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皆
さ
ん
は
、
平
日
・
休
日
を
問

わ
ず
、
根
雨
の
ま
ち
な
か
を
歩
く

数
十
人
の
団
体
を
見
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。

　

根
雨
は
江
戸
時
代
、
出
雲
街
道

が
出
雲
松
平
候
の
参
勤
交
代
路
と

な
り
宿
場
町
と
し
て
栄
え
、
本
陣

や
お
茶
屋
な
ど
で
に
ぎ
わ
っ
て
い

ま
し
た
。
ま
た
、
た
た
ら
製
鉄
業

を
は
じ
め
、
数
々
の
事
業
で
財
を

成
し
、
地
元
の
教
育
や
文
化
の
発

展
に
尽
く
し
た
近
藤
家
の
尽
力
に

よ
り
、
栄
え
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
古
き
良
き
町
並
み
が
根
雨

に
は
残
っ
て
お
り
、
昔
の
た
た
ず

ま
い
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
漆し

っ
く
い喰

の

壁
、
格こ

う

し子
、
虫む

し

籠こ

窓ま
ど

な
ど
歴
史
を

偲し
の

ば
せ
る
建
物
の
造
り
や
保
存
状

態
の
良
さ
が
、
今
、
注
目
を
浴
び

て
い
る
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
根
雨
ま
ち
な
か
を
走
る

水
路
の
瀬
音
が
、
訪
れ
た
人
を
癒

し
て
い
ま
す
。
か
つ
て
は
生
活
用

水
や
農
業
用
水
な
ど
と
し
て
使
わ

れ
、
生
活
を
支
え
て
い
た
水
路
。

そ
の
澄
ん
だ
水
の
流
れ
は
私
た
ち

を
楽
し
ま
せ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

家
々
に
あ
る
い
け
す
は
、
水
路
か

ら
取
水
し
、
飼
っ
て
い
る
コ
イ
や

水
路
内
を
泳
ぐ
渓
流
魚
の
命
を
育

ん
で
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
昔
の
面
影
を
残
す
町

公
舎
を
活
用
し
、
「
た
た
ら
の
楽

校
」
が
整
備
さ
れ
、
奥
日
野
の
一

大
産
業
で
あ
っ
た
、
た
た
ら
製
鉄

業
に
関
す
る
偉
大
な
歴
史
を
紹
介

し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
近

藤
家
に
つ
い
て
詳
し
く
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

根
雨
は
東
西
南
北
を
寺
や
神
社

な
ど
に
守
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

京
都
か
ら
流
さ
れ
た
長は

せ

べ

谷
部
信の

ぶ

連つ
ら

が
都
を
偲
び
、
も
と
も
と
宝
仏

山
に
あ
っ
た
寺
を
、
北
東
の
鬼
門

に
当
た
る
今
の
場
所
に
建
立
し
、

延
暦
寺
と
名
付
け
ま
し
た
。
京
都

御
所
の
鬼
門
に
あ
る
の
は
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

延
暦
寺
で
す
。

　

な
お
、
東
は
八は

ち

幡ま
ん

神
社
（
今
は

根
雨
神
社
に
合ご

う

し祀
さ
れ
て
い
ま

す
）
、
西
は
根
雨
神
社
（
牛ご

頭ず

天て
ん

王の
う

を
祭
っ
て
い
ま
す
）
、
南
は
多た

武ぶ

の
峰
（
塔
の
峰
）
で
す
。
山
陰

合
同
銀
行
と
本
陣
の
門
の
あ
る
根

雨
神
社
旧
社
殿
と
の
間
の
路
地
が

八
幡
神
社
の
参
道
で
常
夜
燈
が
現

存
し
、
面
影
を
残
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
根
雨
神
社
と
八
幡
神
社

の
森
は
、
昭
和
59
年
2
月
、
県
の

天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
ほ
か
祗
園
橋
な
ど
都
を

歴
史
に
触
れ
た
い
と

多
く
の
人
が
訪
れ
る

京
を
偲
び
、

京
に
な
ぞ
ら
え
た
根
雨

町公舎では「たたらの楽校根雨楽舎」が開かれている

歴
史
ま
ち
歩
き
レ
ポ
ー
ト
①

古
き
良
き
街
並
み
が
残
る

根
雨
の
ま
ち

　

