
巻
之
百
一

　
上
寺
山
餘
慶
寺（
邑
久
町
北
島
）

の
境
内
に
、「
児
島
高た
か
の
り徳

公
・
和

田
範の
り
な
が長
一
族
供
養
塔
」
が
建
っ
て

い
ま
す
。

　
児
島
高
徳
と
い
う
人
物
を
知
っ

て
い
ま
す
か
。
戦
前
・
戦
中
の
教

育
を
受
け
た
人
な
ら
必
ず
知
っ
て

い
る
歴
史
上
の
人
物
で
す
。

児
島
高
徳
っ
て
誰
？

　

児
島
高
徳
は
、
南
北
朝
時
代

（
14
世
紀
）
の
武
士
で
す
。
鎌
倉

幕
府
が
滅
亡
し
、
後ご
だ
い
ご
醍
醐
天
皇
の

「
建け
ん
む武
の
新
政
」
が
行
わ
れ
、
足

利
尊た
か
氏う
じ
に
よ
っ
て
室
町
幕
府
が
開

か
れ
る
、
政
治
の
流
れ
や
戦
乱
を

描
い
た
『
太
平
記
』
に
登
場
し
ま

す
。
後
醍
醐
天
皇
に
忠
誠
を
尽
く

し
た
武
士
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

天
、
勾こ

う
せ
ん践

を
空む

な

し
う
す
る
莫な

か

れ

時
に
范

は
ん
れ
い蠡

、
無
き
に
し
も
あ
ら
ず

　

右
の
詩
は
、
児
島
高
徳
が
、

院い
ん
の

庄し
ょ
う

（
津
山
市
）
で
桜
の
樹
に
記

し
た
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。

　

高
徳
は
、
鎌
倉
幕
府
軍
に
囚

わ
れ
て
い
た
後
醍
醐
天
皇
を
、

院
庄
で
救
い
出
そ
う
と
試
み
ま

し
た
。

　

し
か
し
、
警
備
が
厳
し
く
断

念
。
せ
め
て
忠
義
の
心
を
伝
え
よ

う
と
、
庭
の
桜
樹
に
こ
の
詩
を

記
し
ま
し
た
。

　
勾
践
は

中
国
春
秋

時
代
の
越え
つ

の
王
、
范

蠡
は
勾
践

に
仕
え

た
忠
臣

で
、「
天

は
勾
践

の
よ
う

 

『
太
平
記
』
で
の
活
躍
を
今
に
伝
え
る

児
島
高
徳
の
供
養
塔

児島高徳公・和田範長一族供養塔（上寺山餘慶寺境内）
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特
定
保
健
指
導
は
、
特
定
健
診

の
結
果
を
基
に
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク

シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
以
下
メ
タ
ボ
）

の
人
や
そ
の
リ
ス
ク
を
持
つ
人

が
、
医
師
・
保
健
師
・
管
理
栄
養

士
な
ど
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
て
、

生
活
習
慣
を
見
直
し
、
メ
タ
ボ
を

改
善
し
て
生
活
習
慣
病
を
予
防
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
。

男
性
85
㌢
以
上・女
性
90
㌢
以
上
、

ま
た
は
Ｂ
Ｍ
Ｉ
が
25
以
上
の
場
合

で
す
。

※
Ｂ
Ｍ
Ｉ
＝
体
重（
㌔
）÷
身
長（
㍍
）

　

÷
身
長
（
㍍
）

　
メ
タ
ボ
の
リ
ス
ク
が
あ
る
人
は

「
動
機
づ
け
支
援
」、
そ
の
リ
ス
ク

が
よ
り
高
い
人
は「
積
極
的
支
援
」

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
高
血
圧
・
糖
尿
病
・
高

脂
血
症
で
治
療
中
の
人
や
こ
れ
か

ら
治
療
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
人

は
、
特
定
保
健
指
導
の
対
象
に
は

な
ら
ず
、
治
療
の
継
続
ま
た
は
医

療
機
関
で
の
治
療
と
な
り
ま
す
。

　
食
事
な
ど
の
摂
取
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
対
し
て
、
運
動
な
ど
に
よ
る
消

費
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
少
な
い
生
活
が

長
く
続
く
と
「
内
臓
脂
肪
」
が
ど

ん
ど
ん
蓄
積
さ
れ
ま
す
。

　
内
臓
の
脂
肪
細
胞
か
ら
分
泌
さ

れ
る
い
ろ
い
ろ
な
ホ
ル
モ
ン
は
、

血
糖
を
下
げ
る
働
き
を
弱
め
た

り
、
中
性
脂
肪
の
値
を
高
く
し
た

り
、
血
圧
値
を
上
昇
さ
せ
た
り

し
ま
す
。

　
こ
の
状
態
を
放
置
し
て
お
く
こ

と
は
、
動
脈
硬
化
を
進
行
さ
せ
、

糖
尿
病
や
心
臓
病
、
脳
卒
中
な
ど

の
重
篤
な
病
気
を
引
き
起
こ
す
要

因
に
な
り
ま
す
。

　
メ
タ
ボ
の
リ
ス
ク
が
あ
る
と
診

断
さ
れ
た
時
点
で
、
早
め
に
特
定

保
健
指
導
を
受
け
、
生
活
習
慣
を

見
直
し
て
メ
タ
ボ
を
改
善
す
る
こ

と
は
、
重
篤
な
病
気
の
予
防
に
つ

な
が
り
ま
す
。

特
定
保
健
指
導
を
上
手
に
活
用
し
て

生
活
習
慣
病
を
予
防
し
よ
う

特定保健指導対象者向けの運動教室

♥
特
定
保
健
指
導
の
対
象
者
は

　

