
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た
と
い
う
変
化
の
理
由
に
つ
い
て
も
記

載
さ
れ
て
い
る
。 

神
山
の
「
も
の
が
た
り
奥
武
蔵
」
は
、

昭
和
57(
１
９
８
２)

年
に
『
も
の
が
た

り
奥
武
蔵
』
と
し
て
書
籍
化
さ
れ
て
お

り
、
あ
と
が
き
に
よ
れ
ば
「
今
の
時
代
に

そ
ぐ
わ
な
い
文
章
を
な
お
す
程
度
に
と

ど
め
て
お
い
た
が
、
当
時
他
の
雑
誌
な

ど
に
発
表
し
た
も
の
を
加
え
た
り
、
新

し
い
現
地
の
写
真
を
追
加
」
し
た
と
い

う
。
特
別
展
図
録
の
14
頁
に
掲
載
し
て

い
る
の
が
書
籍
版
の
内
容
で
あ
る
が
、

『
あ
し
な
か
』
版
と
そ
の
内
容
は
大
き

く
異
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
坂
石
の
芳

延
か
ら
南
・
中
沢
の
飛
村
へ
至
る
キ
ワ

ダ
坂(

現
在
は
S

K
マ
テ
リ
ア
ル
吾
野

鉱
業
所
に
よ
っ
て
消
失
し
て
い
る
が
、

当
館
蔵
『
吾
野
村
全
図
』
で
道
を
確
認
可

能)

の
一
軒
家
に
湯
ノ
権
現
が
祀
っ
て

あ
り
、
そ
こ
で
温
泉
が
湧
出
し
て
い
た

こ
と
、
ま
た
そ
こ
か
ら
流
れ
出
た
温
泉

の
湯
の
花
の
溜
ま
っ
た
場
所
が
湯
ノ
花

で
あ
っ
た
こ
と
、
猟
師
が
血
を
洗
っ
た

こ
と
で
湯
ノ
権
現
が
怒
り
、
上
州
の
伊

香
保
へ
飛
ん
で
い
っ
た
と
い
う
こ
と
、

こ
の
説
話
に
な
ら
い
、
湯
ノ
権
現
が
上

を
「
飛
」
ん
だ
の
で
飛
村
と
命
名
さ
れ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
変
化
が
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争

前
の
調
査
の
誤
り
を
訂
正
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
生
じ
た
の
か
、
そ
の
後
の
追
加

調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
新
情
報
な
の

か
、
現
在
で
は
確
認
で
き
な
い
。
記
述
の

内
容
に
つ
い
て
は
、『
あ
し
な
か
』
版
よ

り
も
詳
細
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
点

が
指
摘
で
き
る
。 

戦
後
に
な
り
、
こ
う
し
た
湯
ノ
花
周

辺
の
温
泉
伝
説
は
、
飯
能
の
観
光
開
発

の
中
で
注
目
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る
。

飯
能
・
日
高
地
域
の
地
方
紙
で
あ
る
昭

和
30(

１
９
５
５)

年
7
月
11
日
号
の

『
文
化
新
聞
』
で
、
当
時
の
飯
能
市
長
町

田
右
之
亮
が[

奥
武
蔵
鉱
泉
開
業]

を
目

指
し
、
湯
ノ
花
な
ど
の
「
湯
」
地
名
の
場

所
で
温
泉
の
調
査
を
行
う
意
思
が
あ
っ

た
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
背

中
を
押
し
た
理
由
の
一
つ
は
、
当
時
の

古
老
た
ち
が
語
っ
た
、
イ
オ
ウ
の
湯
の

花
を
採
取
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
話

に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
実
際
に
調
査
を

行
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
町
田

の
目
指
し
た[

奥
武
蔵
鉱
泉
開
業]
に
は

至
ら
な
か
っ
た
。 

そ
の
後
、
昭
和
38(

１
９
６
３)

年
に

高
度
経
済
成
長
に
よ
っ
て
失
わ
れ
つ
つ

あ
る
民
俗
文
化
の
緊
急
調
査
が
中
藤
中

郷
を
中
心
に
、
そ
の
周
辺
に
つ
い
て
も

行
わ
れ
た
。
特
別
展
図
録
の
40
頁
に
そ

の
概
要
を
記
し
て
い
る
が
、
当
館
で
所

蔵
し
て
い
る
そ
の
調
査
票(

正
確
に
は

そ
の
写
し)

に
は
「
中
藤
鉱
泉
跡 

明
治

時
代
の
鉱
泉
場
跡
」
、
そ
の
成
果
を
ま
と

め
た
『
埼
玉
の
民
俗
』(

昭
和
41(

１
９
６

６)

年
刊
行)

に
は
「
中
藤
鉱
泉
跡 

明
治

時
代
湯
治
場
と
し
て
一
時
栄
え
た
」
と

い
う
記
述
が
あ
る
。
中
藤
鉱
泉
跡
が
こ

れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
湯
ノ
花
周
辺
の

温
泉
伝
説
に
関
係
す
る
も
の
な
の
か
、

そ
う
で
な
い
の
か
は
現
状
で
は
明
ら
か

で
な
い
。 

昭
和
61(

１
９
８
６)

