
福崎町立
福崎東中学校１年

藤田捺未

　
私
は
、
福
崎
町
の
神
社
に
あ
る
狛
犬
に

つ
い
て
調
べ
ま
し
た
。

　
ま
ず
始
め
に
、
な
ぜ
狛
犬
に
つ
い
て

調
べ
よ
う
と
思
っ
た
か
に
つ
い
て
説
明
し

ま
す
。
神
社
を
参
拝
す
る
と
狛
犬
が
置
い

て
あ
る
の
を
見
か
け
ま
す
。
そ
の
狛
犬
を

よ
く
見
る
と
顔
や
形
が
微
妙
に
異
な
っ
て

お
り
、
私
は
そ
の
こ
と
が
以
前
か
ら
気
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
普
段
は

決
ま
っ
た
神
社
し
か
行
き
ま
せ
ん
が
、
こ
の

機
会
に
福
崎
町
の
神
社
を
ま
わ
り
、
ど
ん
な

狛
犬
が
置
か
れ
て
い
る
か
調
べ
て
み
る
こ

と
に
し
た
の
で
す
。

　
実
際
に
調
査
す
る
前
に
、
狛
犬
と
は
何
か

に
つ
い
て
調
べ
て
み
ま
し
た
。
狛
犬
と
は
、

獅
子
や
犬
に
似
た
想
像
上
の
生
物
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
神
社
の
社
殿
前
に
置
か
れ
て

い
る
狛
犬
は
、
獅
子
と
言
わ
れ
、
中
国
の

漢
の
時
代
以
降
の
石
獅
子
の
系
統
を
引
く

も
の
で
、
守
護
神
的
な
意
味
あ
い
を
持
っ

て
い
ま
す
。
わ
が
国
で
狛
犬
が
出
現
し
た

の
は
、
平
安
時
代
か
ら
で
す
。
一
般
的
に
、

獅
子ă

狛
犬
は
向
か
っ
て
右
側
の
獅
子
像
が

﹁
阿
形
︵
あ
ぎ
ょ
う
︶
﹂
で
口
を
開
い
て
い

ま
す
。
左
側
の
獅
子
像
が
﹁
吽
形
︵
う
ん

ぎ
ょ
う
︶
﹂
で
口
を
閉
じ
て
い
ま
す
。
古

く
は
角
を
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
時

代
以
降
に
作
ら
れ
た
物
は
、
左
右
と
も
に

角
が
な
い
も
の
が
多
く
、
口
の
開
き
方
以

外
に
外
見
上
の
差
異
が
な
く
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。
ま
た
、
狛
犬
は
そ
の
地
方
そ
の

