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表
紙
の
写
真
は
玄
蕃
尾
城
跡
の

主
郭
の
一
角
の
櫓
台
に
自
生
し
て

い
る
コ
ナ
ラ
で
す
。
日
時
を
変
え

て
何
度
か
撮
影
。
落
葉
し
た
コ
ナ

ラ
が
柴
田
勝
家
、
枝
が
髭
に
見
え

て
「
よ
う
来
た
な
」
と
声
を
か
け

て
く
る
よ
う
で
し
た
。 

 

コ
ロ
ナ
禍
で
ア
ウ
ト
ド
ア
の
人

気
も
相
ま
っ
て
山
城
跡
も
人
気
で

撮
影
に
登
っ
た
日
は
、
い
つ
も
登

山
客
と
遇
い
ま
し
た
。
乳
児
を
抱

い
た
ご
夫
妻
と
は
「
お
子
さ
ん
が

大
き
く
な
っ
た
ら
ま
た
来
て
下
さ

い
」
と
、
年
配
の
ご
夫
妻
と
は

「
全
国
に
山
城
沢
山
あ
り
ま
す
、

元
気
に
お
二
人
で
制
覇
し
て
下
さ

い
」
な
ど
と
会
話
し
て
い
ま
し
た
。 

 

明
治
11
年
10
月
、
明
治
天
皇
北

陸
御
巡
幸
、
敦
賀
行
幸
の
折
、
疋

田
を
経
由
し
て
「
刀
根
越
え
」
さ

れ
木
之
本
に
向
か
わ
れ
ま
し
た
。 

 

氣
比
神
宮
の
祭
神
で
あ
る
仲
哀

天
皇
、
神
功
皇
后
も
越
え
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

明
治
13
年
４
月
、
敦
賀
と
長
浜

間
の
鉄
道
工
事
に
着
工
し
、
明
治

15
年
３
月
、
柳
ケ
瀬
ト
ン
ネ
ル
区

間
を
除
き
部
分
開
業
し
ま
す
。
乗

客
は
ト
ン
ネ
ル
手
前
で
降
車
、
峠

を
越
え
て
い
ま
し
た
。
峠
か
ら
少

し
登
れ
ば
玄
蕃
尾
城
址
、
柴
田
勝

家
を
偲
び
山
頂
に
向
か
っ
た
乗
客

は
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
（
将
） 

 

地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
は
、
２
０
０
９
年

か
ら
総
務
省
が
作
っ
た
移
住
・
定
住
促
進
の

た
め
の
制
度
で
、
１
年
以
上
３
年
未
満
と
い

う
定
め
ら
れ
た
期
間
、
特
定
の
地
域
に
関
わ

り
な
が
ら
活
動
を
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

私
は
、
岐
阜
県
出
身
で
、
福
井
に
来
る
前
は

東
京
で
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
福
井
市
で
長

期
滞
在
を
し
て
い
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
敦

賀
で
の
募
集
を
知
り
、
敦
賀
市
の
第
一
号
地

域
お
こ
し
協
力
隊
に
な
り
ま
し
た
。 

 

私
は
「
よ
そ
者
視
点
で
の
情
報
発
信
」
を

活
動
と
し
て
お
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
フ
リ
ー
ペ
ー

パ
ー
の
制
作
を
通
し
て
敦
賀
で
の
暮
ら
し
を

発
信
し
て
い
ま
す
。
活
動
も
２
年
目
に
突
入

し
ま
し
た
が
、
こ
の
制
度
を
活
用
す
る
に
あ

た
っ
て
と
て
も
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
「
自
分
自
身
が
敦
賀
で
の
暮

ら
し
を
楽
し
む
こ
と
」
で
す
。 

 

