
                            

     

 

今
回
の
歴
史
ハ
イ
キ
ン
グ
は
、

長
岡
京
の
長
岡
宮
跡
を
は
じ
め
、

向
日
市
に
ゆ
か
り
の
史
跡
を
巡
り

ま
し
た
。
向
日
市
文
化
資
料
館
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
さ
ん
の
案
内

で
有
意
義
な
散
策
と
な
り
ま
し
た
。

各
地
で
の
詳
し
い
解
説
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

歴
史
グ
ル
ー
プ
早
雲
の
参
加
者

は
３
２
名
で
し
た
。 

 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
さ
ん
の

適
切
な
誘
導
と
参
加
者
の
皆
様
の

ご
協
力
で
無
事
終
了
で
き
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 ● 

概
要 

長
岡
京
は
、
桓
武
天
皇
に
よ
っ

て
延
暦
３
年
（
７
８
４
）
に
平
城

京
か
ら
遷
さ
れ
た
都
で
す
。
た
っ

た
十
年
間
の
都
で
あ
っ
た
た
め
、 

ほ
と
ん
ど
都
と
し
て
体
を
な
さ
な

い
ま
ま
廃
棄
さ
れ
た
「
幻
の
都
」 

      と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
現
在
ま
で
６
０
年
以
上
に

わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
発
掘

調
査
に
よ
っ
て
、
大
極
殿
・
朝

堂
院
・
内
裏
と
い
っ
た
宮
中
枢

部
を
は
じ
め
、
役
所
や
貴
族
・

役
人
の
住
ま
い
な
ど
「
都
」
の

姿
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。 

 

長
岡
京
の
造
営
開
始
か
ら
わ

ず
か
な
期
間
で
都
が
姿
を
現
し

た
の
は
、
難
波
宮
の
建
物
の
移

築
と
全
国
か
ら
集
め
ら
れ
た
農

民
の
動
員
に
よ
っ
た
こ
と
が
、

解
説
で
分
か
り
ま
し
た
。 

 

資
料
館
の
展
示
品
か
ら
長
岡

京
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き

ま
し
た
。 

 

都
が
平
安
京
に
遷
っ
て
も
平

安
時
代
に
は
西
国
街
道
で
紀
貫

之
の
「
土
佐
日
記
」
に
書
か
れ

て
い
る
し
ま
さ
か
（
島
坂
）
が

こ
の
付
近
で
あ
り
、
豊
臣
秀
吉

の
朝
鮮
出
兵
の
軍
勢
や
物
資
を

肥
後
名
護
屋
へ
送
る
街
道
、
江

戸
時
代
に
は
吉
峰
寺
な
ど
へ
の

参
詣
で
賑
わ
う
な
ど
交
通
の
要

衝
で
し
た
。 

 

● 

散
策
コ
ー
ス 

阪
急
東
向
日
駅
～
築
榊
講
常
夜

燈
～
梅
ノ
木
石
柱
～
向
日
市
文

化
資
料
館
～
須
田
家
住
宅
～
元

稲
荷
古
墳
～
勝
山
公
園（
昼
食
）

～
向
日
神
社
～
眺
望
地
点
～
説

法
石
～
五
辻
常
夜
燈
～
石
塔
寺

～
長
岡
宮
大
極
殿
跡
～
長
岡
京

朝
堂
院
公
園
～
阪
急
西
向
日
駅

（
解
散
） 

 

（
解 

説
） 

 

築
榊
講
常
夜
燈 

築
榊
講(

つ
き
さ
か
こ
う)

常

夜
燈
は
、
阪
急
東
向
日
駅
前
の

西
国
街
道
と
府
道
向
日
町
停
車

場
線
の
合
流
地
点
に
所
在
し
て

い
ま
し
た
が
、
平
成
２
８
年
に

西
国
街
道
の
入
口
に
移
転
し
ま

し
た
。
寺
戸
町
内
に
あ
る
伊
勢

講
の
ひ
と
つ
で
あ
る
築
榊
講
が
、

天
保
１
３
年(

１
８
４
２
年)

