
風
信

　
私
が
現
在
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
は
旧
榎
津
町
五
〇
番
地（
現
万
屋
町
一
─
一
三
）な

の
で
す
。
私
は
昭
和
二
年
一
月
二
十
五
日
こ
の
地
に
生
を
受
け
ま
し
た
。
曽
祖
父
は

私
に「
こ
の
子
は
持
物
を
置
い
て
来
た
ん
だ
ね
」と
私
が
男
の
子
と
し
て
生
れ
る
の
を

望
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
神
様
は
私
を
女
の
子
と
し
て
古
川
家
の
初
孫
と
し
て
生
ま

れ
さ
せ
、
育
て
ら
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
頃
の
家
業
は
カ
マ
ボ
コ
屋
で
し
た
。
江
戸
時
代
ま
で
は
榎
津
町
あ
た
り
ま
で

潮
が
満
ち
て
曽
祖
父
の
子
供
の
頃
は
家
の
前
で
海
水
浴
を
し
て
居
た
そ
う
で
す
。
そ

し
て
町
内
に
あ
る
十
軒
程
の
家
全
部
が
魚
屋
さ
ん
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　
私
の
家
の
玄
関
に
は
今
も
石
臼
が
あ
り
ま
す
。
曽
祖
父
は
十
五
才
の
と
き
か
ら
、

夏
の
頃
川
む
こ
う
の
材
木
町
に
あ
っ
た
魚
市
か
ら
エ
ソ
や
グ
チ
や
ハ
モ
、
イ
カ
等
を

仕
入
れ
て
家
に
帰
り
、
早
速
魚
の
身
を
石
臼
で
搗
い
て
す
り
身
を
つ
く
り
、
板
付
カ

マ
ボ
コ
や
す
り
身
を
竹
の
棒
に
巻
き
つ
け

て
、
玄
関
に
あ
っ
た
長
い
火
鉢
の
上
で
ぐ

る
ぐ
る
と
手
で
廻
し
な
が
ら
、
竹
輪
カ
マ

ボ
コ
を
製
作
し
て
い
た
の
だ
そ
う
で
す
。

　
そ
れ
か
ら「
ハ
ン
ペ
ン
」と
言
っ
て
、
山

芋
を
す
っ
た
汁
と
魚
の
ス
リ
身
と
を
あ
わ

せ
、
そ
れ
を
蒸
し
て
柔
ら
か
な
美
味
し
い

物
を
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。

　
私
は
そ
の
ハ
ン
ペ
ン
を
酢
醤
油
で
食
す

る
の
が
好
き
で
、
と
て
も
美
味
し
か
っ
た

の
を
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。

　
特
に
、
こ
の
ハ
ン
ペ
ン
を
夏
の
暑
い
と

き
に
食
べ
る
の
は
、
と
て
も
美
味
し
か
っ

た
の
で
す
。
又
板
付
カ
マ
ボ
コ
の
売
れ

残
っ
た
の
を
板
よ
り
は
な
し
、
木
綿
の
糸

で
吊
し
、
天
日
で
充
分
に
乾
燥
さ
せ
、
そ
れ
を
鰹
節
の
よ
う
に
け
ず
っ
て
食
べ
る
の

は
又
格
別
で
鯛
の
花
み
た
い
で
し
た
。
此
の「
ケ
ズ
リ
か
ま
ぼ
こ
」は
長
崎
の
料
亭
か

ら
も
多
く
注
文
が
あ
り「
古
川
の
カ
マ
ボ
コ
は
捨
て
る
と
こ
が
な
か
ね
」と
得
意
顔
を

し
、
自
慢
し
て
い
た
曽
祖
父
の
顔
を
私
は
今
も
思
い
出
し
ま
す
。

　
私
達
子
供
達
の
マ
マ
ゴ
ト
遊
び
に
も
、
曽
祖
父
は
小
さ
い
竹
輪
カ
マ
ボ
コ
や
板
付

カ
マ
ボ
コ
を
わ
ざ
わ
ざ
作
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
私
達
子
供
の
遊
び
の
た
め
に
も
、