そ
も
そ
も
、
敦
賀
に
は
素
晴
ら
し
い
歴
史

や
文
化
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
多
く
の
方
が
暮

ら
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
「
地
域
お
こ

し
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
な
ん
だ
か
あ
ま
り

良
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
ま
せ
ん
。
そ
れ
よ
り

も
「
地
域
た
の
し
み
隊
」
で
あ
り
た
い
と
思

う
の
で
す
。
自
分
自
身
が
心
か
ら
敦
賀
で
の

暮
ら
し
を
楽
し
み
、
そ
の
様
子
を
お
届
け
し

て
い
く
こ
と
が
、
敦
賀
の
魅
力
を
伝
え
る
一

番
良
い
方
法
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

は
じ
め
ま
し
て
、

２
０
２
０
年
10
月

か
ら
敦
賀
市
で
地

域
お
こ
し
協
力
隊

を
し
て
い
ま
す 

西
山
綾
加
で
す
。 
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昨
年
上
期
の
ガ
イ 

ド
活
動
は
、
コ
ロ
ナ 

禍
の
影
響
で
低
調
な 

状
況
が
続
い
て
い
ま 

し
た
が
、
下
期
に
入 

り
コ
ロ
ナ
が
少
し
治 

ま
る
気
配
と
な
り
、 

待
ち
構
え
た
よ
う
に
多
く
の
子
供
た
ち
が
教
育
旅
行
に

訪
れ
て
く
れ
ま
し
た
。
子
供
た
ち
に
と
っ
て
は
久
し
ぶ

り
の
楽
し
い
行
事
、
友
達
と
の
思
い
出
創
り
の
大
切
な

機
会
で
あ
り
、
私
達
に
と
っ
て
も
、
ガ
イ
ド
活
動
を
通

し
て
子
供
た
ち
の
笑
顔
や
元
気
に
ふ
れ
あ
え
る
嬉
し
い

機
会
で
し
た
。
一
般
の
お
客
様
も
増
え
つ
つ
あ
り
、
ガ

イ
ド
活
動
に
弾
み
を
つ
け
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
つ

つ
、
新
た
な
事
も
取
り
込
ん
で
活
動
し
て
き
ま
し
た
。 

 

私
た
ち
が
大
切
に
し
て
い
る
魅
力
あ
る
ガ
イ
ド
へ
の

チ
ャ
レ
ン
ジ
と
し
て
は
、
自
主
的
な
研
修
会
な
ど
の
開

催
や
外
部
研
修
へ
の
参
加
は
元
よ
り
、
こ
れ
ま
で
集
め

た
様
々
な
資
料
の
整
理
な
ど
学
習
環
境
の
充
実
や
当
会

が
平
成
11
年
に
発
行
し
た
図
書
「
み
な
と
・
つ
る
が
・

い
ま
む
か
し
」
の
抜
本
的
な
改
訂
作
業
に
も
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
ま
た
、
市
民
や
団
体
・
事
業
所
向
け
の
出

前
講
座
「
敦
賀
は
み
ど
こ
ろ
満
載
」
を
積
極
的
に
行
っ

て
い
ま
す
。
次
年
度
に
向
け
「
魅
力
あ
る
ま
ち
歩
き
コ

ー
ス
」
の
検
討
に
も
着
手
し
、
そ
の
他
、
取
材
対
応
や

観
光
コ
ー
ス
開
発
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
サ
ポ
ー
ト
を

行
う
な
ど
、
幅
広
い
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。 

 

本
年
も
、
ガ
イ
ド
活
動
を
主
軸
と
し
な
が
ら
、
自
主

活
動
と
他
主
体
と
の
協
働
、
今
で
き
る
活
動
と
将
来
に

繋
げ
る
活
動
な
ど
、
多
面
的
な
視
点
を
持
ち
積
極
的
な

事
業
展
開
を
進
め
て
参
り
ま
す
。
当
会
の
活
動
へ
の
ご

理
解
と
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

新
年
明
け
ま
し
て 
 
 
 
 
 

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

編

集

後

記 
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「敦
賀
」の
み
ど
こ
ろ 

① 

城
跡 

 

敦
賀
市
内
に
は
い
く
つ
か
の
山

城
跡
と
平
城
跡
が
あ
り
、
周
辺
に

は
さ
ら
に
多
く
の
山
城
跡
、
砦
や

城
砦
群
が
あ
り
ま
す
。
（
左
図
） 

 

