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千
里
山
短
信

故
郷
の
い
ま

2 

一
八
回
生

口
羽

竜

住
宅
地
と
し
て
の
千
里
山
の
歴
史
は
、
故
千
里
山
人
が
既
に

初
期
の
会
誌
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
始
ま
り
は

一
九
二
O
年
(
大
正
九
年
)
、
大
阪
住
宅
経
営
株
式
会
社
の
設
立

で
あ
る
。
同
社
は
「
千
里
山
住
宅
地
」
の
名
称
の
も
と
に
宅
地
開

発
を
開
始
、
当
時
の
中
産
階
級
を
対
象
に
土
地
付
建
売
住
宅
と

貸
家
の
営
業
を
始
め
た
。
開
発
に
際
し
て
は
、
英
国
の
田
園
都

市
レ
ツ
チ
ウ
オ

l
ス
の
街
並
み
を
モ
デ
ル
と
し
た
。

住

戸

数

は
一
九
二
二
年
(
大
正
一
一
年
)の一

O
O余
戸
か
ら
順
次
拡
大

し
、
一
九
二
八
年
(
昭
和
三
年
)
に
は
四
O
O戸
以
上
と
な
っ
た
。

同
年
、
こ
の
会
社
は

一
応
の
目
的
を
果
た
し
た
と
し
て
、
京
阪
電

気
鉄
道
の
子
会
社
、
新
京
阪
鉄
道
(
阪
急
京
都
線
の
前
身
)
に
事

業
を
引
き
渡
し
て
解
散
し
た
。
そ
の
い
き
さ
つ
は
第
一
噴
水
の

記
念
碑
に
記
さ
れ
て
い
る
。
創
業
者
の
山
岡
社
長
は
、
こ
の
事

業
は
社
会
的
事
業
で
あ
る
と
し
て
俸
給
は
一
切
受
け
取
ら
ず
、

責
任
を
果
た
し
、
終
始
会
社
の
た
め
社
会
の
た
め
尽
く
さ
れ
た

と
い
わ
れ
る
(
以
上
、
千
里
山
自
治
会
編
『
千
里
山
七

O
年
の

し
て
阪
急
の
ホ
l
ム
を
ま
た
ぐ
こ
線
橋
と
な
る
。
そ
の
先
は

第

一
噴
水
か
ら
来
る
道
に
つ
な
が
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
駅
前

の
踏
切
は
歩
行
者
専
用
と
な
っ
た
。

旧
千
里
山
団
地
の
中
層

住
宅
は
、
高
層
の
分
議
マ
ン
シ
ョ
ン
と
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
に
建

て
替
え
ら
れ
て
街
の
景
観
は

一
変
し
て
い
る
。
都
市
整
備
機

構
は
建
替
え
の
資
金
を
ね
ん
出
す
る
た
め
、
土
地
の

一
部
を
分

譲
マ
ン
シ
ョ
ン
の
業
者
に
売
却
し
た
と
想
像
さ
れ
る
。

一
O
年
前
に
、
住
宅
地
発
足
の
頃
に
建
て
ら
れ
た
住
宅
が
現

在
ど
の
程
度
に
残
っ
て
い
る
か
、
ざ
っ
と
だ
が
調
べ
て
会
誌
に

レ
ポ
ー
ト
を
提
供
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
結
果
は
一
五
戸

程
度
で
、
調
査
漏
れ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
二

O
戸
程
度
し
か
残

っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
た
。
当
時
の
売
り
出
し
広
告
に
は
郊

外
生
活
の
理
想
郷
と
い
う
キ
ャ

ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
使
わ
れ
、
環

境
の
良
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
た
。

住
宅
の
形
態
は
和
風
お

よ
び
洋
風
の
二
種
が
あ
っ
た
。

和
風
住
宅
で
残
っ
て
い
る
の

は
平
屋
で
寄
棟
屋
根
に
日
本
瓦
が
基
本
で
あ
り
、
洋
風
住
宅
で

は
切
妻
屋
根
に
洋
風
瓦
を
基
本
に
様
々
な
デ
ザ
イ
ン
が
見
ら
れ

た
。
当
時
の
設
計
者
は
張
り
切
っ
て
創
意
工
夫
に
励
ん
だ
ら

し
い
こ
と
、
が
見
て
取
れ
た
。
こ
れ
を
昭
和
モ
ダ
ン
と
す
る
と
、

今
な
ら
昭
和
レ
ト
ロ
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
住
宅
も
こ
の

一

あ
ゆ
み
』
か
ら
)
。

千
里
山
住
宅
地
の
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
町
開
き
が
あ
っ
た
の
か

ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
会
社
解
散
を
エ
ポ
ツ
ク
と
し
て
一
九

二
八
年
を
街
開
き
の
年
と
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
う
す
る
と
来
年
二
O
一
八
年
は
千
里
山
の
九

O
周
年
と
な
る
。

そ
の
頃
生
ま
れ
た
方
が
存
命
な
ら
九
O
代
の
高
齢
者
だ
が
、
移

住
し
て
き
た
お
と
な
、
す
な
わ
ち
第

一
世
代
の
住
民
は
す
で
に

世
を
去
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

第

二

世
代
と
な
っ
た
私
は
既
に

八
O
歳
を
過
ぎ
て
い
る
の
で
、

町
を
支
え
て
い
る
の
は
第
三
、
第

四
世
代
の
住
民
が
中
心
と
考
え
ら
れ
る
。

人

が

代
わ
れ
ば
住

処
も
変
わ
る
。

町
も
変
わ
る
。

町
は
生
き
物
で
あ
る
。

千
里
山
の
変
貌
ぶ
り
は
駅
東
の
整
備
事
業
に
集
約
さ
れ
る
。

二
O
O七
年
の
会
誌
に
は
「
千
里
山
駅
周
辺
整
備
事
業
」
の
内
容

が
紹
介
さ
れ
た
が
、
昨
二

O
二
ハ
年
九
月
、

一
O
年
越
し
に
こ
の

事
業
が
完
了
し
た
。

旧
住
都
公
団
の
千
里
山
団
地
も
含
め
て
こ

の
地
区
は
新
し
い
街
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
阪
急
の
改
札
を
出

る
と
そ
の
前
に
あ
っ
た
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
跡
は
交
通
広
場
に
変
わ

り
、
タ
ク
シ
ー
乗
り
場
も
新
設
さ
れ
た
。
そ
こ
か
ら
幅
員
一

一一

1

一
九
米
の
道
路
が
千
二
小
学
校
の
前
ま
で
伸
び
て
い
る
。
広

場
前
の
信
号
を
左
折
す
る
と
道
は
登
り
と
な
り
、
左
に
カ
l
ブ

O
年
の
内
に
半
数
は
姿
を
消
し
た
と
見
ら
れ
る
。

現
在
の
千

里
山
の
街
並
み
は
現
代
の
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
の
住
宅
に
よ
っ
て

作
ら
れ
て
い
る
と
言
え
そ
う
だ
が
、
残
さ
れ
た
擁
壁
や
石
積
み

に
は
辛
う
じ
て
往
時
の
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
。

結
局
、
我
々

の
故
郷
千
里
山
で
今
後
も
昔
の
ま
ま
に
残
さ
れ
る
の
は
千
里
山

神
社
と
千
里
寺
く
ら
い
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

N
H
K
の
朝
ド
ラ
で
は
ヒ
ロ
イ
ン
の
故
郷
は
し
ば
し
ば
農
山

村
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
美
し
く
穏
や
か
な
里
山
の
風
景
は

故
郷
の
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。

日
本
人
な
ら

誰
で
も
知
っ
て
い
る
唱
歌
ふ
る
さ
と
は
、
事
あ
る
ご
と
に
歌
わ

る
こ
と
が
多
い
の
で
第
二
の
国
歌
と
い
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
で

あ
る
。
し
か
し
、
兎
追
い
し
の
句
を
実
感
を
以
て
歌
え
る
人
は

も
う
い
な
い
に
違
い
な
い
。

そ
れ
で
も
千
二
小
学
校
で
は
戦

前
な
ら
実
際
に
兎
狩
り
が
で
き
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。

千
里
山
の
故
郷
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
え
ば
、
昔

は
周
囲
の
農
村
に
な
い
お
酒
落
な
街
並
み
と
そ
れ
を
取
り
巻
く

野
山
と
果
樹
園
で
あ
っ
た
。
高
級
住
宅
地
と
も
言
わ
れ
て

明
確
な
差
別
化
が
あ
っ
た
。
し
か
し
今
は
周
辺
の
都
市
化
の

波
に
埋
没
し
て
吹
田
市
の
住
居
地
域
の
一
区
域
に
過
ぎ
な
い
。

時
の
流
れ
は
い
か
ん
と
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
今
の
千
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里
山
に
生
ま
れ
育
っ
て
も
自
分
の
成
長
と
と
も
に
町
も
変
化
し

