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師
走
と
な
り
、
一
年
の
締
め
く
く

り
の
月
で
す
。
そ
し
て
、
大
晦
日
に

は
、
市
内
各
地
で
除
夜
の
鐘
の
音
が

聞
か
れ
ま
す
。
島
原
商
業
高
校
の
北

側
に
あ
る
「
時
鐘
楼
」
で
も
地
元
の

皆
さ
ん
の
協
力
で
除
夜
の
鐘
が
突
か

れ
ま
す
。

　
こ
の
「
時
鐘
楼
」
を
作
ら
せ
た
の

は
、
名
君
と
名
高
い
島
原
藩
主
松
平

忠
房
公
で
す
。
忠
房
公
は
、
人
々
に

時
刻
を
守
る
こ
と
を
奨
励
し
ま
し

た
。

　
寛
文
12
（
１
６
７
２
）
年
に
今
の

場
所
に
鐘
突
堂
を
建
設
し
、
延
宝
３

（
１
６
７
３
）
年
ご
ろ
に
、
当
時
の

島
原
藩
領
で
あ
っ
た
豊
後
国
国
東
郡

の
職
人
、
藤
原
正
次
に
鐘
を
造
ら
せ

ま
し
た
。

　
当
時
、
時
刻
を
知
ら
せ
る
鐘
は
ど

の
よ
う
に
打
た
れ
た
か
と
い
う
と
、

少
し
離
れ
た
別
の
番
所
で
線
香
を
燃

や
し
、
そ
の
減
り
方
で
時
を
計
り
、

太
鼓
で
鐘
を
打
つ
タ
イ
ミ
ン
グ
を
知

ら
せ
て
い
た
そ
う
で
す
。
後
に
は
、

時
計
を
基
準
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　
松
平
家
が
東
京
に
移
っ
た
明
治
時

代
以
降
も
島
原
の
人
た
ち
に
親
し
ま

れ
て
い
た
鐘
で
す
が
、
太
平
洋
戦
争

下
の
昭
和
19
年
の
金
属
供
出
令
に
よ

り
持
ち
去
ら
れ
た
た
め
、
建
物
だ
け

が
残
り
ま
し
た
。

　
現
在
の
鐘
は
、
昭
和
55
年
に
、
有

志
の
浄
財
に
よ
り
復
元
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
故
北
村
西
望
氏
の
銘
文
が

添
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
大
晦
日
は
、
時
鐘
楼
の
歴
史
に
思

い
を
馳
せ
な
が
ら
、
そ
の
鐘
の
音
を

味
わ
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。

時じ
し
ょ
う
ろ
う

鐘
楼

　
島
原
市
指
定
無
形
文
化
財
「
島
原
木
綿
」

が
幻
の
反
物
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
皆

さ
ん
は
ご
存
知
で
す
か
。

　
「
島
原
木
綿
」
は
、
４
０
０
年
以
上
の

歴
史
が
あ
り
、
昭
和
の
初
期
ま
で
は
有
明
・

三
会
地
区
な
ど
で
盛
ん
に
織
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
戦
時
中
の
綿
糸
不
足
と

戦
後
の
衣
料
革
命
に
よ
り
ほ
と
ん
ど
市
場

か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
今
回
、
紹
介
す
る
の
は
、
こ
の
幻
の
反

物
「
島
原
木
綿
」
を
再
現
し
、
そ
の
手
織

り
の
技
術
を
継
承
し
て
い
る
「
島
原
木
綿

保
存
会
」
の
皆
さ
ん
で
す
。

　
同
会
は
、
旧
有
明
町
で
島
原
木
綿
の
復

活
の
機
運
が
高
ま
り
、
平
成
２
年
に
発
足
。

今
年
は
ち
ょ
う
ど
25
周
年
に
な
り
ま
す
。

現
在
、
７
人
の
会
員
が
週
３
回
、
有
明
公

民
館
で
「
島
原
木
綿
」
の
織
り
上
げ
技
術

を
磨
き
、
継
承
し
て
い
く
と
と
も
に
展
示

会
の
開
催
な
ど
、
そ
の
魅
力
を
伝
え
る
活

動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
会
長
の
金
子
加
代
子
さ
ん
に
話
を
伺
う

と
「『
木
綿
の
道
と
極
楽
の
道
は
一
歩
（
一

本
）
た
り
と
も
誤
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
』

と
先
人
た
ち
に
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
実
際
、

通
す
糸
を
一
つ
で
も
間
違
う
と
布
を
織
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
、
先
人

た
ち
が
残
し
た
素
晴
ら
し
い
技
術
を
正
し

く
継
承
し
て
い
き
た
い
で
す
」
と
話
し
て

く
れ
ま
し
た
。

　
会
員
の
皆
さ
ん
は
、「
島
原
木
綿
が
完

成
す
る
ま
で
は
根
気
が
い
り
ま
す
が
、
み

ん
な
と
協
力
し
て
作
業
を
し
た
り
、
お
茶

を
飲
み
な
が
ら
お
し
ゃ
べ
り
す
る
の
が
と

て
も
楽
し
い
で
す
」
と
笑
顔
で
話
し
て
く

れ
ま
し
た
。

　
幻
の
反
物
「
島
原
木
綿
」
の
技
術
と
伝

統
を
末
永
く
継
承
し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

　
「
島
原
木
綿
」
に
興
味
の
あ
る
人
は
、

有
明
公
民
館
（
☎
�
１
１
０
１
）
に
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

島原木綿保存会

時鐘楼故北村西望氏「天地
正大気」の銘文