金
ヶ
崎
城
は
、
金
ケ
崎
緑
地
の

背
後
に
あ
る
丘
陵
部
に
築
か
れ
た

山
城
で
す
。
源
平
合
戦
の
時
、
平

通
盛
が
木
曾
義
仲
と
の
戦
い
に
備

え
て
築
い
た
の
が
最
初
と
伝
え
ら

れ
、
南
北
朝
の
時
代
に
新
田
義
貞

が
尊
良
・
恒
良
親
王
と
と
も
に
籠

城
し
北
朝
側
と
対
峙
し
た
場
所
で

す
。
戦
国
時
代
、
朝
倉
氏
の
居
城

と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
織
田
信

長
の
越
前
攻
め
の
時
に
支
城
で
あ

っ
た
天
筒
山
城
と
と
も
に
落
城
し

て
い
ま
す
。
こ
の
後
、
信
長
が
撤

退
し
て
「
金
ケ
崎
の
退
き
口
」
と 

し
て
有
名
に
な
っ
た
場
所
で
す
。 

 
敦
賀
城
は
、
豊
臣
政
権
下
で
敦

賀
を
領
し
た
蜂
屋
頼
隆
が
現
・
三

島
町
、
結
城
町
一
帯
で
築
城
に
取

り
か
か
り
、
そ
の
後
を
受
け
継
い

だ
大
谷
吉
継
が
完
成
さ
せ
た
城
で

す
。
三
層
の
天
守
閣
を
備
え
た
城

だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

玄
蕃
尾
城
は
、
本
能
寺
の
変
の

後
、
柴
田
勝
家
と
羽
柴
秀
吉
と
の

間
で
織
田
信
長
の
後
継
者
争
い
が

起
こ
り
、
賤
が
岳
合
戦
で
対
峙
し

た
時
に
柴
田
勝
家
が
本
陣
に
し
た

城
で
す
。
敦
賀
と
滋
賀
県
の
境
の

柳
ヶ
瀬
山
（
標
高
約
４
６
０
ｍ
）

に
、
東
西
約
１
５
０
ｍ
、
南
北
約

２
５
０
ｍ
の
規
模
で
築
か
れ
、
国

の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

土
塁
や
堀
な
ど
の
遺
構
が
当
時
を

し
の
ば
せ
る
形
で
残
っ
て
い
て
全

国
的
に
も
人
気
の
場
所
で
す
。 

 

疋
壇
城
は
、
戦
国
時
代
、
朝
倉

氏
が
越
前
南
端
の
防
衛
拠
点
と
し

て
、
配
下
の
疋
壇
氏
に
築
か
せ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、

天
守
台
の
他
、
堀
跡
や
石
垣
の
一

部
が
残
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
他
に
も
、
国
吉
城
跡
、
木

の
芽
峠
城
跡
を
始
め
多
く
の
山
城

跡
や
砦
の
跡
が
近
郊
に
あ
り
ま
す
。 

 

 

前
号
で
、
県
内
の
小
中
学
校
な
ど
か
ら
の
教
育
、
研
修
目
的

の
ガ
イ
ド
の
依
頼
が
例
年
以
上
に
あ
る
こ
と
を
お
伝
え
し
ま
し

た
。
県
の
調
査
で
県
外
か
ら
の
修
学
旅
行
の
人
数
が
コ
ロ
ナ
禍

の
前
の
５
倍
に
達
し
た
と
の
報
道
も
あ
り
ま
し
た
。 

ガ
イ
ド
の
活
動
と
楽
し
い
出
来
事 

 

敦
賀
の
地
は
、
縄
文
時
代
に
始
ま
り
、
近
世
か
ら
近
代
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
湊
・

港
を
通
じ
た
大
陸
や
国
内
各
地
と
の
交
易
、
街
道
を
通
じ
た
畿
内
と
の
往
来
、
鉄
道
に
よ
る
発
展
な

ど
ま
さ
に
結
節
点
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
様
々
な
歴
史
が
積
み
重
な
り
、
市
内
各
所
に
魅
力
あ

る
「
み
ど
こ
ろ
」
が
関
連
し
な
が
ら
面
の
様
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
か
ら
、
今
回
は

戦
国
時
代
の
み
ど
こ
ろ
と
し
て
敦
賀
に
残
る
「
城
跡
」
を
紹
介
し
ま
す
。 

 

