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ま
ず
は
左
の
写
真
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

福
江
町
の
通
称
〝
城し

ろ
ざ
か坂

〟
に
あ
る
、
土
地

の
段
差
を
支
え
る
擁よ

う
へ
き壁

で
す
。
何
の
変へ

ん
て
つ哲

も
な
い
石
垣
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
よ

く
見
て
み
る
と
、
石
と
石
の
す
き
間
が
か

な
り
離
れ
て
い
て
、
普
通
の
石
垣
と
は
違

う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
コ
ン
ク
リ

ー
ト
の
壁
に
石
が
貼
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

も
見
え
ま
す
ね
。

　

実
は
こ
の
工
法
は
「
人
造
石
」
工
法
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

工
法
が
普
及
す
る
前
の
明
治
10
年
か
ら
昭

和
初
期
ご
ろ
ま
で
大
規
模
な
工
事
に
も
使

わ
れ
て
い
た
工
法
で
す
。
こ
の
工
法
を
開

発
し
た
の
は
、
現
在
の
碧
南
市
で
天
保
11

年
（
１
８
４
０
）
に
左
官
屋
の
三
男
と

し
て
生
ま
れ
た
服は

っ
と
り
ち
ょ
う
し
ち

部
長
七
で
す
。
長
七

は
、
こ
れ
ま
で
土
間
、
水
槽
、
塀
な
ど
の

小
規
模
な
も
の
に
使
わ
れ
て
い
た
〝
た
た

き
〟
を
、
よ
り
良
い
も
の
に
改
良
し
ま
し

た
。
そ
し
て
こ
の
工
法
は
、

皇
居
の
学
問
所
の
土
間
工
事

な
ど
を
施
工
し
た
こ
と
で
、

「
長
七
た
た
き
」
と
し
て
信

頼
を
得
て
い
き
ま
す
。「
人

造
石
」
の
名
は
、
明
治
14
年

（
１
８
８
１
）
の
第
二
回
内

国
勧
業
博
覧
会
の
会
場
で
、

農
商
務
省
か
ら
雇
わ
れ
た
外

人
技
術
者
が
長
七
の
た
た
き

工
事
を
見
て
、「
こ
の
人
造
石
は
何
で
作

っ
て
あ
る
か
」
と
聞
い
た
こ
と
が
き
っ
か

け
の
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
今こ

ん
に
ち日

使
わ
れ

て
い
る
、
石
に
似
せ
た
建
築
材
料
の
人
造

石
と
は
違
い
ま
す
。

　

こ
の
「
人
造
石
」
工
法
は
、
明
治
10
年

代
か
ら
30
年
代
に
か
け
、
当
時
は
高
価
だ

っ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
法
が
普
及
す

る
ま
で
の
間
、
つ
い
に
は
全
国
各
地
の
港
、

海
岸
の
護
岸
な
ど
の
重
要
な
土
木
工
事
に

応
用
さ
れ
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。
特
に

強
固
な
も
の
に
し
た
い
時
に
は
、
福
江
町

の
擁
壁
の
よ
う
に
〝
た
た
き
〟
と
石
を
組

み
合
わ
せ
ま
し
た
。
面
白
い
こ
と
に
、
こ

の
人
造
石
の
工
事
は
、
石
垣
の
職
人
で
も
な

く
、
土
木
工
事
会
社
で
も
な
く
、
左
官
屋
が

施
工
し
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
人
造
石
工
法

に
応
用
し
た
〝
た
た
き
〟
自
体
が
左
官
屋

の
技
術
だ
か
ら
で
す
。ま
さ
に
こ
の
工
法
は
、

近
代
を
支
え
た
ま
ぼ
ろ
し
の
工
法

「
人じ

ん
ぞ
う
せ
き

造
石
」
の
遺い

こ
う構

西
洋
の
技
術
を
手
本
に
進
ん
で
い
た
明
治

時
代
の
土
木
工
事
に
、
従
来
か
ら
の
日
本
の

技
術
を
活
用
し
た
当
時
の
人
た
ち
の
創
意

と
工
夫
の
結
晶
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

素
材
だ
け
を
聞
い
て
い
る
と
「
強
度
に

不
安
が
あ
る
の
で
は
？
」
と
思
う
方
が
い

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
人
造
石
構
造
物

は
１
０
０
年
経
過
し
て
い
る
今
で
も
、
し

っ
か
り
現
役
で
そ
の
機
能
を
果
た
し
て
い

ま
す
。
人
造
石
工
法
の
良
い
と
こ
ろ
は
安

価
な
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
丈
夫
な
と

こ
ろ
で
す
。

　

福
江
町
の
人
造
石
遺
構
は
、
形
の
整
っ

た
花か

こ
う
が
ん

崗
岩
を
使
い
、
見
た
目
も
美
し
く
、

田
原
市
で
確
認
さ
れ
た
中
で
は
一
番
優
れ

た
遺
構
と
言
え
ま
す
。　
　
　
　
（
増
山
）

▲城坂の人造石遺構（福江町）

【
表
紙
の
写
真
】

※“
た
た
き
”は
石
灰
と
サ
バ
土（
マ
サ
土
）を
水
で
練

り
、板
・
木
づ
ち
で
叩
き
し
め
て
つ
く
る
技
法
で
す
。

古
い
民
家
の
土
間
、水
槽
、井
戸
枠
な
ど
で
残
っ
て
い

ま
す
。

▲通常の石垣（浦町）

※

▼
今
月
の
表
紙
を
撮
影
し
た

田
原
城
跡
は
、私
の
お
気
に

入
り
ス
ポ
ッ
ト
の
一
つ
で
も

あ
り
ま
す
。春
は
桜
、夏
は
紫あ

じ
さ
い

陽
花
、

秋
は
紅
葉
・・・
。歴
史
や
芸
術
だ
け
で

な
く
、季
節
も
楽
し
め
ま
す
。皆
さ
ん

も
、石
畳
を
ゆ
っ
た
り
と
歩
き
な
が

ら
、城
下
町
５
０
０
年
の
歴
史
を
感

じ
、紅
葉
を
楽
し
ん
で
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。（
O
）

【
表
紙
の
写
真
】田
原
城
跡（
田
原
市
博
物
館
）
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