年
、『
飯
能
市
史
』

資
料
編
11(

地
名
・
姓
氏
編)

が
発
行
さ

れ
、
湯
ノ
花
及
び
隣
の
小
西
と
い
う
小

字
名
の
解
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

「
小
西 

屋
号
オ
キ
の
家
が
あ
っ
て
、

お
く
ま
ん
様(

熊
野
社)

の
小
詞
が
そ
の

裏
手
に
あ
る
。
お
く
ま
ん
様
と
湯
ノ
花

の
伝
説
が
あ
り
、
鉄
砲
打
が
熊
を
う
っ

た
の
で
、
お
く
ま
ん
様
が
怒
ら
れ
、
湯
は

出
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
言
う
こ

と
で
あ
る
。
」 

「
湯
ノ
花 

山
麓
に
小
集
落
が
あ
り
、

南
む
き
の
広
い
平(

ヒ
ラ)

が
あ
る
。
平
を

昇
っ
て
、
東
に
曲
る
小
径
を
少
し
ゆ
く

と
大
岩
が
あ
り
、
ぽ
た
ぽ
た
と
水
が
落

ち
て
い
る
。
そ
の
滴
る
水
が
白
い
湯
ノ

花
に
な
っ
て
い
た
の
だ
そ
う
だ
が
、
い

ま
湯
ノ
花
は
見
ら
れ
な
い
。」 

ま
た
、
特
別
展
開
催
に
あ
た
り
、
筆
者

は
令
和
3(

２
０
２
１)
年
12
月
9
日

に
湯
ノ
花
及
び
隣
接
す
る
田
ナ
リ
に
於

て
聞
き
書
き
調
査
を
行
っ
た
。 

「
そ
こ
の
家
の
裏
山
に
ね
、
で
か
い

岩
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
そ
こ
に
始
終
絶

え
た
こ
と
の
な
い
水
が
溜
ま
っ
て
る
訳
。

だ
か
ら
そ
れ
が
ね
、
昔
は
お
湯
だ
っ
た

ん
だ
っ
て
。
そ
の
お
湯
が
、
話
だ
か
ら
あ

れ
だ
け
ど
、
そ
の
猟
師
が
ね
、
猟
に
き

て
、
何
を
洗
っ
た
ん
だ
か
。
そ
し
た
ら
他

行
っ
ち
ゃ
っ
た
、
そ
う
い
う
話
も
ね
。
家

な
ん
か
で
も
ね
、
何
代
前
か
わ
か
ら
な

い
ん
だ
け
ど
、
そ
こ
に
お
湯
を
貰
い
に

行
っ
た
、
て
い
う
話
だ
け
は
聞
い
た
こ

と
が
あ
る
。
何
で
貰
い
に
行
っ
た
の
か

は
わ
か
ら
な
い
ん
だ
け
ど
。
」(

小
字
田

ナ
リ
在
住) 

「
昔
は
ね
、
そ
う
い
う
話
な
ん
だ
け

ど
。
お
湯
み
た
い
の
が
出
て
た
っ
て
話

し
す
る
ん
だ
よ
な
。
お
袋(

明
治
40(

１

９
０
７)

年
生)

は
ね
、
昔
は
勢
い
よ
く
出

て
た
ん
だ
け
ど
な
、
湯
の
花
み
た
い
な
、

水
が
湧
い
て
た
と
、
お
湯
が
沸
い
て
た

と
言
っ
て
た
ん
だ
け
ど
な
。」 

(

小
字
湯

ノ
花
在
住) 

以
上
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
江
戸
後

期
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
湯
ノ
花
周

辺
の
温
泉
伝
説
の
内
、「
温
泉
が
か
つ
て

湧
出
し
て
い
た
が
、
後
に
冷
水
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
伝
説
の
要
素
は

江
戸
後
期
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
確
認
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で
き
る
。
他
の
要
素
に
つ
い
て
も
検
討

の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

温
泉
に
ま
つ
わ
る
伝
説
は
当
地
の
み
に

存
在
す
る
も
の
で
も
な
く
、
全
国
的
に

報
告
の
多
い
伝
説
で
あ
る
。
こ
う
し
た

話
が
ど
の
よ
う
に
伝
播
し
語
り
継
が
れ

て
き
た
の
か
は
、
今
後
の
課
題
と
す
る
。 

（
飯
能
市
立
博
物
館
学
芸
員
） 

十
月
十
四
日
（
土
）
に
元
副
会
長
の

小
見
山
進
さ
ん
と
理
事
の
久
下
文
男
さ

ん
に
「
南
高
麗
歴
史
散
歩
」
と
題
し
た

講
演
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

薬
師
堂
の
鏝
絵
、
旧
道
の
石
仏
と
石

橋
、
秋
葉
神
社
の
由
来
、
ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー
前
の
新
道
開
通
の
き
っ
か
け
な

ど
、
様
々
な
逸
話
・
秘
話
を
紹
介
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。 

         

◎
令
和
五
年
度
事
業
報
告 

▽
総
会  

 