地
方
に
よ
っ
て
江
戸
型
、
浪
花
型
、
出
雲

型
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。

江
戸
型
は
、
目
が
や
や
小
さ
め
で
、
耳
は

伏
せ
耳
、
鼻
は
小
さ
く
、
あ
ご
ひ
げ
が

カ
ー
ル
し
て
い
る
な
ど
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

浪
花
型
は
、
目
が
ぎ
ょ
ろ
目
で
、
耳
は

折
れ
耳
、
鼻
は
大
き
く
団
子
鼻
、
両
脇
に

少
し
ひ
げ
が
あ
る
な
ど
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

出
雲
型
は
、
目
が
つ
り
あ
が
っ
て
い
て

空
豆
型
で
、
耳
は
垂
れ
耳
、
鼻
は
獅
子
鼻
、

短
め
の
あ
ご
ひ
げ
が
あ
る
な
ど
の
特
徴
が

あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
狛
犬
に
つ
い
て
い
ろ
い

ろ
と
調
べ
た
後
に
実
際
の
調
査
を
し
ま
し
た
。

今
回
行
っ
た
の
は
、
福
崎
西
中
校
区
で

10
、
田
原
地
区
で
12
、
八
千
種
地
区
で
７
、

合
計
29
の
神
社
で
す
。
調
査
し
た
神
社
は

次
の
通
り
で
す
。

　
◆
福
崎
西
中
校
区

　
①
一
之
宮
神
社
︵
板
坂
︶
②
田
賀
神
社

︵
田
口
︶
③
諏
訪
神
社
︵
長
野
︶
④
大
歳

神
社
︵
神
谷
︶
⑤
三
宮
︵
福
田
︶
⑥
大
歳

神
社
︵
福
田
︶
⑦
二
之
宮
神
社
︵
山
崎
︶

⑧
新
町
天
満
宮
︵
新
町
︶
⑨
八
幡
神
社
︵
西

治
︶
⑩
廣
田
神
社
︵
高
橋
︶

  

◆
田
原
地
区

　
①
恵
美
須
神
社
・
大
国
主
神
社
︵
井
ノ

口
︶
②
鈴
ノ
森
神
社
︵
　
川
︶
③
北
野
天

満
神
社
︵
北
野
︶
④
田
嶋
神
社
︵
西
野
︶

⑤
熊
野
神
社
︵
田
尻
︶
⑥
三
十
八
社
︵
吉

田
︶
⑦
八
坂
神
社
︵
八
反
田
︶
⑧
與
位
神

社
︵
中
島
︶
⑨
藤
田
神
社
︵
長
目
︶
⑩
住

吉
神
社
︵
西
光
寺
︶
⑪
大
年
神
社
︵
大
門
︶

⑫
大
歳
神
社
︵
亀
坪
︶

  

◆
八
千
種
地
区

　
①
日
吉
神
社
︵
西
大
貫
︶
②
天
満
神

社
︵
東
大
貫
︶
③
大
年
神
社
︵
南
大
貫
︶

④
地
神
社
︵
庄
︶
⑤
大
歳
神
社
︵
余
田
︶

⑥
若
宮
神
社
︵
小
倉
︶
⑦
熊
野
神
社
︵
鍛

治
屋
︶

　
こ
れ
ら
29
の
神
社
を
ま
わ
り
、
神
社
が

造
ら
れ
た
年
を
調
べ
る
と
と
も
に
、
神
社
の

写
真
と
左
右
の
狛
犬
の
写
真
を
全
て
撮
り

表
に
ま
と
め
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
福
崎

玉
木
十
ろ
う
べ
え
に
つ
い
て

玉
木
十
ろ
う
べ
え
に
つ
い
て
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﹁
福
崎
町
の
狛
犬
に
つ
い
て
﹂