氣
比
神
宮
の
ガ
イ
ド
を
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で

ガ
イ
ド
の
キ
ャ
ン
セ
ル
が
続
き
、

私
に
と
っ
て
は
、
実
に
1
年
ぶ
り

の
ガ
イ
ド
で
し
た
。
到
着
を
待
ち

な
が
ら
、
ど
こ
で
ど
ん
な
説
明
を

す
る
の
か
を
事
前
検
討
。
大
鳥
居

の
前
で
は
大
き
な
音
で
ラ
イ
ブ
が

行
わ
れ
て
い
て
、
説
明
の
声
が
か

き
消
さ
れ
て
し
ま
う
。
資
料
も
一

人
ひ
と
り
に
手
渡
し
て
い
た
ら
時

間
の
ロ
ス
に
な
る
な
ど
、
懸
念
材

料
も
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
大

鳥
居
の
説
明
は
、
見
上
げ
て
も
ら

っ
た
後
に
、
そ
こ
を
く
ぐ
っ
て
境

内
に
入
っ
て
か
ら
説
明
す
る
、
資

料
は
引
率
者
に
バ
ス
の
中
で
配
っ

て
も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

 

案
内
し
て
い
る
内
に
不
思
議
な

こ
と
に
長
い
ブ
ラ
ン
ク
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
す
ら
す
ら
と
要
所
要
所

で
説
明
が
波
に
乗
り
、
と
行
き
た

い
と
こ
ろ
で
す
。
が
、
氣
比
宮
司

の
旗
か
け
松
の
く
だ
り
で
南
北
朝

の
説
明
に
難
渋
し
て
し
ま
い
ま
し 

し
た
。
こ
れ
ま
で
広
島
や
長
崎

に
平
和
研
修
を
目
的
に
し
て
修

学
旅
行
を
行
っ
て
い
た
が
、
コ

ロ
ナ
禍
で
近
隣
県
で
の
候
補
地

を
検
討
し
て
い
る
中
で
「
敦
賀

ム
ゼ
ウ
ム
」
で
研
修
す
る
事
に

な
っ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。 

 

研
修
目
的
の
修
学
旅
行
で
す

か
ら
、
楽
し
く
学
べ
る
よ
う
に

と
事
前
の
打
ち
合
わ
せ
を
何
度

も
行
い
ま
し
た
。
ガ
イ
ド
６
名

で
約
１
２
０
名
の
生
徒
さ
ん
達

を
順
番
に
各
所
を
案
内
す
る
よ

う
に
調
整
し
、
丁
寧
に
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
生
徒
さ
ん
達
は

真
剣
に
聞
い
て
く
れ
ま
し
た
。 

 

最
後
に
生
徒
さ
ん
達
が
メ
ッ

セ
ー
ジ
ボ
ー
ド
に
書
い
て
い
た

の
は
、
「
平
和
が
大
切
」
、

「
戦
争
は
嫌
だ
」
、
「
大
切
な

命
」
な
ど
の
言
葉
で
し
た
。 

 

教
育
旅
行
の
対
応
は
、
丁
寧

に
楽
し
く
、
平
和
の
大
切
さ
を

伝
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

敦
賀
の
『
み
ど
こ
ろ
』
修
学
旅
行 

 
 

ガ
イ
ド
つ
る
が
の
会
員
は
、
観
光
客
の
皆
さ
ん
へ
の
ご
案
内
等

を
行
い
な
が
ら
、
楽
し
い
出
来
事
も
沢
山
経
験
し
て
い
ま
す
。 

 

今
回
は
、
倉
谷
長
武
会
員
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

県
の
調
査
で
は
、
修
学
旅
行
の

県
外
か
ら
の
受
け
入
れ
数
に
つ
い

て
、
２
０
２
１
年
は
、
小
中
高
校

を
合
わ
せ
た
学
校
数
で
86
校
と
な

り
、
コ
ロ
ナ
禍
前
の
２
０
１
９
年

の
12
校
か
ら
大
幅
に
増
え
、
ま
た
、

人
数
で
も
約
１
万
５
千
人
と
な
り
、

19
年
の
約
３
千
人
か
ら
５
倍
と
な

っ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。 

 