４

月
に
建
立
し
た
も
の
で
す
。
総

高
に
お
い
て
は
市
内
最
大
の
常

夜
燈
で
す
。
こ
の
築
榊
講
は
、

現
在
も
活
動
し
て
お
り
、
そ
の 

象
徴
と
し
て
民
俗
文
化
財
に
指

定
さ
れ
ま
し
た
。 

 

向
日
市
文
化
資
料
館 

常
設
展
示
「
長
岡
京
の
歴
史

と
文
化
」
の
ほ
か
、
特
別
展
や

企
画
展
、
各
種
講
演
会
、
子
ど

も
歴
史
教
室
な
ど
も
行
っ
て
い

ま
す
。 

須
田
家
住
宅 

  

須
田
家
住
宅
は
、
古
く
は

「
松
葉
屋
」
の
屋
号
を
持
ち
、

幕
末
ま
で
醤
油
製
造
販
売
を
家

業
と
し
て
い
ま
し
た
。
西
国
街

道
と
愛
宕
道(

物
集
女
街
道)

、

た
ん
ば
道
が
分
岐
す
る
地
に
愛

宕
道
に
東
面
し
て
建
つ
町
家
形

式
の
建
築
物
で
す
。
外
観
は
い

ず
れ
も
切
妻
造
り
、
桟
瓦
葺
で

す
。
門
口
に
は
中
央
に
大
戸
口

を
設
け
、
そ
の
北
側
に
格
子
の 
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向
日
市
歴
史
散
策
（
長
岡
宮
を
中
心
に
） 

２
０
２
２
年
９
月
２
５
日
（
日
） 



出
窓
、
南
側
に
格
子
窓
を
設
け

て
い
ま
す
。
背
戸
口
の
外
上
部

に 

祈
禱
札
が
打
ち
付
け
て
あ

り
、
延
享
元
年(

１
７
４
４
年)

に
は
現
在
地
に
存
在
し
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
京
都
府
の
有

形
文
化
財
（
建
造
物
）
に
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

元
稲
荷
古
墳 

国
史
跡
乙
訓
古
墳
群
の
一
基 

古
墳
時
代
前
期
（
３
世
紀
末
）

の
全
９
４
ｍ
の
前
方
後
方
墳
で

乙
訓
地
域
の
最
古
級
の
古
墳
で

す
。
埴
輪
の
原
型
と
な
る
特
殊

壷
形
土
器
や
特
殊
円
筒
埴
輪
、

刀
剣
類
、
斧
、
土
師
器
の
壷
な

ど
の
出
土
品
が
あ
り
ま
す
。  

（
写
真
）
元
稲
荷
古
墳 

向
日
神
社 

村
伝
に
よ
る
と
奈
良
時
代
、
養

老
２
年
（
７
１
８
）
の
創
建
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
応
永
２
５
年

（
１
４
１
８
）に
造
営
が
始
ま
り
、

応
永
２
９
年
に
上
棟
さ
れ
た
本
殿

は
、
室
町
時
代
の
『
三
間
社
流
造
』

（
さ
ん
げ
ん
し
ゃ
な
が
れ
づ
く

り
）
と
い
う
建
築
様
式
で
国
の
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
同
神
社
所
有
の
「
紙
本
墨
書

日
本
書
紀
神
代
紀
下
巻
」
も
国
の

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。 

 説
法
石 

西
へ
と
向
か
う
道
中
で
、
向
日

神
社
に
立
ち
寄
っ
た
と
き
、
そ
こ

に
２
羽
の
白
い
ハ
ト
が
飛
ん
で
き

て
、
日
像
の
衣
の
裾
を
く
わ
え
て

離
さ
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
し

て
鶏
冠
井
村
の
お
年
寄
り
が
日
像

に
教
え
を
請
い
ま
し
た
。 

 

