
　
　「佐
嘉
」の
由
来
の
大
楠

　散
歩
の
ス
タ
ー
ト
は
「
與よ

ど

ひ

め

止
日
女
神
社
」。
境
内
の
横
を

流
れ
る
嘉
瀬
川
上
空
に
は
約
３
百
の
鯉
の
ぼ
り
が
早
朝
の
光

を
受
け
て
〝
泳
ぐ
〟。
同
神
社
は
古
墳
時
代
の
５
６
４
年
に

創
建
。
平
安
時
代
か
ら
「
肥
前
国
一
宮
」
と
し
て
崇
め
ら
れ

て
き
た
。ど
っ
し
り
し
た
本
殿
の
周
り
を
楠
の
巨
木
が
囲
む
。

奈
良
時
代
の
７
１
３
年
に
書
か
れ
た
肥
前
国
風
土
記
に
よ
る

と
、
日
本
武
尊
が
こ
の
辺
り
を
訪
れ
た
際
、
楠
が
茂
り
栄
え

る
様
子
に
感
銘
を
受
け「
こ
の
国
を
榮
さ
か
え

の
国
と
呼
び
な
さ
い
」

と
話
し
た
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
「
榮
の
郡
こ
お
り
」
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
り
、
そ
れ
が
転
じ
て
「
佐さ

が嘉
の
郡
」
と
い
う
名
前
に

な
っ
た
と
の
こ
と
。
つ
ま
り
「
佐
賀
」
と
い
う
地
名
の
由
来

は
、
こ
の
辺
り
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
境
内
の
楠
の
巨
木

は
、
古
代
の
雰
囲
気
を
濃
厚
に
伝
え
て
く
れ
る
。

　次
は
境
内
か
ら
道
を
挟
ん
だ
と
こ
ろ
に
あ
る
平
安
時
代

１
０
８
７
年
創
建
の「
実
相
院
」
へ
。
道
路
か
ら
見
え
る
仁

王
門
は
江
戸
時
代
前
半
に
作
ら
れ
た
。
門
の
左
右
に
あ
る
格

子
の
中
に
目
を
こ
ら
す
と
、
大
き
な
目
玉
が
上
か
ら
ギ
ョ
ロ

リ
と
睨
ん
で
い
る
。
高
さ
約
2.6
m
の
寄
木
造
の
仁
王
像
だ
。

開
口
の
阿あ
ぎ
ょ
う形

像
と
、
口
を
結
ん
だ
吽
う
ん
ぎ
ょ
う形

像
は
色
鮮
や
か
。
以

前
は
腕
や
天
衣
が
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
た
が
、
1
9
9
6

年
に
修
復
さ
れ
た
と
い
う
。

　門
を
抜
け
る
と
予
想
以
上
に
大
き
な
参
道
が
現
れ
る
。
実

相
院
が
最
も
栄
え
て
い
た
と
さ
れ
る
室
町
時
代
に
は
、
約
80

カ
所
の
施
設
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る

敷
地
の
広
さ
だ
。
門
の
前
を
車
で
通
る
だ
け
で
は
分
か
ら
な

い
。
参
道
を
登
る
と
お
堂
が
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
毎
年
４
月
10

日
か
ら
20
日
ま
で
行
わ
れ
る
「
お
経
会
」
が
行
わ
れ
て
、
い

ろ
ん
な
企
業
の
名
前
が
書
か
れ
た
燈
明
が
境
内
に
飾
ら
れ
て

い
た
。
千
年
の
歴
史
を
誇
り
、
宗
派
に
関
係
な
く
信
者
が
あ

つ
ま
る
全
国
的
に
珍
し
い
大
法
要
で
あ
り
、
大
勢
の
参
拝
者

で
賑
わ
う
と
い
う
が
、
残
念
な
が
ら
時
間
が
早
す
ぎ
て
人
影

も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
本
堂
の
裏
に
は
苔
む
し
た
石
仏
が
並
ん

で
い
て
、
時
代
の
積
み
重
ね
を
感
じ
さ
せ
る
。

  