﹁
福
崎
町
の
狛
犬
に
つ
い
て
﹂

町
内
に
あ
る
狛
犬
は
、
近
畿
地
方
で
よ
く

見
ら
れ
る
浪
速
型
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
町
内
に
は
想
像

し
て
い
た
よ
り
多
く
の
神
社
が
あ
り
、
見
て

回
る
の
が
本
当
に
大
変
で
し
た
。
ま
た

実
際
に
調
査
し
て
み
て
、
浪
花
型
が
多
い

以
外
に
、
狛
犬
造
り
に
は
あ
ま
り
決
ま

り
は
な
く
、
地
域
の
石
材
加
工
業
者
に

よ
っ
て
型
が
違
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
り

ま
し
た
。
風
化
に
よ
っ
て
新
し
く
造
ら
れ

て
い
る
物
も
あ
り
ま
す
が
、
井
ノ
口
の

恵
美
須
神
社
は
、
昔
造
ら
れ
た
古
い
物
が

手
洗
い
石
の
と
こ
ろ
に
置
い
て
あ
り
ま
し
た
。

私
は
こ
の
よ
う
な
昔
造
ら
れ
た
物
が
風
化

し
た
り
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
し
っ
か
り
と

管
理
し
、
出
来
る
だ
け
保
存
し
て
い
け
た

ら
い
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

八千種小学校三年

内藤　のこ

　
八
千
種
小
学
校
の
玄
関
の
横
に
、
穴
の

開
い
た
大
き
な
岩
が
あ
っ
た
の
で
﹁
何
だ

ろ
う
﹂
と
思
っ
て
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。

　
岩
の
下
に
は
、
玉
木
十
ろ
う
べ
え
の
馬

つ
な
ぎ
石
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
、

玉
木
十
ろ
う
べ
え
に
つ
い
て
調
べ
ま
し
た
。

　
玉
木
十
ろ
う
べ
え
は
一
六
五
〇
年
頃
に

八
千
種
小
学
校
の
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
ま

し
た
。
一
六
五
〇
年
頃
は
、
田
ん
ぼ
の

開
発
や
、
川
の
整
備
が
た
く
さ
ん
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
八
千
種
地
区
は
、

雨
の
少
な
い
時
に
は
す
ぐ
に
水
が
な
く

な
り
、
水
を
求
め
て
村
人
同
士
で
争
い
が

た
く
さ
ん
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
雨
の

多
い
時
に
は
、
ま
わ
り
の
山
か
ら
平
田

川
に
水
が
流
れ
こ
み
、
洪
水
に
な
り
困
っ

て
い
ま
し
た
。

　
村
人
は
﹁
水
さ
え
あ
れ
ば
、
稲
が
実
る
﹂

と
神
様
に
お
祈
り
し
た
り
、
殿
様
に
お

願
い
し
た
り
し
ま
し
た
。

　
殿
様
は
、
玉
木
十
ろ
う
べ
え
を
八
千
種

に
行
く
よ
う
に
命
じ
ま
し
た
。
玉
木
十
ろ

う
べ
え
は
山
口
県
の
武
士
で
し
た
が
、
こ

の
こ
ろ
姫
路
城
下
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。

十
ろ
う
べ
え
は
住
吉
山
の
ふ
も
と
︵
今
の

八
千
種
小
学
校
︶
に
家
を
建
て
て
活
動
を

始
め
ま
し
た
。
十
ろ
う
べ
え
は
、
田
ん
ぼ
を

作
り
、
農
業
な
ど
を
教
え
ま
し
た
。
暇
な

時
は
馬
に
乗
っ
て
見
回
り
を
し
て
い
ま
し
た
。

八
千
種
の
水
不
足
を
な
く
す
た
め
に
た
め

池
づ
く
り
も
し
ま
し
た
。
機
械
が
な
い

時
代
な
の
で
全
部
手
作
業
で
す
。
八
千
種
の

村
人
み
ん
な
が
協
力
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

で
き
た
の
が
庄
宮
の
池
と
苅
又
︵
か
り
ま

た
︶
池
で
す
。
ま
た
、
平
田
川
は
、
大
雨
が

降
る
と
洪
水
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、

洪
水
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
作
り
か
え
ま

し
た
。

　
村
人
た
ち
は
、
水
不
足
や
洪
水
の

心
配
が
な
く
な
っ
た
の
で
大
喜
び
だ
っ
た

そ
う
で
す
。
十
ろ
う
べ
え
は
こ
の
よ
う
に

八
千
種
の
た
め
に
力
を
尽
く
し
た
恩
人
と

な
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
殿
様
に
お
願
い
ご
と
を
し

た
た
め
、
怒
り
を
う
け
て
八
千
種
か
ら

追
放
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
と
き
も
、

自
分
の
田
ん
ぼ
や
畑
を
村
人
に
分
け
与
え
、

何
も
言
わ
ず
立
ち
去
っ
た
そ
う
で
す
。

　
こ
の
岩
は
、
村
人
た
ち
が
玉
木
十
ろ
う

べ
え
へ
の
感
謝
の
た
め
に
残
し
て
あ
る
そ

う
で
す
。
こ
の
岩
の
他
に
も
、
小
学
校
の

東
の
お
墓
に
玉
木
十
ろ
う
べ
え
の
記
念

碑
も
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
の
先
祖
が
十
ろ

う
べ
え
に
す
ご
く
感
謝
し
て
い
た
こ
と
が

分
か
り
ま
し
た
。

　
私
は
こ
の
岩
を
調
べ
て
、
玉
木
十
ろ
う

べ
え
が
八
千
種
の
た
め
に
、
村
人
と
協
力

し
て
、
私
た
ち
の
先
祖
の
暮
ら
し
を
守
っ

て
く
れ
た
こ
と
が
す
ご
く
分
か
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
だ
ん
だ
ん
忘
れ
ら
れ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
今
で
も
こ
の
池
や
川
は
私
た