日
像
は
、
後
に
「
説
法
石
」
と

名
づ
け
ら
れ
る
木
陰
の
石
に
腰
を

下
ろ
し
説
教
を
は
じ
め
、
人
々
の

心
を
と
ら
え
ま
し
た
。
村
人
が

次
々
と
日
像
を
訪
ね
ま
す
。
日

像
は
熱
心
に
仏
の
道
を
説
き
、

法
華
経
の
信
者
は
ど
ん
ど
ん
増

え
て
い
っ
た
そ
う
で
す
。 

い
ち
早
く
改
宗
し
た
人
の
家

に
日
像
が
立
ち
寄
っ
た
と
き
、

炊
事
場
の
湯
気
に
「
南
無
妙
法

蓮
華
経
」
の
題
目
が
浮
か
び
ま

し
た
。
そ
れ
を
見
た
村
人
は
、

歓
喜
の
あ
ま
り
野
良
着
の
ま
ま

踊
り
出
し
た
と
い
い
ま
す
。
そ

れ
が
「
鶏
冠
井
題
目
踊
」
と
し

て
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
踊

り
は
毎
年
５
月
に
地
元
の
石
塔

寺
で
奉
納
さ
れ
、
京
都
府
の
無

形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
ま
す
。 

 

 五
辻
常
夜
燈 

江
戸
時
代
に
京
都
か
ら
楊
谷

寺
（
柳
谷
観
音
）
へ
行
く
参
詣

者
の
た
め
、
楊
谷
道
の
起
点
と

な
る
五
辻
に
立
て
ら
れ
ま
し
た
。 

昭
和
初
期
に
新
道
建
設
の
た

め
移
設
さ
れ
ま
し
た
が
、
平
成

２
４
年
に
現
在
の
場
所
に
復
元

さ
れ
ま
し
た
。 

石
塔
寺 

鶏
冠
井
（
か
い
で
）
町
山
畑

に
あ
り
、
日
像
上
人
が
向
日
明

神
前
に
建
て
た
題
目
石
塔
へ
の

信
仰
か
ら
お
こ
っ
た
と
い
わ
れ

る
寺
院
で
す
。 

応
仁
の
乱
の
後
、
日
成
上
人

が
現
在
地
に
移
し
、
大
伽
藍
を

建
立
し
て
石
塔
寺
と
名
付
け
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
毎
年

５
月
３
日
の
花
ま
つ
り
に
、「
鶏

冠
井
題
目
踊
」
が
本
堂
で
奉
納

さ
れ
ま
す
。
京
都
府
の
無
形
民

俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す 

 

（
写
真
）
石
塔
寺 

 

島
坂 

西
国
街
道
は
、
平
安
時
代
か
ら

京
都
と
西
国
を
結
ぶ
重
要
な
交

通
路
の
一
つ
で
、
五
差
路
か
ら

南
へ
下
る
坂
は
、紀
貫
之
の『
土

佐
日
記
』
に
出
て
く
る
「
島
坂
」

と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

大
極
殿
公
園 

長
岡
宮
大
極
殿
跡
・
小
安
殿
跡 

向
日
市
鶏
冠
井
町
に
１
２
０
０

年
以
上
も
前
の
建
物
の
「
大
極

殿
」
が
今
も
地
名
と
し
て
残
っ

て
い
ま
す
。
桓
武
天
皇
が
政
治

を
司
っ
た
と
こ
ろ
が「
大
極
殿
」

で
都
の
中
で
最
も
重
要
な
場
所

で
す
。「
小
安
殿
」
は
、
大
極
殿

の
後
ろ
の
建
物
を
意
味
し
「
後

殿
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
３
９
年
（
１
９
６
４
）
に

国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
、現
在
、

大
極
殿
公
園
と
し
て
市
民
の
憩

い
の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。
毎

年
、
１
１
月
１
１
日
に
は
長
岡

京
遷
都
を
記
念
し
て
「
大
極
殿

祭
」
が
行
わ
れ
ま
す
。 



 

（
写
真
）
大
極
殿
公
園 

 

朝
堂
院
公
園 

長
岡
宮
朝
堂
院
西
第
四
堂
跡
）

朝
堂
院
は
、
宮
の
中
央
に
あ
っ

て
国
家
的
な
儀
式
を
行
う
場
所

で
す
。
長
岡
宮
の
時
代
の
朝
堂

院
は
、
東
西
に
四
堂
ず
つ
、
計

八
堂
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
西

側
の
４
番
目
に
あ
た
る
「
西
第

四
堂
跡
」
は
、
昭
和
５
７
年
（
１

９
８
２
）
の
発
掘
調
査
に
よ
り

確
認
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
４
年

（
１
９
９
２
）
に
国
の
史
跡
に

追
加
指
定
さ
れ
ま
し
た
。 

  