本
物
を
食
さ
せ
て
下
さ
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
友
達
も
、
私
の
家
で
は
、
ま
ま

ご
と
遊
び
に
も
本
物
を
食
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
事
を
今
も
思
い
出
し
、「
古
川
さ

ん
所
で
ま
ま
ご
と
遊
び
を
す
る
と
、
本
物
の
カ
マ
ボ
コ
が
食
べ
ら
れ
た
の
で
、
と
て

も
楽
し
か
っ
た
」と
先
日
も
語
り
合
い
ま
し
た
。

　
私
も
84
才
と
も
な
れ
ば
、
昔
あ
そ
ん
で
い
た
友
が
一
人
な
く
な
り
、
二
人
な
く
な

り
、
曽
祖
父
の
カ
マ
ボ
コ
の
味
を
知
っ
て
い
る
友
達
も
殆
ど
居
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
曽
祖
父
は
昭
和
七
年
三
月
二
日
、
七
十
四
才
で
こ
の
世
を
去
り
、
其
の
後
戦
争
が

始
り
、
だ
ん
だ
ん
と
魚
や
品
物
も
少
な
く
な
り
、
若
い
人
達
は
戦
場
に
出
征
し
て
行

き
、
昭
和
十
三
年
に
は
店
を
閉
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
私
達
は
母
方
の
実
家
の
あ
る
立
山
町
九
二
番
地
に
移
転
し
、
カ
マ
ボ
コ
屋
を
し
て

い
た
榎
津
町（
今
の
万
屋
町
一
─
一
三
）を
貸
家
と
し
て
貸
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
戦
後
、
長
崎
の
町
に
も
カ
マ
ボ
コ
屋
さ
ん
が
多
く
さ
ん
出
廻
っ
て
来
ま
し
た
が
、

全
部
機
械
で
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
時
代
の
流
れ
な
ん
で
し
ょ
う
。
お
い
し
い

魚
に
恵
ま
れ
た
長
崎
の
町
で
す
か
ら
、
今
も
お
い
し
い
カ
マ
ボ
コ
が
出
廻
る
様
に
な

り
ま
し
た
が
、
曽
祖
父
が
製
造
し
て
居
ま
し
た
干
カ
マ
ボ
コ
は
一
軒
も
作
っ
て
お
ら

れ
な
い
よ
う
で
す
ね
。

　
曽
祖
父
は
晩
年
、
天
皇
陛
下
に
此
の
干
カ
マ
ボ
コ
を
献
納
し
て
死
に
た
い
と
何
時

も
申
し
て
居
り
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
時
間
が
な
く
、
去
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

で
も
私
は
今
で
も
、
自
分
で
色
々
の
物
を
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
曽
祖
父
の
考
え
の
深

さ
や
、
手
造
り
の
立
派
な
味
に
は
心
を
う
ば
わ
れ
ま
す
。

　
曽
祖
父
は
、
し
け
で
魚
が
と
れ
な
か
っ
た
と
き
、
ぶ
ら
っ
と
浜
ぶ
ら
し
た
り
し
て
、

網
物
屋
の
前
で
、
そ
こ
の
職
人
が
餅
あ
み
や
、
ハ
イ
イ
ラ
ズ
棚
な
ど
を
作
っ
て
い
る

の
を
見
て
家
に
帰
り
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
其
の
餅
あ
み
や
ハ
イ
イ
ラ
ズ
を
造
っ
た
の

が
、
今
も
家
に
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
私
の
母
が
、
こ
の
曽
祖
父
の
作
品
を

大
切
に
保
存
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
私
も
未
だ
に
大
切
に
保
管
し
て
ま
す
。
本
当
に

