
　

国
旗
を
高
く
掲
げ
先
頭
を
歩
く

法
被
姿
の
男
性
。
そ
の
後
ろ
に
は
、

に
ぎ
や
か
な
提ち

ょ
う
ち
ん灯飾

り
や
後
に
続

く
数
十
人
の
着
物
姿
の
女
性
た
ち
。

　

写
真
は
、
昭
和
９
年
（
１
９
３

４
年
）
に
開
催
さ
れ
た
第
１
回
山

川
み
な
と
祭
り
の
祝
賀
行
列
の
様

子
を
撮
影
し
た
も
の
で
す
。

　

山
川
で
か
つ
お

節
製
造
が
始
ま
っ

た
の
は
明
治
43
年

ご
ろ
。
そ
れ
か
ら

お
よ
そ
１
世
紀
を

経
て
、
山
川
は
全

国
で
も
屈
指
の
か

つ
お
節
の
産
地
と

な
り
ま
し
た
。

　

今
年
で
79
回
目

を
迎
え
る
山
川
み

な
と
祭
り
は
、
そ

ん
な
「
か
つ
お
節

の
町
」
を
彩
る
恒

例
の
行
事
で
す
。

　

昭
和
32
年
５
月

10
日
発
行
の
「
山
川
町
政
だ
よ
り
」

を
紐ひ

も

解
く
と
、
こ
の
年
の
み
な
と

祭
り
は
、
４
月
12
日
か
ら
３
日
間

に
わ
た
り
開
催
さ
れ
、
名
産
品
展

示
会
や
駅
伝
競
走
な
ど
、
全
町
民

の
祭
典
と
し
て
大
い
に
に
ぎ
わ
っ

た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
昭
和
47
年
の
「
広
報
や
ま

が
わ
」
に
は
、『
多
彩
な
催
し
の
中

で
も
、
カ
ツ
オ
３
０
０
匹
の
抽
選

会
は
特
に
人
気
が
あ
り
、
黒
山
の

人
だ
か
り
で
…
』
と
記
さ
れ
、
そ

の
後
、
昭
和
54
年
ま
で
は
同
様
の

記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
カ
ツ
オ
抽
選
会
は
祭
り
の

目
玉
と
し
て
人
気
の
催
し
だ
っ
た

よ
う
で
す
。

　

当
時
を
伝
え
る
写
真
の
風
景
は

現
在
、
幅
の
広
い
舗
装
道
路
に
変

わ
り
、
海
岸
に
は
山
川
と
根
占
を

結
ぶ
フ
ェ
リ
ー
乗
り
場
が
設
置
さ

れ
る
な
ど
、
町
並
み
は
ず
い
ぶ
ん

と
様
変
わ
り
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

祭
り
に
込
め
ら
れ
た
豊
漁
と
地
域

の
発
展
を
願
う
人
々
の
気
持
ち
は
、

今
も
変
わ
ら
ず
受
け
継
が
れ
て
い

ま
す
。

　

１
枚
の
モ
ノ
ク
ロ
写
真
に
は
、

懐
か
し
い
風
景
と
と
も
に
人
々
の

思
い
も
焼
き
付
け
ら
れ
て
い
る
よ

う
で
す
。

　

時
遊
館
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｃ
Ｏ
は
し
む
れ

で
は
、
特
別
企
画
展
「
そ
げ
ん
じ

ゃ
っ
た
な
ー
い
ぶ
す
き
の
写
真
展
」

開
催
に
伴
い
、
懐
か
し
い
指
宿
の

写
真
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
詳
し

く
は
、
31
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

写
真
に
残
る
風
景

〜
山
川
み
な
と
祭
り
〜

いぶ
す
き
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「
七
変
化
」、「
八
仙
花
」
と
い

っ
た
異
名
の
あ
る
ア
ジ
サ
イ
が
、

そ
こ
か
し
こ
青
や
薄
紅
の
さ
ま
ざ

ま
な
色
合
い
を
競
っ
て
い
ま
す
。

　

梅
雨
の
間
、
咲
き
始
め
か
ら
終

わ
り
ま
で
微
妙
な
色
の
移
ろ
い
を

見
せ
る
花
が
何
と
も
不
思
議
で
す
。

　

さ
て
、「
つ
ゆ
」
を
漢
字
で
「
梅

雨
」
と
書
き
ま
す
。
な
ぜ
「
梅
」

と
「
雨
」
の
文
字
な
の
か
気
に
な

っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
疑
問
を

解
決
し
て
く
れ
そ
う
な
文
章
に
出

会
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
梅
の
実
が

熟
す
る
こ
ろ
、
し
と
し
と
雨
が
降

り
続
く
か
ら
と
い
う
説
の
よ
う
で

す
。
梅
雨
の
雨
に
何
度
か
打
た
れ

た
梅
の
実
は
最
上
と
も
言
わ
れ
て

お
り
、
な
る
ほ
ど
と
妙
に
納
得
し

ま
し
た
。

　

「
青
梅
は
決
し
て
食
べ
て
は
い

け
な
い
」
親
か
ら
こ
う
注
意
さ
れ

た
昔
を
思
い
出
し
ま
す
。

　

青
梅
は
青
酸
化
合
物
を
含
み
、

生
食
す
る
と
下
痢
や
腹
痛
を
引
き

起
こ
し
ま
す
。
今
に
な
っ
て
、
親

か
ら
口
酸
っ
ぱ
く
言
わ
れ
た
の
も

う
な
ず
け
ま
す
が
、
こ
っ
そ
り
口

に
し
た
覚
え
の
あ
る
人
も
案
外
多

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

物
が
不
足
し
、
日
本
が
ま
だ
貧

し
か
っ
た
時
代
の
こ
と
で
あ
り
、

豊
か
に
な
っ
た
今
、
青
梅
を
食
べ

よ
う
と
い
う
子
ど
も
は
い
な
い
よ

う
で
す
。
ま
た
、
そ
ん
な
こ
と
を

知
っ
て
い
て
言
う
親
も
い
な
い
で

し
ょ
う
。
雨
に
濡
れ
た
梅
を
前
に
、

懐
か
し
さ
の
一
方
で
今
昔
の
差
に

複
雑
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

　

「
梅
は
そ
の
日
の
難
逃
れ
」
と

い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
朝
、
梅

干
し
を
食
べ
る
と
、
そ
の
日
一
日

災
難
に
遭
わ
ず
、
元
気
に
過
ご
せ

る
と
い
う
意
味
で
す
。
日
本
人
が

古
く
か
ら
梅
干
し
入
り
の
「
日
の

丸
弁
当
」
を
愛
用
し
て
き
た
の
も
、

こ
う
い
う
理
由
か
ら
な
の
で
し
ょ

う
か
。 

　

以
前
は
多
く
の
家
庭
で
梅
干
し

が
漬
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
台
所

の
棚
の
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
、
透

明
の
瓶
に
入
っ
た
母
の
漬
け
た
萎し

な

び
た
梅
干
し
が
あ
っ
た
こ
と
を
思

い
出
し
ま
す
。

指
宿
市
長
　
豊
留 

悦
男 雨に濡れる梅

梅
雨
と
梅

～
梅
の
実
が
熟
す
こ
ろ
～
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