翔
鸞
楼 

朝
堂
院
公
園
の
南
側
で
、
朝
堂
院

何
門
か
ら
左
右
に
続
く
回
廊
が
南

に
折
れ
曲
が
り
、
そ
の
先
端
に
平

安
宮
の
「
翔
鸞
楼
」
に
相
当
す
る

楼
閣
建
物
が
付
属
す
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
。基
壇
は
朝
堂
院
南
門
、

回
廊
、
楼
閣
建
物
す
べ
て
同
時
に

築
か
れ
て
お
り
、
後
の
改
造
結
果

で
は
な
く
長
岡
京
遷
都
当
初
よ
り

計
画
的
に
造
営
さ
れ
た
こ
と
が
判

明
し
た
。
門
の
左
右
に
楼
閣
建
物

を
配
置
す
る
と
い
う
構
造
は
、
中

国
の
都
城
の
影
響
を
受
け
て
長
岡

京
で
初
め
て
採
用
さ
れ
た
と
考
え

る
。
こ
の
構
造
は
朝
堂
院
の
荘
厳

な
姿
を
際
立
た
せ
る
装
置
で
あ
っ

た
。 

 

（
写
真
）
大
極
殿
前
庭
「
宝
憧
」 

  

 
 

Ｈ 

・
Ｍ
Ｏ 

  

久
し
振
り
の
ハ
イ
キ
ン
グ
、

向
日
市
歴
史
散
策
「
長
岡
京
を

中
心
に
」
は
、
日
差
し
に
強
烈

さ
は
あ
っ
た
が
、
日
陰
に
入
る

と
秋
の
気
配
を
感
じ
爽
や
か
で

有
意
義
な
ハ
イ
キ
ン
グ
を
楽
し

む
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
詳

し
い
説
明
で
向
日
市
・
長
岡
京

の
歴
史
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来

ま
し
た
。 

ま
ぼ
ろ
し
の
都
と
言
わ
れ
る

ほ
ど
の
謎
め
い
て
は
い
ま
す
が
、

現
実
に
存
在
し
た
こ
と
は
事
実

な
の
で
、
平
城
京
の
よ
う
な
立

派
な
建
造
物
が
あ
れ
ば
長
岡
京

の
知
名
度
も
上
が
り
、
も
っ
と

も
っ
と
盛
り
上
が
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
？
（
発
掘
途
上

な
の
か
、
予
算
の
せ
い
か
？
）

残
念
で
す
。 ◇

◇
◇
◇ Ｙ 

・ 

Ｍ 

 

長
岡
京
が
造
営
さ
れ
た
７
８

４
年
頃
は
、
遷
都
が
相
次
い
で 

い
ま
し
た
。 

 

６
４
５
年
難
波
宮
・
６
６
７

年
近
江
大
津
宮
・
６
７
２
年
飛

鳥
浄
御
原
宮
・
６
９
４
年
藤
原

京
・
７
１
０
年
平
城
京
・
７
４

０
年
恭
仁
京
・
７
４
４
年
難
波

宮
・
７
４
４
年
紫
香
楽
宮
・
７

４
５
年
平
城
京
な
ど
、
そ
の
遷

都
の
た
び
に
建
物
の
柱
や
か
わ

ら
な
ど
使
え
る
も
の
は
淀
川
を

使
っ
て
運
ん
で
い
た
の
で
す
ね
、

今
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
通
じ
る
考

え
で
す
。
さ
ら
に
い
つ
の
時
代

も
庶
民
は
、
苦
し
い
生
活
を
し

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
今
回

の
散
策
も
歴
史
か
ら
考
え
さ
せ

ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
で
す

ね
。
さ
て
、
次
の
散
策
は
私
た

ち
に
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考

え
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
し
ょ
う

か
。 

 