ち
の
暮
ら
し
を
守
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

私
も
大
切
に
守
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま

し
た
。
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八千種小学校五年

上杉　このみ

◆
調
べ
よ
う
と
思
っ
た
き
っ
か
け

　
わ
た
し
は
歴
史
が
大
好
き
で
す
。
以
前

か
ら
三
木
家
に
興
味
が
あ
り
、
一
般
公

開
し
て
い
る
時
も
、
お
母
さ
ん
、
妹
と

一
緒
に
何
回
か
見
に
行
き
ま
し
た
。
展
示

し
て
あ
る
も
の
を
見
な
が
ら
﹁
三
木
家
の

人
た
ち
は
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
の

か
な
。
﹂
と
疑
問
が
わ
い
て
き
て
、
そ
れ

に
つ
い
て
も
っ
と
知
り
た
い
と
思
い
ま

し
た
。
夏
休
み
の
初
め
に
開
か
れ
た
三
木

家
の
見
学
会
に
参
加
し
た
時
に
は
、
た
く

さ
ん
写
真
を
撮
っ
て
昔
の
大
き
な
家
の
つ

く
り
や
工
夫
、
柳
田
國
男
先
生
の
生
家
と

は
違
う
と
こ
ろ
を
発
見
し
ま
し
た
。
保
存

修
理
の
監
督
の
方
か
ら
も
修
理
前
の
三
木

家
の
こ
と
、
昔
の
家
の
暮
ら
し
、
な
ぜ
そ

う
な
っ
て
い
る
の
か
、
実
際
の
修
理
の

と
き
は
ど
ん
な
様
子
だ
っ
た
の
か
な
ど
の

お
話
も
た
く
さ
ん
聞
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

見
学
を
終
え
て
分
か
っ
た
こ
と
や
お
も
し

ろ
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
他
の
人
に
知
っ

て
も
ら
い
た
い
こ
と
を
中
心
に
ま
と
め
ま

し
た
。

◆
大
庄
屋
っ
て
ど
ん
な
も
の
？

　
江
戸
時
代
に

は
そ
れ
ぞ
れ
の

村
に
地
方
三
役

の
一
つ
﹁
庄
屋
﹂

が
あ
り
、
郡
代
、

代
官
の
も
と
で

村
政
を
担
当
し

て

い

ま

し

た
。

今
で
言
う
村
長

さ
ん
の
役
割
で
す
。
そ
し
て
、
三
木
家
が

務
め
た
﹁
大
庄
屋
﹂
と
は
、
こ
の
庄
屋
を

ま
と
め
る
役
割
を
し
て
い
ま
し
た
。
村
々
の

取
り
締
ま
り
は
も
ち
ろ
ん
、
争
論
の
解
決

な
ど
の
仕
事
も
日
々
行
い
、
み
ん
な
か
ら

頼
ら
れ
る
存
在
で
し
た
。

◆
基
礎
知
識 

身
に
つ
け
た
の
は
三
木
家

　
日
本
民
族
学
の
父
・
柳
田
國
男
は
明
治

八
年
︵
一
八
七
五
年
︶
、
松
岡
家
の
六
男

と
し
て
　
川
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
三
木

家
と
松
岡
家
は
代
々
学
問
的
交
流
が
あ
り
、

國
男
は
十
一
歳
の
と
き
、
一
年
間
三
木

家
に
預
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
國
男
は

歴
代
の
当
主
が
収
集
し
た
大
量
の
書
物
と

出
会
い
、
こ
の
読
書
体
験
が
後
年
、
日
本

民
俗
学
を
生
む
基
礎
と
な
り
ま
し
た
。

九
代
当
主
・
三
木
拙
二
︵
せ
つ
じ
︶
と

國
男
は
二
歳
違
い
で
あ
り
、