・
四
月
三
十
日
（
日
） 

 
 

講
演
会 

 

 
 

「
補
遺
：
埼
玉
県
下
で
何
番
目
？ 

 
―

飯
能
町
の
上
水
道
施
設―

」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講
師 

波
田 

尚
大
氏 

 

（
飯
能
市
立
博
物
館
学
芸
員
） 

▽
例
会 

 

・
六
月
十
日
（土
） 

 
 

「
飯
能
河
原
周
辺
の
史
跡
を
歩
く
」 

 

（
現
地
見
学
会
） 

・
八
月
二
十
七
日
（
日
） 

  
「
飯
能
河
原
周
辺
の
史
跡
を
歩
く
・ 

事
後
学
習
会
」 

・
十
月
十
四
日
（
土
） 

 
 

「
南
高
麗
歴
史
散
歩
」 

 
 
 
 
 
 
 
 

語
り
手 

小
見
山 

進
氏 

久
下 

文
男
氏 

（
当
会
前
副
会
長
、
理
事
） 

・
十
二
月
九
日
（
土
） 

 
 

「
飯
能
の
街
中
を
歩
く
」  

 
 
 
 
 
 
 

（
現
地
見
学
会
） 

・
二
月
十
七
日
（
土
） 

 
 

「
飯
能
の
街
中
を
歩
く
・ 事

後
学
習
会
」 

▽
郷
土
は
ん
の
う
発
行 

 

・
三
月
三
十
一
日  

四
十
三
号 

◎
令
和
六
年
度
事
業
計
画 

▽
総
会 

 

・
四
月
二
十
日
（
土
） 

 
 

講
演
会 

「
飯
能
の
武
人
・ 

丹
党
中
山
氏
を
再
考
す
る
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講
師 

高
澤 

等
氏 

（
日
本
家
紋
研
究
会
会
長
、 

当
会
副
会
長
） 

▽
例
会 

 

・
六
月
十
五
日
（
土
） 

見
学
会 

大
宮
方
面 

 

・
八
月
二
十
四
日
（
土
）  

「
底
抜
け
屋
台
に
つ
い
て
」 

 

・
十
月
十
八
日
（
金
） 

バ
ス
見
学
会 

瑞
穂
町
方
面 

 

・
十
二
月
十
四
日(

土) 

「
鎌
倉
街
道
上
道
に
つ
い
て
」 

 

・
二
月
十
五
日
（
土
） 

見
学
会 

国
分
寺
方
面 

▽
郷
土
は
ん
の
う
発
行 

 

・
三
月
三
十
一
日  

四
四
号 

◎
新
会
員 

加
藤 

寛
之
氏
（
双
柳
） 

▽
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
交
流
お
よ
び 

情
報
公
開
に
つ
い
て 

・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（Fa

ce
b

o
o
k

）
に
飯
能
郷
土
史
研

究
会
の
グ
ル
ー
プ
を
作
り
ま
し
た
。 

興
味
の
あ
る
方
は
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
（h

ttp
s://w

w
w

.fa
ce

b
o
o
k

.co
m

/g
ro

u
p

s/1

3
7

9
4

6
8

3
2
2

8
2
5

7
5

5

） 

・こ
れ
ま
で
発
行
し
た
「
郷
土
は
ん
の
う
」

に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
ら
れ
る

よ
う
に
し
ま
し
た
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

（http
s://g

h
o
sts.x

re
a

.jp
/k

y
o
u

d
o
_
h

a

n
n

o
u

/

） 

  

編
集
後
記 

今
年
は
街
中
の
興
味
深
い

話
を
た
く
さ
ん
聴
く
こ
と
が
で
き
た
の

で
す
が
、
ど
れ
を
採
り
上
げ
る
か
の
取

捨
選
択
に
つ
い
て
は
苦
労
し
ま
し
た
。 

ま
た
例
会
と
日
程
が
被
り
参
加
で
き

な
か
っ
た
博
物
館
の
特
別
展
関
連
現
地

見
学
会
「
原
市
場
伝
説
探
訪
」
に
つ
い

て
掘
り
下
げ
る
論
考
を
、
主
催
の
波
田

学
芸
員
に
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ

の
場
を
借
り
て
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。
い
つ
か
伝
説
の
地
を
訪
れ
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
（
関
根
） 

郷
土
は
ん
の
う 

 

第
四
十
三
号 

発
行
日 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日 

発
行
所 

飯
能
郷
土
史
研
究
会 

〒
350-

0227

埼
玉
県
坂
戸
市
仲
町
一
ー
二
五 

ー
一
〇
〇
五 

（関
根
方
） 

電
話 

〇
四
九
ー
二
八
一
ー
一
四
四
〇 

題 

字 
 

大
野
亮
弘 

印
刷
所 

 

プ
リ
ン
ト
パ
ッ
ク 

Facebook 

郷土はんのう 

訃
報 内

野
博
司
様
（
下
畑
） 

大
野
悦
子
様
（
坂
石
町
分
） 

謹
ん
で
ご
冥
福
を 

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

南
高
麗
歴
史
散
歩 

例
会
の
報
告 

  