ガ
イ
ド
つ
る
が
に
も
、
教
育
、

研
修
目
的
の
ガ
イ
ド
の
要
請
が
増

え
て
い
ま
し
た
が
、
12
月
初
旬
、

隣
の
滋
賀
県
の
小
学
校
か
ら
修
学

旅
行
の
ガ
イ
ド
の
要
請
が
あ
り
ま 

た
。
普
段
は
説
明
し
な
い
建
武
の

中
興
の
話
か
ら
入
っ
た
か
ら
で
す
。

に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
い
か
な
く
な

り
ま
し
た
。
逆
に
芭
蕉
の
銅
像
の

前
で
の
説
明
で
、
「
遊
行
の
持
て

る
砂
の
上
」
・
・
・
遊
行
上
人
の

話
を
し
て
、
遊
行
寺
は
藤
沢
市
に

あ
る
遊
行
寺
坂
付
近
に
あ
る
時
宗

の
総
本
山
で
す
。
正
月
の
箱
根
駅

伝
で
こ
の
坂
が
出
ま
す
か
ら
覚
え

て
い
て
く
だ
さ
い
。
・
・
・
こ
れ

は
皆
さ
ん
関
心
を
持
っ
て
く
れ
た

ぞ
、
し
め
し
め
と
思
い
ま
し
た
。 

 

限
ら
れ
た
時
間
に
い
か
に
印
象

に
残
る
ガ
イ
ド
を
す
る
か
が
大
事

な
と
こ
ろ
で
す
。
今
回
の
ガ
イ
ド

自
己
採
点
で
は
、
１
０
０
点
満
点

の
５
０
点
。
こ
れ
で
は
あ
ま
い
か

な
。 

 
 
 
 

（
倉
谷
長
武
） 

 

第
３
回
鉄
道
カ
フ
ェ
は
、
「
敦

賀
に
残
る
鉄
道
遺
産
」
と
題
し
て
、

敦
賀
市
市
立
博
物
館
の
高
早
恵
美

館
長
補
佐
か
ら
話
を
伺
い
ま
し
た
。 

 

博
物
館
の
古
地
図
や
写
真
で
明

治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
鉄
道
の

様
子
を
紹
介
い
た
だ
き
、
ま
た
、

敦
賀
市
内
に
残
る
鉄
道
遺
産
な
ど

の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
金
ケ
崎

付
近
の
水
路
や
港
線
の
あ
っ
た
場

所
な
ど
で
今
も
残
る
鉄
道
の
痕
跡

や
、
古
い
写
真
か
ら
杉
津
駅
に
あ

っ
た
庭
園
の
紹
介
な
ど
分
か
り
や

す
い
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

今
後
の
鉄
道
遺
産
の
保
存
に
か

か
る
意
見
も
出
さ
れ
、
有
意
義
な

講
演
会
に
な
り
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
11
月
10
日
、
今
後
の
新

幹
線
関
連
の
ガ
イ
ド
の
内
容
や
コ

ー
ス
検
討
の
た
め
、
新
幹
線
の
敦

賀
駅
や
ト
ン
ネ
ル
の
周
辺
設
備
な

ど
の
建
設
現
場
の
視
察
研
修
を
行

い
、
敦
賀
鉄
道
建
設
所
の
柏
木
所

長
に
ご
案
内
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

今
後
の
ガ
イ
ド
活
動
に
生
か
し

て
ま
い
り
ま
す
。 

               
 
 
 
 
 
 
 

観  光 
スポット 
紹  介 

 

小
浜
線
に
乗
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の

駅
か
ら
城
へ
と
案
内
す
る
「
若
狭

路
城
跡
め
ぐ
り
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」 

を
福
井
県
が
作
成
し
、
小
浜
線
主

要
駅
や
県
内
観
光
案
内
施
設
に
配

備
、
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
確

認
で
き
ま
す
。
天
気
が
悪
い
時
期

に
は
事
前
に
確
認
し
て
お
き
、
天

気
が
良
い
時
期
な
れ
ば
ご
家
族
で

出
か
け
て
み
ま
せ
ん
か
。
（
将
） 

 
  