〝生
〟狛
犬
守
る
お
不
動
さ
ん

　畑
と
た
め
池
が
点
在
す
る
山
裾
の
道
を
歩
き
、
ゴ
ル
フ
場

へ
続
く
車
道
を
行
く
。
久
し
ぶ
り
の
運
動
な
の
で
ゆ
っ
く
り

登
る
。
少
し
山
道
を
の
ぼ
る
と
「
お
不
動
さ
ん
」
と
書
か
れ

た
案
内
板
が
。
そ
ち
ら
に
曲
が
り
し
ば
ら
く
行
く
と
、
鬱
蒼

と
し
た
森
の
中
に
「
水み
ず
か
み上
山
万ま
ん
じ
ゅ
じ

寿
寺
」
が
現
れ
る
。
平
安
時

代
１
１
３
０
年
に
創
建
さ
れ
た
万
寿
寺
は
「
お
不
動
さ
ん
」

と
い
う
名
前
で
地
域
の
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。

　境
内
に
入
る
と
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
水
の
音
が
聞
こ
え

て
く
る
。
耳
を
澄
ま
し
て
進
む
。
参
道
の
左
手
、
鯉
が
泳
ぐ

清
廉
な
池
の
先
に
、崖
の
上
か
ら
落
ち
る
滝
の
姿
が
現
れ
る
。

岩
肌
に
は
苔
む
し
た
不
動
明
王
像
。
滝
壺
か
ら
の
優
し
い
風

が
30
分
ち
ょ
っ
と
歩
い
た
体
に
心
地
よ
い
。
参
道
に
戻
り
本

堂
へ
。
本
堂
を
眺
め
て
い
る
と
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
二
匹

の
犬
が
や
っ
て
く
る
。
吠
え
る
わ
け
で
は
な
い
が
警
戒
さ
れ

て
い
る
模
様
。
ま
る
で〝
生
〟
狛
犬
。
し
ば
ら
く
休
ん
で
階

段
を
降
り
る
間
も
、
ジ
ッ
と
見
つ
め
ら
れ
て
い
た
。
な
に
や

ら
不
思
議
な
感
じ
が
し
た
。

       

珍
し
い
倉
庫
に
導
か
れ

　来
た
道
を
引
き
返
し
、
小
城
方
面
へ
進
む
。
山
の
上
の
方

ま
で
連
な
る
ミ
カ
ン
畑
を
右
手
に
見
な
が
ら
、
山
際
に
沿
っ

て
ゆ
る
や
か
に
上
下
す
る
道
を
進
む
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
あ