私
、
早
雲
の
ラ
イ
ン
（
Ｌ
Ｉ

Ｎ
Ｅ
）
管
理
を
や
ら
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。
都
合
が
よ

ろ
し
け
れ
ば
グ
ル
ー
プ
ラ
イ
ン

に
入
っ
て
く
だ
さ
い
。
現
在
、

２
０
名
の
方
が
入
っ
て
お
ら
れ

ま
す
。
い
ろ
ん
な
情
報
が
共
有

で
き
ま
す
。
私
を
見
か
け
た
ら

気
軽
に
声
を
掛
け
て
く
だ
さ
い

‼ 

◇
◇
◇
◇ Ｎ 

・ 

Ｏ 

ゆ
っ
く
り
と
向
日
市
の
歴
史

を
学
べ
て
有
意
義
で
し
た
。
向

日
市
の
文
化
資
料
館
と
向
日
神

社
が
良
か
っ
た
。 

悠
久
の
長
岡
京
に
風
が
吹
き 

歴
史
ウ
オ
ー
ク
赤
ト
ン
ボ
飛
ぶ 

◇
◇
◇
◇ Ｍ 

・ 

Ｓ 

向
日
町
を
ゆ
っ
く
り
歩
き
長

岡
宮
の
歴
史
を
か
え
り
み
て
と

て
も
良
い
歴
史
体
験
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。 

９
月
末
と
は
思
え
な
い
暑
い

中
で
し
た
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ガ
イ
ド
さ
ん
の
一
生
懸
命
の
説

明
で
分
か
り
や
す
く
楽
し
く
学

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

◇
◇
◇
◇ Ｈ 

・
Ｍ
Ａ 

今
回
の
歴
史
ハ
イ
キ
ン
グ
は

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
の
懇
切

丁
寧
な
ガ
イ
ド
の
お
蔭
で
一
段

一
口
感
想 

 



と
実
り
の
多
い
歴
史
散
策
に
な

り
ま
し
た
。 

“
長
岡
京
”
に
つ
い
て
は
”
平

安
京
”
に
遷
都
す
る
前
、
一
時

期
都
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は

知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
規

模
、
所
在
地
、
そ
し
て
短
期
間

で
再
度
遷
都
し
た
理
由
等
に
つ

い
て
調
べ
た
り
考
え
た
こ
と 

 
 

 

は
有
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
回

「
向
日
市
文
化
資
料
館
」
で
充

実
し
た
関
係
資
料
を
拝
見
す
る

と
共
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
詳
し

い
解
説
を
お
聴
き
し
良
く
理
解

出
来
ま
し
た
。
た
だ
、
か
っ
て

の

宮

域

が

住

宅

地

等

で 
 

 

侵
さ
れ
、
ま
た
目
に
見
え
る
建

造
物
が
存
在
せ
ず
大
極
殿
や
朝

堂
院
等
の
イ
メ
ー
ジ
が
湧
き
に

く
か
っ
た
の
が
残
念
で
し
た
。 

有
益
な
企
画
、
事
前
準
備
、

当
日
の
お
世
話
を
い
た
だ
い
た

井
上
代
表
を
は
じ
め
役
員
の

方
々
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

◇
◇
◇
◇ Ｙ 

・ 

Ｏ 

集
合
時
間
に
遅
刻
し
て
申
し

訳
あ
り
ま
せ
ん
。
出
発
前
に
イ

コ
カ
（
カ
ー
ド
）
無
い
、
ケ
ー
タ

イ
が
見
つ
か
ら
な
い
と
あ
せ
り
ま

し
た
。
落
ち
着
い
て
探
せ
ば
ち
ゃ

ん
と
リ
ュ
ッ
ク
に
入
っ
て
い
た
の

で
す
が
、
最
近
こ
う
い
う
失
敗
が

あ
り
ま
す
。
老
化
を
感
じ
ま
す
。

歴
史
ハ
イ
キ
ン
グ
に
参
加
す
る
と 

少
し
物
知
り
に
な
っ
た
気
が
し
ま

す
。
老
人
性
ボ
ケ
だ
と
思
う
の
で

す
が
、
う
れ
し
い
で
す
。
向
日
市

の
歴
史
や
長
岡
京
の
こ
と
に
つ
い

て
少
し
理
解
で
き
た
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド

と
役
員
の
皆
さ
ま
に
感
謝
で
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

◇
◇
◇
◇ Ｔ 

・ 
Ａ 

楽
し
く
有
意
義
な
例
会
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

向
日
市
は
初
め
て
行
き
ま
し
た
。 

 