ど
の
よ
う
に
決
め
る
の
？

♥
特
定
保
健
指
導
は
何
を
す
る
の
？

　
特
定
保
健
指
導
は
、
対
象
者
が

生
活
習
慣
を
見
直
し
、
無
理
な
く

体
重
を
減
ら
す
な
ど
、
よ
り
健
康

♥
特
定
保
健
指
導
は
な
ぜ
必
要
な
の
？

　
特
定
保
健
指
導
の
対
象
者
は
、

特
定
健
診
の
結
果
を
基
に
決
定
し

ま
す
。

　
内
臓
脂
肪
型
肥
満
（
腹
囲
や
Ｂ

Ｍ
Ｉ
が
高
い
状
態
）と
合
わ
せ
て
、

血
圧
・
血
糖
値
・
脂
質
の
う
ち
い

ず
れ
か
の
値
に
異
常
が
認
め
ら
れ

る
人
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
内
臓
脂
肪
型
肥
満
は
、
腹
囲
が

に
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ
て
い
る

後
醍
醐
天
皇
を
殺
し
て
は
な
ら

な
い
、
勾
践
を
救
い
出
し
た
范

蠡
の
よ
う
な
忠
臣
が
居
な
い
わ

け
で
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
な

意
味
で
す
。

　
中
国
の
故
事
に
例
え
な
が
ら
、

後
醍
醐
天
皇
に
対
し
て
「
忠
義
の

武
士
が
い
ず
れ
救
い
出
す
か
ら
希

望
を
捨
て
な
い
で
」
と
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
送
っ
た
の
で
す
。

♥
特
定
保
健
指
導
は
ど
の
よ
う
に

　

受
け
た
ら
い
い
の
？

な
生
活
を
送
る
こ
と
を
目
指
し
て

行
い
ま
す
。

　
ま
ず
メ
タ
ボ
に
つ
い
て
の
理
解

を
深
め
る
た
め
の
健
康
教
室
な
ど

へ
の
参
加
を
案
内
し
ま
す
。

　
ま
た
、
肥
満
の
原
因
を
探
り
、

食
・
運
動
・
生
活
習
慣
の
見
直
し

な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の
人
に
合
っ

た
方
法
を
ス
タ
ッ
フ
が
ア
ド
バ
イ

ス
し
ま
す
。

　
「
動
機
づ
け
支
援
」
に
比
べ
る

と
「
積
極
的
支
援
」
の
方
が
、
指

導
回
数
が
や
や
多
く
な
り
ま
す

が
、基
本
的
な
内
容
は
同
じ
で
す
。

　
特
定
健
診
お
よ
び
特
定
保
健
指

導
は
、
医
療
保
険
者
が
実
施
し
ま

す
。
詳
し
く
は
、
加
入
中
の
保
険

組
合
な
ど
の
医
療
保
険
者
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
瀬
戸
内
市
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
人
で
、
本
年
度
の
特

定
健
診
の
結
果
か
ら
保
健
指
導
の

対
象
と
な
っ
た
人
に
は
、
市
か
ら

特
定
保
健
指
導
の
案
内
を
送
付
し

ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
特
定
保
健
指

導
を
受
け
て
、
健
康
な
生
活
に
役

立
て
て
く
だ
さ
い
。

児島高徳を掲載した教科書
（『尋常小学国語読本』巻 10、昭
和４年）

瀬
戸
内
市
と
関
係
が
？

　　
児
島
高
徳
は
、
後
醍
醐
天
皇
に

最
後
ま
で
従
い
戦
っ
た
武
士
と
し

て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
い
ま
だ

に
実
在
の
人
物
か
架
空
の
人
物
か

議
論
が
分
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
、高
徳
が
軍
記
物
語
で
あ
る『
太

平
記
』
に
し
か
登
場
し
な
い
謎
の

多
い
人
物
だ
か
ら
で
す
。

　

し
か
し
、
鎌
倉
時
代
の
末
期

に
、
児
島
高
徳
の
同
族
あ
る
い

は
親
戚
と
い
わ
れ
る
今い
ま
き木
氏
や

大お
お
ど
み富
氏
が
、
現
在
の
邑
久
町
今

城
地
区
あ
た
り
で
活
動
し
、
領

主
で
あ
る
奈
良
の
東
大
寺
と
敵

対
し
て
い
た
こ
と
が
、

当
時
の
記
録
に
は
っ

き
り
と
残
っ
て
い
ま

す
（
東
大
寺
文
書
）。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
児

島
高
徳
も
瀬
戸
内
市
を

拠
点
に
活
動
し
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
児
島
高
徳
の
供
養
塔

　　

上
寺
山
餘
慶
寺

明み
ょ
う
お
う
い
ん

王
院
は
、
高
徳
の

菩ぼ
だ
い
じ

提
寺
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ

て
お
り
、
昭
和
49
（
１
９
７
４
）

年
、
明
王
院
の
前
に
供
養
塔
が

つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

　
大
相
撲
の
三み
ほ
が
せ
き
く
に
あ
き

保
ヶ
関
國
秋
親

方
が
児
島
高
徳
の
子
孫
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
供
養

塔
の
落
成
に
臨
席
し
、
同
部
屋

の
北
の
湖う
み

関
（
当
時
大
関
。
現

在
北
の
湖
敏
満
親
方
）
が
土
俵

入
り
の
奉
納
を
行
い
ま
し
た
。

　
供
養
塔
は
、『
太
平
記
』
に
登

場
す
る
武
士
た
ち
が
、
か
つ
て

瀬
戸
内
市
周
辺
で
活
躍
し
て
い

た
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。

4広報 せとうち No.1055 2013.8