る
神
社
や
お
寺
を
眺
め
な
が
ら
30
分
く
ら
い
歩
く
と
、
な
に

　大
和
町
川
上
地
区
は
、
古
代
の
政
治

の
中
心
地
で
あ
る
「
肥
前
国
府
」
に
近
い

こ
と
も
あ
り
、
古
墳
時
代
か
ら
現
在
ま
で

千
五
百
年
の
歴
史
を
刻
む
風
情
溢
れ
る

地
域
だ
。
し
か
も
、
古
代
、
近
代
、
現

代
を
象
徴
す
る
出
来
事
と
場
所
が
、
途

切
れ
る
こ
と
な
く
存
在
し
て
い
る
と
い

う
。
暖
か
く
な
っ
た
し
、
運
動
不
足
解

消
の
た
め
に
も
、
ち
ょ
っ
と
あ
の
辺
り

を
〝
散
歩
〟し
て
み
よ
う
。

春
の
大
和
町
川
上
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古
墳
と
古
戦
場
跡

　最
初
に
歩
い
て
き
た
道
に
戻
り
、
さ
ら
に

小
城
方
面
に
10
分
ち
ょ
っ
と
。「
横
馬
場
入

口
」
と
い
う
看
板
を
右
に
折
れ
て
み
る
。
山

手
に
向
か
っ
て
い
た
道
が
大
き
く
左
に
曲
が

る
。
カ
ー
ブ
の
先
、
左
手
に
現
れ
た
の
は
、

ど
う
や
ら
古
墳
の
よ
う
だ
。
さ
き
ほ
ど
の

カ
ー
ブ
は
こ
の
古
墳
の
形
に
沿
っ
て
曲
が
っ

て
い
た
よ
う
だ
。
も
っ
と
近
く
で
見
た
く
な

り
、
あ
ぜ
道
の
よ
う
な
小
道
に
入
る
。
横
か

ら
み
た
ら
丸
と
四
角
。
結
構
、
大
き
い
。
周

囲
を
歩
き
、
大
き
な
道
に
出
る
。
道
沿
い
に

は
入
口
ら
し
き
も
の
が
あ
っ
た
が
扉
は
閉
じ

て
い
る
。
注
意
書
き
が
あ
り
、
イ
ノ
シ
シ
等

侵
入
防
止
の
た
め
入
出
時
に
は
扉
を
閉
め
る

よ
う
に
、
と
の
こ
と
。
き
ち
ん
と
扉
を
閉
め

て
、
木
で
出
来
た
歩
道
を
行
く
。
古
墳
の
一

番
南
側
か
ら
登
る
。
ミ
カ
ン
畑
で
覆
わ
れ
た

山
並
み
が
見
渡
せ
る
。
こ
こ
「
船
塚
古
墳
」

は
主
軸
の
長
さ
114
m
と
県
内
最
大
の
前
方

後
円
墳
だ
。
上
か
ら
見
る
と
周
囲
を
10
m

以
上
の
濠
に
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
出
来
た
の
は
５
世
紀
後
半
と
さ
れ
て
い

る
。
埴
輪
や
大
き
な
勾
玉
も
出
土
し
て
い
る

と
い
う
。
大
き
な
権
力
者
が
埋
葬
さ
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
北
側
の
丸
い
部
分
の
上
に

立
っ
て
、
山
手
を
見
る
と
小
さ
な
展
望
台
の

よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
あ
そ
こ
な
ら
古
墳

の
全
体
が
見
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　古
墳
を
降
り
、
南
側
の
道
を
少
し
戻
る
と

て
見
飽
き
な
い
。

　倉
庫
に
誘
わ
れ
る
よ
う
に
ウ
ロ
ウ
ロ
し
て

い
る
と
、
換
気
用
の
小
さ
な
屋
根
を
３
つ

乗
っ
け
た
木
造
の
倉
庫
に
出
合
っ
た
。
い
ろ

ん
な
方
向
か
ら
見
よ
う
と
隣
接
す
る
五
社
大

明
神
に
入
る
。
散
り
際
の
桜
の
並
木
越
し
に

倉
庫
を
堪
能
し
た
後
、
つ
い
で
と
思
い
本
堂

へ
視
線
を
移
す
。
瓦
屋
根
の
上
に
乗
っ
か
っ

た
ス
ピ
ー
カ
ー
が
印
象
的
な
社
殿
。
鎌
倉
初

期
の
銅
鐘
か
ら
現
代
の
ス
ピ
ー
カ
ー
へ
。
時

代
と
と
も
に
道
具
は
変
わ
っ
て
も
人
の
営
み

に
必
要
な
も
の
は
あ
ま
り
変
化
し
な
い
の
か

な
、
と
ぼ
ん
や
り
考
え
る
。
実
は
こ
の
神
社

の
境
内
は
奈
良
時
代
に
は
大
き
な
寺
院
が

あ
っ
た
よ
う
で
、
当
時
の
瓦
や
礎
石
が
発
見

さ
れ
て
い
る
。
正
式
名
称
は
伝
わ
っ
て
い
な

い
た
め
、
同
集
落
に
あ
る
寺
院
跡
と
い
う
こ

と
で
、
こ
こ
は
「
大
願
寺
廃
寺
跡
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
と
い
う
。