器
用
だ
け
で
は
な
く
、
頭
も
良
か
っ
た
人
だ
と
親
類
の
人
々
が
今
で
も
言
っ
て
い
ま

す
。

　
昔
の
人
は
、
物
が
な
け
れ
ば
、
考
え
を
深
め
て
工
夫
し
て
暮
す
し
、
不
足
す
れ
ば

ま
た
考
え
て
み
ち
足
り
る
よ
う
工
夫
し
、
働
い
て
い
た
日
本
人
の
心
を
尊
く
思
い
ま

す
。

　
私
も
現
在
、
物
造
り
に「
帽
子
造
り
」を
撰
ん
だ
こ
と
を
誇
り
に
思
っ
て
い
ま
す
。

　
又
、
私
が
今
で
も「
帽
子
造
り
」を
人
に
教
え
た
り
、
製
作
す
る
事
が
出
来
る
よ
う

に
な
っ
た
事
に
つ
い
て
は
何
か
曽
祖
父
に
教
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
感
謝
し
て
日
々
を
送
っ
て
い
ま
す
。

　
私
が
女
だ
っ
た
か
ら
戦
争
に
も
行
か
ず
、
命
が
長
ら
え
た
の
で
し
ょ
う
。
曽
祖
父

が
望
ん
で
た
男
の
子
で
あ
っ
た
ら
、
戦
争
に
行
っ
て
国
の
為
に
戦
っ
て
こ
の
世
に
は

存
在
し
な
か
っ
た
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　
又
、
私
は
六
十
六
年
前
、
昭
和
二
十
年
八
月
九
日
原
子
爆
弾
で
三
菱
兵
器
工
場
が

あ
っ
た
茂
里
町
で
被
爆
し
ま
し
た
。
其
の
時
の
お
友
達
の
大
部
分
の
方
が
こ
の
世
を

去
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
こ
の
時
、
事
務
用
の
机
の
前
で
書
類
整
理
を
し
て
い
ま
し
た

の
で
、
机
の
下
に
体
を
入
れ
て
一
命
を
失
う
こ
と
な
く
現
在
ま
で
命
長
ら
え
ら
れ
た

の
も
、
曽
祖
父
の
陰
の
力
が
あ
っ
た
の
だ
と
私
は
信
じ
て
い
ま
す
。

　
何
時
ま
で
も
、
此
の
古
川
の
家
を
絶
さ
な
い
で
五
代
目
・
六
代
目
と
平
和
の
長
崎

の
町
を
継
い
で
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
信
念
で
毎
日
を
感
謝
の
気
持
で
送
ら
せ
て

戴
い
て
お
り
ま
す
。

�

平
成
二
十
三
年
夏
　
　（
婦
人
帽
研
究
家
）

○
今
年
は
長
崎
歴
史
文
化
協
会
を
十
八
銀
行
清
島
頭
取
の
全
面
的
な
御
援
助
で
、
昭
和

五
七
年
五
月
創
立
し
て
戴
い
て
よ
り
三
十
年
と
な
る
。
そ
し
て
年
刊
誌「
な
が
さ
き
の

空
」も
発
刊
さ
せ
て
戴
い
て
よ
り
二
十
三
集
と
な
っ
た
。

○
今
年
の「
な
が
さ
き
の
空
」（
二
十
三
集
）は
、
二
月
に
発
刊
で
き
ま
し
た
の
で
、
御
希
望

の
方
は
本
会
事
務
局
ま
で
御
連
絡
く
だ
さ
い（
無
料
・
送
料
各
自
）。

三
五
五
号
　
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
日

私
の
思
い
出
の
長
崎
の
街

○
二
十
三
集
の
内
容
は
、
毎
月
の「
な
が
さ
き
の
空
」に
会
員
よ
り
投
稿
い
た
だ
い
た
十
一

編
と
平
野
、
北
川
、
一
瀬
他
各
氏
よ
り
寄
稿
し
て
戴
い
た
随
想
、
先
年
よ
り
恒
例
と
な

り
ま
し
た
本
会「
古
文
書
会
」が
昨
年
中
に
整
理
さ
れ
た
松
本
良
順
の『
養
生
法（
上
）』を

掲
載
し
ま
し
た
。

○
一
月
二
十
三
日
夜
六
時
、
長
崎
ラ
ン
タ
ン
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
開
催
。
點
燈
式
あ
り
、

二
月
六
日
ま
で
美
し
い
長
崎
の
夜
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

○
長
崎
ラ
ン
タ
ン
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
は
中
国
の
元
宵
祭
に
始
ま
っ
て
い
る
。
元
宵
祭
の