竹
馬
の

友
と
し
て
生
涯
に
わ
た
り
交
流
を
深
め

ま
し
た
。

◆
大
発
見
！
謎
の
文
字

　
平
成
二
十
二
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
た

保
存
修
理
工
事
の
際
に
壁
面
か
ら
墨
書
が

発
見
さ
れ
ま
し
た
。
墨
書
と
は
そ
の
名
の

通
り
、
墨
で
書
か
れ
た
文
字
の
こ
と
で
す
。

こ
の
発
見
に
よ
り
そ
れ
ま
で
は
っ
き
り
と

分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
主
屋
の
建
築

年
代
が
﹁
宝
永
二
年
﹂
と
い
う
こ
と
が

分
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
年
代
が

書
か
れ
た
墨
書
が
発
見
さ
れ
た
の
は
主
屋

だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
副
屋
や
内
蔵

な
ど
の
五
つ
の
建
物
か
ら
も
、
墨
書
が

見
つ
か
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
墨
書
を

手
が
か
り
に
研
究
し
、
今
で
は
三
木
家
の

建
物
全
全
て
の
建
築
年
代
が
分
か
っ
て
い

ま
す
。
昔
の
人
は
、
こ
の
謎
多
き
大
庄

屋
に
、
し
っ
か
り
と
建
て
た
年
を
書
き

記
し
て
い
た
の
で
す
ね
。

◆
三
木
家
の
中
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
？

○
大
き
な
梁

　
三
木
家
の
内

部
に
は
、
建
物

全
体
の
重
さ
を

支
え
る
﹁
梁
﹂

が
あ
り
ま
す
。

梁
は
二
階
の
天

井
や
一
階
に
、

た
く
さ
ん
あ
り

ま
し
た
。
梁
は

大
き
な
家
に
し

か
な
い
そ
う
で

す
。

○
薄
暗
い
部
屋

　
二
階
に
は
物

置
部
屋
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
さ

ら
に
中
に
は
暗

15



大
庄
屋
三
木
家
の
謎
に
せ
ま
る
！

大
庄
屋
三
木
家
の
謎
に
せ
ま
る
！

い
部
屋
が
見
え
ま
す
。
そ
こ
は
か
つ
て
お

客
さ
ん
が
寝
泊
ま
り
す
る
時
の
部
屋
だ
っ

た
と
か
。
謎
が
深
ま
る
ば
か
り
で
す
。

○
天
井
の
窓

　
一
階
に
あ
る

か
ま
ど
で
ご
飯

を
炊
い
た
時
に

出
る
け
む
り
を

外
へ
出
す
た
め

に
か
ま
ど
の
真

上
に
は
窓
︵
あ

な
︶
が
開
い
て

い
ま
し
た
。
柳

田
先
生
の
生
家
に
は
こ
の
よ
う
な
窓
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
す
る
と
、
こ
れ
も

大
き
な
家
だ
け
に
あ
る
も
の
な
の
で
し
ょ

う
か
。

◆
三
木
家
っ
て
こ
ん
な
建
物
！

　
三
木
家
は
昭
和
四
十
七
年
に
兵
庫
県
重

要
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

○
建
て
ら
れ
た
年
　
一
七
〇
五
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　︵
宝
永
二
年
︶

○
敷
地
面
積
　
一
八
六
一
・
一
八
㎡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　︵
約
五
六
三
坪
︶