て
原
風
景
が
失
わ
れ
て
い
く
な
ら
、
こ
こ
が
故
郷
と
い
う
意
識

は
希
薄
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
都
会
で
生
ま

れ
育
っ
た
者
の
宿
命
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
故
郷
意
識
が
何
に

結
び
つ
く
か
と
言
え
ば
、
実
在
の
町
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
同
郷

で
か
か
わ
り
の
あ
っ
た
家
族
や
同
級
生
や
友
人
た
ち
と
の
粋
で

あ
り
、
い
か
に
い
ま
す
父
母
、
つ
つ
が
な
き
ゃ
友
が
き
、
と
歌
わ

れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
千
里
山
会
の
存
続
理
由
も
そ
ん
な
と

こ
ろ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

我
わ
れ
が
他
に
で
き
る
こ
と
と
し

て
は
千
里
山
の
歴
史
を
あ
と
の
世
代
に
伝
え
る
以
外
に
何
が
あ

る
だ
ろ
う
か
。

紙
面
に
余
裕
が
あ
る
の
で
、
本
題
に
直
接
の
か
か
わ
り
は
な

い
が
、

二
O
二

年
の
会
誌
に
書
い
た
千
里
線
便
り
の
そ
の
後

を
お
伝
え
す
る
。
通
勤
に
通
学
に
誰
も
が
通
っ
た
淡
路
駅
の

東
側
一
帯
で
は
大
阪
市
の
区
画
整
理
事
業
が
行
わ
れ
、
こ
の
部

分
は
ほ
ぼ
完
了
し
て
新
し
い
ビ
ル
も
建
ち
始
め
て
い
る
。

こ
の
事
業
に
関
連
し
て
現
在
平
面
で
交
差
し
て
い
る
千
里
線
と

京
都
線
は
立
体
交
差
(
三
階
お
よ
び
四
階
)
と
な
り
、
現
在
は
駅

で
分
断
さ
れ
て
い
る
東
側
と
西
側
は
公
共
通
路
で
つ
な
が
る
。

関
連
工
事
と
し
て
下
新
庄
、
砦
島
、
崇
禅
寺
の
各
駅
も
高
架
と
な

る
。
工
事
は
二

O
O八
年
、
施
工
可
能
な
場
所
か
ら
着
手
さ
れ

た
。
当
初
の
予
定
で
は
高
架
切
替
え
は
一
一

O
一
八
年
と
さ
れ

た
が
、
そ
の
後
工
期
は
七
年
延
長
さ
れ
、
高
架
切
替
え
は
二

O
二

五
年
と
な
っ
た
。
聞
く
と
こ
ろ
で
は
用
地
買
収
の
難
航
が
原

因
ら
し
い
。

工
事
の
進
行
は
緩
や
か
だ
が
、
本
線
路
の
い
た
る

と
こ
ろ
で
工
事
の
た
め
の
仮
線
が
供
用
さ
れ
て
い
る
。
千
里

線
の
神
崎
川
橋
梁
の
下
り
線
(
大
阪
方
面
行
き
)
は
既
に
仮
線
と

な
っ
て
い
る
。

千
里
山
の
西
の
玄
関
口
、
緑
地
公
園
駅
を
通
る
北
急
の
終
点

は
一
九
七

O
年
の
開
通
以
来
千
里
中
央
で
あ
っ
た
が
、
昨
年
箕

面
延
伸
が
決
ま
り
す
で
に
着
工
さ
れ
て
い
る
。
完
成
は
二

O

一
二
年
で
あ
る
が
こ
の
延
伸
は
箕
面
市
長
年
の
悲
願
だ
っ
た
。

終
点
と
な
る
箕
面
市
萱
野
地
区
に
は
国
道
一
七
一
号
が
東
西
に

走
り
、
既
に
大
規
模
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
の
で
、
鉄

道
開
通
と
と
も
に
こ
こ
は
千
里
中
央
に
次
ぐ
北
摂
の
都
心
に
発

展
す
る
と
思
わ
れ
る
。

1.旧文化踏切(現在車両通行禁止)手前より横断跨線橋を望む

2.駅側から広場を見る
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5. とこを上がる!::跨線橋 3 右折して跨線橋へ向かう。奥の三角屋根は上り線側西口駅ピノレ

6 駅前広場の広々とした通路、中央奥に東口改札、右側はオアシス 4. この奥逢か先に千二小学校