古
墳
や
遺
跡
が
多
い
の
に
驚
き
ま

し
た
。
良
い
町
で
し
た
。
企
画
し

て
く
だ
さ
っ
た
方
々
、
資
料
館
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
皆
様
に

感
謝
し
、
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

今
後
の
例
会
も
楽
し
み
に
し
て
お

り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
。 

◇
◇
◇
◇ 

Ａ 

・ 

Ｋ 

本
日
は
あ
り
が
と
う 

 
 

m

（_  _

）m

。 

久
し
ぶ
り
の
散
策
楽
し
い
１

日
で
し
た
。 

次
回
安
曇
川
愉
し
み
で
す
。 

何
時
も
お
世
話
か
け
て
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

◇
◇
◇
◇ Ｔ 

・ 

Ｍ 

楽
し
い
１
日
、
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。 

家
に
帰
っ
て
、
資
料
を
見
直

し
復
習
迄
出
来
、
２
回
楽
し
む

事
が
出
来
ま
し
た
。 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
達
の
郷

土
愛
も
伝
わ
っ
て
来
ま
し
た
。 

人
に
説
明
出
来
る
位
の
知
識
、

私
に
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
で
す

が
、
ず
ら
ず
ら
と
く
っ
つ
い
て

歩
い
て
私
の
好
奇
心
を
少
し
で

も
充
た
せ
た
ら
嬉
し
い
で
す
。 

こ
れ
か
ら
も
、
宜
し
く
。
つ

い
て
歩
け
る
よ
う
に
健
康
管
理

頑
張
り
ま
す
‼ 

  
◆
井
内
講
座
◆ 

問
題
１ 

江
戸
時
代
、
江
戸
と
京
を
結

ん
で
い
た
の
は
東
海
道
で
す
が
、

そ
の
距
離
は
約
５
０
０
ｋ
ｍ
で
、

道
中
に
は
５
３
の
宿
場
が
あ
り

ま
し
た
（
旅
籠
は
全
部
で
３
０

０
０
軒
近
く
あ
っ
た
ら
し
い
）。

計
算
す
る
と
、
約
９
ｋ
ｍ
毎
に

宿
場
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。 そ

れ
で
は
問
題
で
す
。
こ
の

５
３
次
の
設
置
に
は
、
徳
川
幕

府
の
あ
る
思
惑
が
隠
さ
れ
て
い

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

思
惑
と
は
何
で
し
ょ
う
？
次
の

中
か
ら
選
ん
で
く
だ
さ
い
。 

ａ 

老
人
や
女
性
の
為
に
売
り 

上
げ
増
加
を
考
え
た
。 

ｂ 

宿
場
の
関
係
者
の
為
に
売

り
上
げ
増
加
を
考
え
た
。 

ｃ 

そ
れ
以
外
の
理
由 

問
題
２ 

 

さ
て
五
街
道
に
は
一
里
塚
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

一
里
塚
に
は
、
必
ず
樹
が
植
え

ら
れ
て
い
て
、
旅
人
の
憩
い
の

場
で
し
た
。 

 

そ
れ
で
は
問
題
で
す
。
一
里

塚
に
植
え
ら
れ
て
い
た
一
番
多

い
樹
は
？
次
の
中
か
ら
選
ん
で

く
だ
さ
い
。 

ａ 

松 

ｂ 

榎
（
え
の
き
） 

ｃ 

杉 

問
題
３ 

 

五
街
道
は
、「
途
中
に
置
こ
う

（
東
中
日
奥
甲
）
五
街
道
」
と

覚
え
ま
す
。
そ
れ
で
は
問
題
で

す
。
五
街
道
が
整
備
さ
れ
た
順

を
い
っ
て
く
だ
さ
い
。 

問
題
４ 

歌
手
の
ペ
ギ
ー
葉
山
さ
ん
で
有

名
な『
南
国
土
佐
を
後
に
し
て
』

の
歌
の
中
に
、「
よ
さ
こ
～
い
、

よ
さ
こ
～
い
」
と
い
う
フ
レ
ー

ズ
が
あ
り
ま
す
が
、
皆
さ
ん
良

く
ご
存
知
で
し
ょ
う
。 

 