や
ら
趣
の
あ
る
集
落
に
差
し
掛
か
る
。
色
あ

せ
た
黄
色
い
壁
と
斜
め
に
切
り
取
ら
れ
た
エ

ン
ト
ラ
ン
ス
が
印
象
的
な
大
願
寺
集
落
公
民

館
に
は
「
か
わ
か
み
流 

勝
手
に
見
守
り
た

い
活
動
実
施
中
」の
看
板
が
。「
か
わ
か
み
流
」

と
い
う
部
分
に
な
に
や
ら
郷
土
愛
を
感
じ
て

し
ま
う
。
ち
ょ
っ
と
こ
の
集
落
を
ぶ
ら
ぶ
ら

し
て
み
よ
う
。

　ま
ず
右
手
に
曲
が
り
、
山
手
に
あ
る
「
健

福
寺
」
へ
。
参
道
の
手
前
に
あ
る
家
の
側
溝

に
流
れ
る
き
れ
い
な
水
が
桜
の
花
び
ら
を
運

ん
で
い
く
。
そ
こ
か
ら
急
な
坂
を
の
ぼ
り
本

堂
へ
。
ち
ょ
う
ど
日
本
最
古
の
歴
史
書
「
古

事
記
」
が
成
立
し
た
奈
良
時
代
７
１
２
年
に

成
立
し
た
と
さ
れ
る
同
寺
は
、
日
本
で
初
め

て
僧
の
最
高
位
で
あ
る
「
大
僧
正
」
に
な
っ

た
行
基
が
開
基
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

奈
良
・
東
大
寺
造
立
の
責
任
者
を
務
め
た
ほ

か
、
貧
民
救
済
・
治
水
・
架
橋
な
ど
の
社
会

事
業
に
従
事
し
た
、
教
科
書
に
も
出
て
く
る

偉
人
も
、
こ
の
道
を
歩
い
て
い
た
か
と
思
う

と
ち
ょ
っ
と
だ
け
足
取
り
も
軽
く
な
る
。
当

時
は
た
く
さ
ん
の
お
堂
が
立
ち
並
び
「
真
手

千
坊
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
。

　本
堂
の
右
手
に
あ
る
鐘
楼
に
は
ち
ょ
っ
と

小
さ
め
の
古
び
た
鐘
が
あ
る
。
鎌
倉
時
代
初

期
に
作
ら
れ
た
県
内
最
古
の
銅
鐘
で
あ
り
、

国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
鐘

は
本
来
、
僧
に
集
合
を
知
ら
せ
る
合
図
に
使

用
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
だ
け
た
く
さ
ん

の
お
坊
さ
ん
が
修
行
し
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。　大

願
寺
集
落
を
歩
い
て
い
る
と
、
農
家
が

多
い
の
か
、
倉
庫
み
た
い
な
建
物
が
目
に
つ

く
。
中
は
縦
に
仕
切
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
１

階
部
分
に
複
数
の
木
の
扉
が
あ
り
、
庇
屋
根

を
挟
ん
で
そ
の
上
に
は
窓
が
あ
る
。
珍
し
い

ス
タ
イ
ル
だ
。
素
材
も
下
は
レ
ン
ガ
や
コ
ン

ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
、
上
は
土
壁
や
木
材
な

ど
、
い
ろ
い
ろ
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ

案
内
板
が
あ
り
「
赤
坂
展
望
台
」
と
い
う
字

が
指
す
方
へ
左
に
曲
が
る
。
み
か
ん
畑
の
間

の
道
を
登
っ
て
い
く
。
１
km
弱
で
展
望
台
に

辿
り
つ
く
。
眼
下
に
は
佐
賀
平
野
が
見
渡
せ

る
。
古
墳
の
方
を
見
る
と
、
教
科
書
通
り
確

か
に
鍵
穴
の
形
だ
。き
ち
ん
と
左
右
対
称
だ
。

１
６
０
０
年
前
に
こ
れ
だ
け
大