「
知
っ
て
い
る
よ
う
で
知
ら
な
い
町
の
歴
史
に
つ
い
て
、

見
て
、
聞
い
て
、
そ
の
歴
史
に
触
れ
て
み
た
い
」
そ
ん
な

気
持
ち
か
ら
始
ま
っ
た
こ
の
企
画
。

　

ま
ち
な
か
を
歩
い
て
、
気
付
か
な
か
っ
た
こ
と
や
、
伝

え
て
い
き
た
い
こ
と
な
ど
を
レ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

　

ゆ
っ
く
り
歩
い
て
み
た
く
な
る
「
ま
ち
歩
き
」
を
お
勧

め
し
ま
す
。
根
雨
か
ら
ス
タ
ー
ト
で
す
。　
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偲
び
、
名
付
け
ら
れ
た
も
の
が

残
っ
て
い
ま
す
。

　

根
雨
6
区
か
ら
1
区
に
か
け
て

高
低
差
は
6
ｍ
。
見
た
目
に
は
分

か
り
に
く
い
で
す
が
、
坂
に
な
っ

て
お
り
、
1
区
に
向
か
っ
て
高
く

な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

根
雨
の
ま
ち
な
か
を
歩
い
て
み

る
と
、
普
段
気
付
か
な
い
こ
と
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
現
在
の
町
役
場
庁
舎
裏

手
に
は
「
富と

み

籤く
じ

場ば

」
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
富
籤
は
江
戸
時

代
、
神
社
仏
閣
の
資
金
調
達
の
手

段
と
し
て
行
っ
て
い
た
も
の
で
、

幕
府
の
許
可
を
受
け
て
設
け
ら
れ

ま
し
た
。
近
隣
で
は
、
出
雲
大
社

と
大
山
寺
、
根
雨
の
3
カ
所
で
行

わ
れ
て
い
た
と
記
録
が
残
っ
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
「
こ
こ
は
、
古
き
良
き

町
並
み
が
残
っ
て
い
ま
す
ね
」
と

訪
れ
た
人
は
話
し
ま
す
。
町
屋
の

風
情
が
残
る
家
に
は
格こ

う

し子
の
ほ

か
、
2
階
窓
に
「
虫む

し

籠こ

窓ま
ど

」
を
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
形
が
虫
か

ご
に
似
て
い
る
た
め
名
付
け
ら
れ

た
も
の
で
、
明
か
り
取
り
と
通
風

が
役
目
で
す
。
ま
た
縦
格
子
の
形

は
三
角
形
や
四
角
形
な
ど
さ
ま
ざ

ま
で
す
。

　

そ
し
て
、
多
く
の
家
々
で
「
持

ち
送
り
板
」
を
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ひ
さ
し
が
雪
の
重
さ
に
耐

え
る
よ
う
、
そ
れ
を
支
え
る
よ
う

に
取
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
見
事

な
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い
る
の
が
特

徴
で
、
ほ
か
に
同
じ
も
の
は
な
い

た
め
、
探
し
て
み
る
の
と
面
白
い

で
し
ょ
う
。

　

こ
の
ほ
か
、
細
い
路
地
や
小
さ

な
水
路
の
た
た
ず
ま
い
、
と
こ
ろ

ど
こ
ろ
に
置
か
れ
た
水
琴
窟
の
音

色
な
ど
、
古
い
町
並
み
の
風
情
を

感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
場
所
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
の
で
、
ゆ
っ
く

り
歩
か
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま

す
。

　

ま
ち
の
歴
史
や
文
化
財
に
つ
い

て
詳
し
く
は
、
町
文
化
セ
ン
タ
ー

（
電
話
72
‐
１
３
０
０
）
ま
で
。

　　

新
た
な
発
見
の
連
続

が
待
っ
て
い
る

虫籠窓に歴史を感じる

個
性
あ
る
彫
刻
が
施
さ
れ
た
持
ち
送
り
板

八幡神社の参道。この奥に神社がある

当時の商家の風情を残す近藤家