そ
れ
で
は
問
題
で
す
。「
よ
さ

こ
～
い
」
と
い
う
の
は
、
ど
う

い
う
意
味
の
な
の
で
し
ょ
う

か
？ 

  



問
題
５ 

さ
て
、『
南
国
土
佐
を
後
に
し

て
』
の
歌
の
中
に
出
て
、
き
ま

す
「
坊
さ
ん
か
ん
ざ
し
買
う
を

見
た
」
で
す
が
、
こ
れ
は
実
在

し
た
話
し
で
、
坊
さ
ん
は
、
純

信
さ
ん
、
か
ん
ざ
し
を
贈
ら
れ

た
女
性
は
、
い
か
け
や
の
娘
お

馬
さ
ん
で
す
。 

 

そ
れ
で
は
問
題
で
す
。
こ
の

二
人
は
こ
の
後
駆
け
落
ち
を
す

る
の
で
す
が
、
そ
の
時
の
純
信

さ
ん
と
お
馬
さ
ん
の
年
齢
は
？ 

問
題
６ 

こ
の
純
信
さ
ん
は
真
言
宗
の

坊
さ
ん
で
す
が
、
そ
の
真
言
宗

を
開
い
た
の
は
弘
法
大
師
空
海

で
す
。
私
た
ち
が
四
国
八
十
八

カ
所
の
霊
場
を
た
ど
る
の
は
、

弘
法
大
師
が
修
行
さ
れ
た
と
さ

れ
る
足
跡
を
た
ど
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
巡
礼

者
の
こ
と
を
「
お
遍
路
さ
ん
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。 

そ
れ
で
は
問
題
で
す
。「
お
遍

路
さ
ん
」
の
遍
路
と
は
ど
う
い

う
意
味
な
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 

【
編
集
後
記
】 

 

今
回
の
向
日
市
歴
史
散
策
は
、

２
０
２
０
年
５
月
２
４
日
に
予
定

し
て
い
て
、
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
防

止
の
た
め
残
念
な
が
ら
中
止
し
た

例
会
の
再
企
画
で
し
た
。 

 

今
回
も
コ
ロ
ナ
感
染
状
況
が
微

妙
な
中
で
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。 

◇
◇
◇
◇ 

 
向
日
市
文
化
資
料
館
雄
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
さ
ん
の
案
内
で

楽
し
い
散
策
と
な
り
ま
し
た
。 

 

６
名
の
ガ
イ
ド
さ
ん
が
３
班
に

分
か
れ
て
見
ど
こ
ろ
毎
の
解
説
を

し
て
い
た
だ
き
向
日
市
の
歴
史
を

学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

各
所
で
参
加
の
皆
さ
ん
か
ら
の

質
問
に
も
答
え
て
い
た
だ
き
、
知

識
が
深
ま
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

 

誠
に
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。 

◇
◇
◇
◇ 

 

９
月
２
５
日
の
例
会
は
晴
天
に

恵
ま
れ
、
少
し
暑
か
っ
た
け
ど
絶

好
の
ハ
イ
キ
ン
グ
日
和
に
な
り
ま

し
た
。 

次
回
も
よ
ろ
し
く
！ 

 

◆
井
内
講
座
◆
解
答 

問
題
１ 

 

ｃ 
 

問
題
２ 

 

ｂ 

榎
（
え
の
き
） 

問
題
３ 

 

東
海
道
・
日
光
街
道
・ 

奥
州
街
道
・
中
山
道
・ 

甲
洲
街
道 

問
題
４ 

 

夜
に
い
ら
っ
し
ゃ
い 

問
題
５ 

 

純
信
（
３
７
歳
） 

お
馬
（
１
７
歳
） 

問
題
６ 

 

辺
地
（
い
な
か
） 