○
建
物
　
①
主
屋
︵
一
七
〇
五
年
︶

　
　
　
　
②
副
屋
︵
一
七
七
三
年
︶

　
　
　
　
③
離
れ
︵
一
七
七
三
年
︶

　
　
　
　
④
内
蔵
︵
一
六
九
七
年
︶

　
　
　
　
⑤
米
蔵
︵
明
治
前
期
︶

　
　
　
　
⑥
酒
蔵
︵
一
七
一
三
年
︶

　
　
　
　
⑦
角
蔵
︵
江
戸
後
期
︶

　
　
　
　
⑧
厩
　
︵
江
戸
後
期
︶

　
　
　
　
⑨
表
門
︵
一
八
七
四
年
︶

◆
取
材
を
終
え
て

　
三
木
家
に
つ
い
て
調
べ
て
、
わ
た
し
は

も
っ
と
も
っ
と
歴
史
が
好
き
に
な
り
ま

し
た
。
三
木
家
の
こ
と
は
詳
し
く
知
ら
な

か
っ
た
の
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
知
る

こ
と
が
で
き
た
し
、
た
く
さ
ん
の
発
見
も

あ
っ
て
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
。
調
べ
た

中
で
も
わ
た
し
が
特
に
す
ご
い
な
と
思
っ

た
こ
と
は
、
三
木
家
が
建
て
ら
れ
た
一
七
〇

五
年
︵
宝
永
二
年
︶
か
ら
今
日
ま
で
の
間
、

台
風
な
ど
の
自
然
災
害
や
戦
争
が
あ
っ
た

に
も
関
わ
ら
ず
、
い
ろ
い
ろ
な
人
の
手
で

直
さ
れ
、
た
く
さ
ん
の
人
々
に
支
え
ら
れ

て
こ
の
福
崎
町
に
歴
史
を
残
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
三
木
家
の
人
々
が

残
し
て
い
っ
た
立
派
な
建
物
と
歴
史
を

私
た
ち
も
大
切
に
し
て
、
こ
の
先
ず
っ
と

残
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
私
は
福
崎

町
に
引
っ
越
し
て
き
て
ま
だ
二
年
だ
け

れ
ど
、
す
て
き
な
歴
史
に
つ
い
て
学
ん
だ

こ
と
で
、
福
崎
町
が
大
好
き
に
な
り
ま

し
た
。

　
表
紙
の
絵
は
、
松
岡
映
丘
作
﹁
右
大

臣
実
朝
﹂
の
大
下
図
で
、
柳
田
國
男
・

松
岡
家
記
念
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
画
は
、
小
下
図
、
大
下
図
、
本
作
の

順
に
作
成
し
ま
す
。
大
下
図
は
本
画
作

成
の
も
と
と
な
り
、
原
寸
大
で
レ
イ
ア

ウ
ト
や
手
順
な
ど
を
確
認
す
る
た
め
の

も
の
で
、
大
下
絵
、
草
稿
と
も
言
い
ま
す
。

　
松
岡
映
丘
の
傑
作
の
一
つ
と
言
わ
れ
る

﹁
右
大
臣
実
朝
﹂
で
す
が
、
大
下
図
も

本
画
の
緊
張
感
を
そ
の
ま
ま
に
、
装
束
の

地
模
様
な
ど
も
細
か
く
表
現
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
雪
は
本
画
に
は
あ
り
ま

す
が
、
大
下
絵
図
で
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
。

ど
の
よ
う
な
経
緯
で
雪
が
描
か
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
か
、
興
味
を
そ
そ
り
ま
す
。

今
年
は
、
松
岡
映
丘
没
後
八
十
年
を

迎
え
る
と
い
う
こ
と
で
ご
紹
介
い
た
し

ま
し
た
。

編

集

後

記

　
た
く
さ
ん
の
方
々
の
ご
協
力
に
よ
り
、

福
崎
町
文
化
第
三
十
四
号
を
発
刊
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
玉
稿
を
お
願
い
し
ま
し
た
皆
様
方
に
は

大
変
お
忙
し
い
中
執
筆
い
た
だ
き
、ご
協
力

く
だ
さ
い
ま
し
た
こ
と
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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