事
を
昔
は
長
崎
で
は
上ジ
ョ
ン
グ
ワ
ン元
と
言
っ
た
。「
上
元
」の
詳
し
い
事
は
古
賀
十
二
郎
の「
長
崎

市
史
風
俗
編
・
第
四
章
」を
み
ら
れ
る
と
よ
い
。
ま
た
、
一
八
〇
〇
年
頃
長
崎
で
編
集

さ
れ
た「
長
崎
名
勝
図
絵
」に
も
次
の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。「
上
元
は
一
月
十
五
日

（
旧
）、
当
日
の
夜
、
唐
人
屋
敷
内
に
て
は
蛇
踊
あ
り
。
蛇
頭
よ
り
尾
に
至
る
ま
で
龍
の

中
に
火
を
點
じ
之
を
舞
う
。
最
も
珍
し
き
物
な
り
」。

○
元
禄
二
年（
一
六
八
九
年
）唐
人
屋
敷
が
造
ら
れ
る
以
前
は
、長
崎
の
街
中
や
唐
寺
で
は
、

大
い
に「
上
元
」の
祝
い
が
行
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。

○
今
年
の
節
分
は
二
月
三
日（
旧
一
月
十
二
日
）で
翌
日
は
立
春
と
な
る
。
節
分
の
夜
は
、

何
処
も
豆
ま
き
に
始
る
が
、
長
崎
で
は
豆
を
ま
く
男
衆
の
後
に
、
シ
ャ
モ
ジ
を
持
っ
た

女
衆
が
後
に
つ
き
、「
鬼
は
外
、
福
は
内
」の
声
に
あ
わ
せ
て「
尤
も
、
尤
も
」と
言
っ
て

つ
い
て
き
た
そ
う
で
あ
る
。
各
室
の「
豆
ま
き
」が
終
る
と
、昔
は
火
吹
竹
に
豆
を
入
れ
、

戸
外
に
投
げ
て
入
口
の
戸
を
閉
じ
、
其
の
後
、
大
根
で
白
鼠
を
作
り
、
其
れ
を
お
盆
に

載
せ
た
物
を
持
っ
た
子
供
達
が
家
に
来
て
何
か
も
ら
っ
て
帰
っ
て
い
た
の
も
思
い
だ

す
。
そ
し
て
、
そ
の
夜
に
は
鬼
の
手
の
赤
大
根
、
鬼
の
目
の
金
柑
、
尺
八
イ
カ
、
鯨
の

百
ひ
ろ
、
金
が
し
ら
、
お
雑
煮
を
子
供
の
頃
た
べ
た
事
を
思
い
だ
し
て
い
る
。

○
三
月
か
ら
は
暖
く
な
る
の
で
本
会
主
催
の
左
記
の
講
座
を
再
開
。
ご
自
由
に
御
参
加
下

さ
い（
会
費
不
要
・
資
料
代
は
各
自
）

　
長
崎
学
研
究
集
会（
毎
週
月
曜
午
前
十
時
半
よ
り
）各
講
師
の
自
由
発
表

　
水
曜
懇
話
会（
毎
週
水
曜
午
後
一
時
半
よ
り
）竹
之
下
氏
を
中
心
に
江
口
・
山
脇
・
田
村
・

吉
田
・
野
口
・
福
島
・
末
永
氏
等

　
古
文
書
を
読
む
会（
月
二
回
・
第
一
・
第
三
火
曜
日
午
前
十
時
半
よ
り
）（
講
師
・
世
話
人

　
宮
田
・
川
原
・
宮
田（
女
）・
久
保
・
犬
尾
・
山
口
の
各
氏
）

　
長
崎
の
食
文
化
を
考
え
る
サ
ー
ク
ル（
月
二
回
・
第
二
・

第
四
金
曜
午
後
二
時
よ
り
三
時
半
ま
で
）脇
山
壽
子
女
子

を
中
心
に
。

古
川
　
貞
子

旧榎津町（現万屋町）