き
な
も
の
を

正
確
に
作
っ
た
と
い
う
人
た
ち
に
驚
く
。
古

墳
の
先
に
は
佐
賀
平
野
が
広
が
る
。
景
色
が

よ
け
れ
ば
雲
仙
が
見
え
る
だ
ろ
う
が
霞
が
か

か
っ
て
見
え
な
か
っ
た
。
ふ
と
展
望
台
の
脇

に
あ
る
案
内
版
に
気
づ
く
。
こ
の
場
所
は
戦

国
時
代
１
５
７
０
年
に
、
佐
賀
の
龍
造
寺
氏

と
大
分
の
大
友
氏
が
戦
っ
た
「
今
山
古
戦
場

跡
」
だ
と
い
う
。

　戦
国
時
代
、
北
部
九
州
を
手
中
に
し
て
い

た
大
友
宗
麟
は
８
万
の
大
軍
勢
を
率
い
て
佐

賀
に
攻
め
込
ん
で
き
た
。
佐
賀
城
を
睨
み
つ

つ
、
宗
麟
は
約
３
万
の
兵
を
こ
の
地
に
配
置

し
た
。
対
す
る
龍
造
寺
は
総
勢
５
千
弱
。
圧

倒
的
に
不
利
な
形
勢
の
中
、龍
造
寺
の
家
臣
・

鍋
島
直
茂
（
当
時
は
信
昌
、
の
ち
の
佐
賀
藩

祖
）
は
奇
襲
作
戦
を
決
行
す
る
。
手
勢
は
約

７
百
。
夜
の
闇
に
紛
れ
て
崖
を
乗
り
越
え
、

大
友
側
の
本
陣
を
目
指
す
。
そ
ん
な
こ
と
と

は
露
知
ら
ず
、
数
で
勝
る
大
友
勢
は
前
祝
い

に
と
酒
宴
を
開
い
て
い
た
と
い
う
。
す
っ
か

り
油
断
し
た
大
友
勢
に
襲
い
か
か
る
鍋
島

勢
。
大
友
側
は
総
大
将
が
打
ち
取
ら
れ
る
大

打
撃
を
受
け
て
敗
走
し
た
と
い
う
。こ
の〝
九

州
の
桶
狭
間
〟
と
も
呼
ば
れ
る
戦
い
を
契
機
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に
龍
造
寺
氏
は
勢
力
を
盛
り
返
し
、
殊
勲
を

挙
げ
た
直
茂
は
家
中
で
の
発
言
権
が
強
く

な
っ
て
い
っ
た
。
佐
賀
鍋
島
藩
に
つ
な
が
る

大
き
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
。
直

茂
勢
は
奇
襲
す
る
際
、各
々
鬼
面
を
か
ぶ
り
、

太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
そ

れ
が
面
浮
立
の
ル
ー
ツ
に
な
っ
た
と
い
う
説

も
あ
る
。

　展
望
台
よ
り
上
に
あ
る
と
い
う
大
友
公
園

を
目
指
す
。
道
は
急
に
険
し
く
な
る
。
ゆ
っ

く
り
歩
い
て
も
足
が
つ
り
そ
う
な
傾
斜
だ
。

上
に
登
る
に
連
れ
、
角
度
は
さ
ら
に
厳
し
く

な
る
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
を
鎧
や
武
器
を
持
っ

て
一
気
に
上
が
っ
て
い
く
と
は
…
戦
国
時
代

じ
ゃ
な
く
て
良
か
っ
た
。
展
望
台
か
ら
800
m

く
ら
い
な
の
に
、
通
常
の
倍
で
あ
る
30
分
以

上
か
か
っ
て
よ
う
や
く
道
は
山
の
尾
根
に
た

ど
り
着
く
。
左
手
に
曲
が
る
と
、
鬱
蒼
と
し

た
森
の
中
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
ベ
ン
チ
と
石

碑
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
イ
ノ
シ
シ
対

策
の
柵
が
あ
っ
て
近
く
に
い
け
な
い
が
、
ど

う
や
ら
こ
こ
が
目
的
地
ら
し
い
。
石
碑
に
目

を
こ
ら
す
と
、
大
友
側
の
総
大
将
の
お
墓
の

よ
う
だ
っ
た
。

 