鉄

道

カ

フ

ェ
と

現

地

研

修 

先

進

地

視

察

研

修 

 

本
年
度
第
２
回
目
と
な
る
鉄
道

カ
フ
ェ
を
10
月
23
日
に
、
第
３
回

目
を
11
月
13
日
に
、
松
原
公
民
館

に
て
開
催
し
ま
し
た
。 

 
 

           

第
２
回
鉄
道
カ
フ
ェ
は
、
「
新

幹
線
が
や
っ
て
く
る
～
建
設
工
事

か
ら
～
」
と
題
し
て
、
北
陸
新
幹

線
建
設
局
敦
賀
鉄
道
建
設
所
の
柏

木
亮
所
長
か
ら
話
を
伺
い
ま
し
た
。 

 

敦
賀
開
業
に
向
け
た
建
設
工
事

の
内
容
や
進
捗
状
況
、
鉄
道
ト
ン

ネ
ル
工
事
の
歴
史
に
つ
い
て
説
明

が
あ
り
、
ま
た
、
線
路
の
設
置
の

手
順
、
敦
賀
駅
の
構
造
、
中
池
見

湿
地
の
保
全
対
策
、
北
陸
線
特
有

の
雪
害
対
策
な
ど
幅
広
い
内
容
に

つ
い
て
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

参
加
者
か
ら
は
、
ト
ン
ネ
ル
掘

削
工
事
の
精
度
の
高
さ
の
驚
き
や

敦
賀
駅
の
乗
換
え
の
構
造
に
か
か

る
質
問
や
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

ガ
イ
ド
つ
る
が
で
は
、
「
港
と
鉄
道
の
街
つ
る
が
」
を
広
く
市

民
の
皆
様
に
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、
２
０
１
４
年
度

か
ら
「
鉄
道
カ
フ
ェ
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。 

 

11
月
11
日
、
福
井
県
観
光
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
連
絡
協
議
会
主

催
の
「
先
進
地
視
察
研
修
会
」
に

参
加
し
ま
し
た
。 

 

県
下
各
地
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ

ル
ー
プ
11
団
体
、
54
名
が
三
国
町

に
集
合
し
て
、
５
つ
の
コ
ー
ス
に

分
か
れ
て
バ
ス
に
分
乗
し
て
出
発

し
ま
し
た
。
あ
い
に
く
風
雨
が
激

し
く
寒
い
一
日
で
し
た
が
私
の
選

ん
だ
「
き
た
ま
え
通
り
コ
ー
ス
」

は
屋
内
で
の
説
明
も
多
く
あ
り
、

三
国
湊
の
繁
栄
を
ゆ
っ
く
り
と
偲

ぶ
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。 

 

持
に
、
大
正
９
年
に
建
て
ら
れ

た
旧
森
田
銀
行
は
、
敦
賀
の
旧
大

和
田
銀
行
と
同
時
代
の
文
化
財
で

あ
り
、
湊
町
の
共
通
点
を
感
じ
ま

し
た
。
ま
た
、
市
内
の
建
物
の
い

た
る
所
で
「
笏
谷
石
」
が
使
用
さ

れ
、
そ
の
昔
、
福
井
か
ら
九
頭
竜

川
を
舟
運
で
三
国
湊
に
下
り
、
北

前
船
で
全
国
に
運
ば
れ
た
事
が
偲

ば
れ
ま
し
た
。 

 

三
国
と
敦
賀
は
湊
町
と
い
う
点

で
共
通
点
も
多
い
の
で
す
が
、
そ

の
後
、
特
色
を
分
け
た
も
の
は
鉄

道
の
敷
設
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
三
国
は
「
北
前
船
の
湊

町
」
に
な
り
、
敦
賀
は
「
鉄
道
と

港
の
町
」
に
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
時
代
を
担
っ
て
き
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。 

 

今
回
の
研
修
に
お
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
町
の
歴
史
的
な
役
割
が
あ

っ
た
事
を
知
る
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。 

 
 
 
 
 

（
浜 

康
行
） 

 


