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植
地
区
の
神
明
社
を
訪
れ
る
。
二
週
間

前
に
咲
き
誇
っ
て
い
た
桜
の
花
も
散
り
、

す
っ
か
り
葉
桜
と
変
わ
る
。
そ
れ
で
も
、

残
っ
た
花
び
ら
が
一
枚
二
枚
と
風
に
舞
い
、

頭
の
上
に
落
ち
る
。

「
二
週
間
前
の
花
見
も
よ
か
っ
た
で
す

け
ど
、
新
緑
の
ま
ぶ
し
さ
も
た
ま
り
ま
せ

ん
ね
」
と
友
人
が
言
う
。「
ま
た
、『
お
酒

で
も
あ
っ
た
ら
』と
言
わ
な
い
だ
ろ
う
ね
」

と
私
が
言
葉
を
返
す
。「
四
月
は
た
く
さ
ん

飲
む
機
会
が
あ
っ
た
の
で
、
今
日
は

ジ
ュ
ー
ス
が
い
い
で
す
」。「
そ
の
意
見
に

は
同
感
だ
ね
。
じ
ゃ
あ
後
で
飲
も
う
」。

前
回
紹
介
し
た
神
明
社
裏
の
「
端
山
忠

左
衛
門
氏
彰
徳
碑
」
の
後
方
に
、「
新
美
応

助
翁
顕
彰
碑
」
が
立
つ
。
周
り
は
樹
木
が

茂
り
、
日
中
で
も
薄
暗
い
が
、
石
碑
に
は

木
漏
れ
日
が
差
し
込
む
。

『
町
文
化
財
調
査
報
告
書
』
で
は
、「
一

八
一
四
死
す
。
庄
屋
を
つ
と
め
人
望
厚
く

と
く
に
山
林
の
保
護
育
成
に
熱
心
で
、
半

田
池
東
方
一
帯
の
官
有
地
に
、
老
松
昼
な

お
暗
く
、
天
を
摩
し
て
い
た
。
盗
伐
を
防

ぐ
た
め
昼
夜
を
選
ば
ず
見
回
っ
た
と
い

う
」
と
碑
文
に
記
さ
れ
る
と
解
説
さ
れ
る

が
、
石
碑
に
は
そ
の
よ
う
な
文
字
は
見
当

た
ら
な
い
。

石
碑
の
前
に
立
て
ら
れ
た
白
色
の
ボ
ー

ド
の
看
板
に
、
端
山
氏
と
新
美
氏
の
経
歴

が
紹
介
さ
れ
る
。

新
美
応
助
氏
は
山
林
保
護
に
力
を
注
い

だ
人
物
。
端
山
氏
は
、
そ
の
功
績
を
た
た

え
、
峠
ケ
峰
に
立
派
な
�
木
碑
�
を
建
て

た
。
木
碑
は
時
が
経
ち
、
腐
朽
し
て
し
ま

う
。
そ
の
後
、
村
民
ら
の
手
に
よ
っ
て
新

美
氏
の
遺
徳
を
偲
び
、
明
治
三
十
九
（
一

九
〇
六
）
年
、
現
在
の
場
所
に
�
石
碑
�

と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
。

経
歴
の
紹
介
か
ら
、
前
述
の
碑
文
は
木

碑
に
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

「
山
を
守
る
と
は
、想
像
も
つ
き
ま
せ
ん

よ
ね
」
と
友
人
が
首
を
か
し
げ
る
。「
僕
に

は
務
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
な
」。「
夜
は
怖
い

で
す
か
ら
ね
ぇ
」。「
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、

花
粉
が
た
く
さ
ん
飛
び
そ
う
だ
か
ら
だ

よ
」。「
本
当
で
す
か
？
」。
そ
れ
以
上
会

話
は
続
け
な
か
っ
た
。

境
内
の
方
か
ら
人
の
声
が
聞
こ
え
た
の

で
行
っ
て
み
る
。
前
日
の
祭
礼
の
後
片
付

け
が
行
わ
れ
て
い
た
。
石
碑
に
つ
い
て
尋

ね
る
。

「
石
碑
が
立
っ
て
い
る
こ
と
は
知
っ
て

い
る
け
ど
、
そ
の
人
の
こ
と
は
よ
く
分
か

ら
な
い
ね
」。
数
人
の
男
性
が
口
を
そ
ろ

え
る
。「
神
明
社
の
森
、
五
郷
社
の
権
現
山

と
立
派
な
森
が
近
く
に
残
っ
て
い
る
の
は

先
人
た
ち
の
お
陰
だ
ろ
う
ね
」
と
、
言
葉

に
力
を
込
め
た
一
人
の
男
性
は
、
森
を
見

つ
め
て
い
た
。
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