　近
代
化
の
実
験
場

　山
道
を
下
り
、
大
き
な
た
め
池
を
左
に
見

な
が
ら
歩
く
。
長
崎
自
動
車
道
ま
で
突
き
当

た
っ
た
の
で
、
そ
ろ
そ
ろ
帰
ろ
う
か
と
、
大

和
イ
ン
タ
ー
方
向
に
向
か
う
。
数
分
歩
く
と

広
場
の
中
に
な
に
や
ら
オ
ブ
ジ
ェ
の
よ
う
な

も
の
が
見
え
る
。
近
づ
い
て
み
る
と
「
大
久

保
お
台
場
展
望
所
」
の
看
板
と
大
砲
ら
し
き

も
の
が
見
え
る
。
こ
の
場
所
は
幕
末
期
、
佐

賀
藩
が
カ
ノ
ン
砲
の
性
能
テ
ス
ト
を
す
る
た

め
に
作
っ
た
砲
台
跡
だ
と
い
う
。
カ
ノ
ン
砲

の
模
型
は
、
さ
っ
き
ま
で
い
た
今
山
周
辺
を

向
い
て
い
て
、
そ
こ
に
は
「
矢
先
」
と
い
う

目
標
が
あ
り
、
今
で
も
弾
丸
の
遺
物
が
出
土

す
る
と
い
う
。
こ
の
台
場
か
ら
目
標
ま
で
は

約
500
m
。
台
場
は
残
り
２
カ
所
あ
り
、
一
番

遠
い
も
の
は
1.3
㎞
離
れ
た
場
所
に
あ
っ
た
と

い
う
。
こ
こ
で
の
テ
ス
ト
に
合
格
し
た
大
砲

は
、
明
治
維
新
を
支
え
る
大
き
な
力
に
な
っ

た
。
こ
ん
な
武
器
が
あ
れ
ば
直
茂
も
苦
労
し

な
く
て
良
か
っ
た
の
に
、
と
考
え
て
い
た

ら
、
見
物
人
が
や
っ
て
き
た
。
聞
く
と
、
こ

の
近
く
に
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
美
し
い
花
壇
が

あ
り
、
そ
れ
を
見
た
帰
り
だ
と
い
う
。
地
味

な
話
ば
か
り
な
の
で
、
少
し
は
色
あ
ざ
や
か

な
写
真
が
あ
っ
た
方
が
楽
し
い
か
も
。

　高
速
道
路
脇
の
道
を
ま
っ
す
ぐ
小
城
方
向

に
行
く
と
の
こ
と
だ
が
、
高
速
道
路
沿
い
の

風
景
に
飽
き
て
、
程
よ
い
幅
の
あ
ぜ
道
に
寄

り
道
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
孫
が
一
緒
に
農
作

業
を
し
て
い
た
。
林
に
囲
ま
れ
た
集
落
を
20

分
ほ
ど
ぶ
ら
ぶ
ら
し
た
ら
、
色
あ
ざ
や
か
な

花
壇
が
あ
っ
た
。
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
の
出
店

も
あ
り
、
な
か
な
か
の
賑
わ
い
。「
よ
う
こ

そ
！ 

今
山
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
園
へ

　今
山
老
人

ク
ラ
ブ
福
寿
会
」の
看
板
の
先
で
は
お
母
さ

ん
が
子
ど
も
を
ス
マ
ホ
で
撮
っ
て
い
る
。赤
、

白
、
紫
、
黄
色
の
花
々
が
緑
の
中
に
踊
っ
て

い
た
。

　道
を
挟
ん
だ
と
こ
ろ
に
は
な
に
や
ら
大
き

な
石
碑
が
。「
香
田
啓
三
翁
頌
徳
碑
」
と
彫

ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
地
元
の
偉
人
は
大

好
物
で
あ
る
。
調
べ
て
み
る
と
香
田
啓
三
さ

ん
は
明
治
時
代
１
８
９
４
年
生
ま
れ
で
、
川

上
を
有
数
の
ミ
カ
ン
産
地
に
導
い
た
人
だ
と

い
う
。
山
間
部
で
の
ミ
カ
ン
栽
培
に
い
ち
早

く
取
り
組
み
、
果
実
専
門
の
農
協
を
立
ち
上

げ
販
売
先
を
全
国
に
拡
大
し
た
。
現
在
、
川

上
地
区
で
は
「
あ
ん
み
つ
姫
」
と
い
う
ブ
ラ

ン
ド
ミ
カ
ン
を
栽
培
し
て
い
る
と
い
う
。
有

機
堆
肥
を
た
っ
ぷ
り
使
う
と
と
も
に
、
土
中

の
水
分
も
厳
密
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
。
さ
ら
に

２

−

３
カ
月
を
か
け
て
長
期
熟
成
さ
せ
る
こ

と
で
、
他
産
地
に
は
真
似
で
き
な
い
味
に
仕

上
げ
て
い
る
と
い
う
。
き
っ
と
あ
の
キ
ュ
ー

ト
な
倉
庫
で
熟
成
さ
れ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
。

 

