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先
月
第
1
0
0
号
を
掲
載
し
た
と
こ

ろ
で
す
が
、
実
は
今
回
が
1
0
0
番
目

の
「
市
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は
」
と
な
り
ま

す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
遡
及
し

て
調
べ
た
と
こ
ろ
、
第
21
号
の
次
の
月
が

第
23
号
と
な
っ
て
お
り
、
第
22
号
が
欠
番

と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
ま
こ

と
に
勝
手
な
が
ら
、
毎
月
の
定
期
的
な
掲

載
に
つ
い
て
は
、
今
月
号
を
も
っ
て
最
終

と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
連
載
は
、
自
分
が
書
き
た
い
こ
と
、

市
民
の
皆
様
に
お
伝
え
し
た
い
こ
と
を
月

に
１
度
、
拙
い
な
が
ら
も
自
由
に
述
べ
さ

せ
て
い
た
だ
く
貴
重
な
機
会
で
し
た
。
も

ち
ろ
ん
立
場
上
言
い
た
い
こ
と
が
何
で
も

言
え
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
遠
回
し

に
書
い
た
り
、
裏
に
意
味
を
含
ま
せ
た
り

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
市
政
と
は
直

接
関
係
の
な
い
テ
ー
マ
を
取
り
扱
う
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
私

自
身
の
境
遇
や
時
々
の
思
い
を
重
ね
合
わ

せ
た
も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

た
だ
、
考
え
て
み
れ
ば
、
好
き
放
題
に
も

の
を
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
私
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
多
く
の
方
が
こ
ぼ
し

た
い
愚
痴
を
呑
み
込
み
、
あ
る
い
は
誰
に

も
言
え
な
い
悩
み
を
胸
の
奥
に
し
ま
い
こ

ん
で
日
々
を
過
ご
し
て
お
ら
れ
る
は
ず
で

す
。
こ
の
コ
ラ
ム
は
、
人
口
5
万
人
を
切
っ

た
こ
の
小
さ
な
町
で
、
毎
日
を
懸
命
に
生

き
て
お
ら
れ
る
市
民
の
皆
様
お
一
人
お
ひ

と
り
に
宛
て
て
、
私
か
ら
発
し
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
で
し
た
。

　

文
章
と
い
う
も
の
は
、
決
め
ら
れ
た
字

数
を
ど
う
に
か
し
て
埋
め
よ
う
と
し
て
書

く
と
と
か
く
散
漫
で
冗
長
に
な
り
が
ち
で

す
。
反
対
に
、
ど
う
し
て
も
表
現
し
た
い

こ
と
を
絞
り
込
み
、
さ
ら
に
枝
葉
を
取
り

払
っ
て
、
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
濃
縮
し
た
と
き

に
「
力
強
さ
」
を
得
る
も
の
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
端
正
で
簡
潔
な
文
章

を
お
届
け
で
き
た
か
ど
う
か
は
心
許
な
い

限
り
で
す
が
、
決
め
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
に

収
め
る
こ
と
に
毎
回
苦
心
し
た
こ
と
は
確

か
で
す
。

　

以
前
に
も
書
い
た
こ
と
で
す
が
、
本
欄

を
読
ん
で
く
だ
さ
る
方
か
ら
の
反
響
は
と

て
も
励
み
に
な
り
ま
し
た
。
広
報
ま
す
だ

が
届
い
た
ら
真
っ
先
に
こ
の
コ
ラ
ム
を
読

む
と
い
う
声
が
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
最
大

の
源
泉
で
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
ご
愛
読
と
市
の
広
報
担
当

職
員
の
労
苦
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
、
ひ

と
ま
ず
筆
を
擱お

き
ま
す
。

日本遺産のまち益田の歩き方

第 7 回  妙
みょうぎじ

義寺
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妙み
ょ
う
ぎ
じ

義
寺
は
、七
尾
城
跡
の
西
側
の
麓ふ

も
と

に

位
置
す
る
曹そ

う
と
う
し
ゅ
う

洞
宗
の
寺
院
で
す
。

　

歴
史
は
古
く
、寺
に
伝
わ
る
由
緒
書
に

は
、秀ひ
で
か
ね兼

（
益
田
兼か

ね
い
え家
の
こ
と
）
が
木も

く
そ
う叟

和お
し
ょ
う尚

を
開か
い
ざ
ん山

（
初
代
住
職
）
に
招
き
建
立

し
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。益
田
兼
家
は

15
世
紀
前
半
頃
の
益
田
氏
当
主
で
あ
る

こ
と
か
ら
、妙
義
寺
は
そ
の
頃
に
建
立
さ

れ
た（
こ
の
と
き
曹
洞
宗
に
改
宗
し
た
と

も
）
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

妙
義
寺
が
大
き
く
興こ

う
り
ゅ
う隆
し
た
の
は
戦

国
時
代
の
益
田
藤ふ

じ
か
ね兼
の
頃
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
天て

ん
し
ょ
う正

9
（
1
5
8
1
）
年
に
、長

門
国
深ふ

か
わ川
（
山
口
県
長
門
市
）
の
大た

い
ね
い
じ

寧
寺

か
ら
住
職
の
関か

ん
の
う翁
殊し

ゅ
も
ん門
が
招
か
れ
ま
し

た
。大お

お
う
ち内
義よ

し
た
か隆
が
自
害
し
た
こ
と
で
も
有

名
な
大
寧
寺
は
、中
国
地
方
に
お
け
る
曹

洞
宗
の
中
心
的
な
寺
院
で
し
た
。妙
義
寺

と
大
寧
寺
に
強
い
結
び
つ
き
を
作
る
こ

と
で
、藤
兼
は
妙
義
寺
の
興
隆
を
図
っ
た

の
で
し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
時
、
波
田
・
澄
川
・
都

茂
・
丸
茂
な
ど
の
15
の
寺
が
末ま
つ
じ寺
と
さ
れ

た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

妙
義
寺
で
は
、
平へ

い
け
も
の
が
た
り

家
物
語
で
有
名
な

「
沙さ
ら羅
双そ
う
じ
ゅ樹
」
と
さ
れ
る
ナ
ツ
ツ
バ
キ
が

6
月
に
見
頃
を
迎
え
、茶
席
や
コ
ン
サ
ー

ト
を
楽
し
む
「
沙
羅
の
花
を
め
で
る
会
」

が
開
か
れ
ま
す
。

　

ま
た
、「
坐ざ
ぜ
ん禅
会
」
も
行
わ
れ
ま
す
。

歴
史
あ
る
寺
院
で
、戦
国
武
将
の
気
持
ち

に
な
っ
て
座
禅
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

本
堂
裏
の
墓
地
や
境
内
左
手
奥
の
桜さ
く
ら

谷だ
に

に
は
、中
世
の
石
造
物
が
多
く
残
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

特
に
妙
義
寺
境け
い
だ
い内
桜
谷
五ご
り
ん
と
う

輪
塔（
伝
益

田
藤
兼
墓
）
は
、市
内
の
数
あ
る
石
造
物

の
中
で
も
最
大
の
も
の
で
、そ
の
迫
力
は

圧
巻
で
す
。

※ 

「
沙
羅
の
花
を
め
で
る
会
」
は
、新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
に

よ
り
、開
催
中
止
と
な
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
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妙義寺。本堂手前や庭園にナツツバキがある。