　良
縁
に
ご
利
益

　石
碑
の
横
に
は
「
男な
ん
に
ょ女
神
社
」
の
鳥
居
が

あ
る
。
参
道
ら
し
き
道
が
ま
っ
す
ぐ
伸
び
て

い
る
。
さ
す
が
に
疲
れ
果
て
て
い
た
が
、
す

ぐ
近
く
の
よ
う
な
の
で
行
っ
て
み
る
こ
と

に
。
民
家
に
挟
ま
れ
た
道
を
ぶ
ら
ぶ
ら
行
く

と
「
男
女
神
社
」
の
案
内
板
が
あ
り
、
左
向

き
の
矢
印
が
あ
る
。
え
っ
こ
の
辺
じ
ゃ
な
い

の
？ 

戸
惑
い
つ
つ
も
左
に
曲
が
る
。
小
さ

な
川
を
渡
る
と
、
な
だ
ら
か
な
坂
道
に
な
り

一
面
ミ
カ
ン
畑
に
。
10
分
ほ
ど
上
が
っ
て
行

く
が
な
か
な
か
神
社
は
見
え
て
こ
な
い
。
引

き
返
そ
う
と
も
思
っ
た
が
、
こ
こ
ま
で
来
た

ら
意
地
だ
。
キ
ツ
く
な
る
傾
斜
に
根
を
あ
げ

つ
つ
も
ゆ
っ
く
り
上
が
っ
て
い
く
。
さ
ら
に

10
分
歩
き
、
よ
う
や
く
大
き
な
樹
に
囲
ま
れ

た
神
社
が
見
え
て
き
た
。
男
女
神
社
は
650
年

以
上
前
に
創
建
さ
れ
た
と
い
う
古
刹
だ
が
、

今
山
の
戦
い
で
焼
け
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

そ
の
後
、
１
６
５
４
年
に
再
建
さ
れ
た
。
境

内
に
は
次
々
に
参
拝
者
が
や
っ
て
く
る
。
な

ん
で
も
縁
結
び
な
ど
に
ご
利
益
が
あ
る
ら
し

く
、
女
性
を
中
心
に
密
か
な
人
気
が
あ
る
ら

し
い
。
境
内
に
は
「
招
霊
の
木
」
と
い
う
巨

木
が
あ
り
、
勇
壮
な
幹
が
神
域
の
空
気
を
引

き
締
め
て
い
る
。
朝
日
の
名
所
と
い
う
こ
と

な
の
で
、
後
日
訪
問
し
て
み
た
。
午
前
６
時

前
に
着
く
と
同
時
に
大
粒
の
雨
。
し
ば
ら
く

待
っ
て
い
た
が
諦
め
て
帰
ろ
う
と
し
た
が
、

一
瞬
晴
れ
間
が
の
ぞ
く
。
金
立
山
方
面
に

昇
っ
た
太
陽
が
佐
賀
平
野
を
赤
く
染
め
て
い

た
。　歩

い
た
距
離
は
計
11
㎞
。
運
動
不
足
の
身

と
し
て
は
も
は
や
〝
散
歩
〟
で
は
な
い
気
が

す
る
が
、
史
蹟
や
集
落
が
ち
ょ
う
ど
良
い
距

離
で
あ
り
疲
労
感
を
あ
ま
り
感
じ
な
か
っ
た

（
も
ち
ろ
ん
翌
日
は
筋
肉
痛
で
大
変
な
こ
と

に
…
）。
ル
ー
ト
を
決
め
ず
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
い

た
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
だ
け
歩
く
こ
と
が
で
き

た
と
も
言
え
る
。
思
い
が
け
ず
長
い
時
間
が

か
か
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
の
で
、
お

弁
当
な
ど
を
持
参
し
た
ほ
う
が
良
い
か
も
。

　古
代
か
ら
現
代
ま
で
長
い
歴
史
を
持
つ
大

和
町
川
上
地
区
。
同
地
区
公
民
館
で
は
い
ろ

い
ろ
な
テ
ー
マ
で
川
上
地
区
を
歩
く
「
ゆ
っ

つ
ら
〜
と
川
上 

フ
ッ
ト
パ
ス
モ
ニ
タ
ー
ツ

ア
ー
」
を
企
画
し
て
い
る
と
い
う
。
ぜ
ひ
自

然
の
息
吹
を
感
じ
な
が
ら
、
千
五
百
年
の
歴

史
を
ゆ
っ
く
り
味
わ
っ
て
ほ
し
い
。

特 集 春の大和町川上千五百年の山辺を歩く


