
は
じ
め
に

「
ご
ん
、
お
ま
え
だ
っ

た
の
か
。
い
つ
も
、
く

り
を
く
れ
た
の
は
。」

と
い
う
兵
十

ひ
ょ
う
じ
ゅ
う

の
言
葉
と

と
も
に
、
銃
の
筒
口
か

ら
細
く
立
ち
の
ぼ
る
ひ

と
筋
の
青
い
煙
、
こ
の
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
の
ラ
ス
ト

シ
ー
ン
は
、
こ
れ
ま
で
ど
れ
だ
け
多
く
の
読
者
に
深

い
感
銘
を
与
え
て
き
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

新に
い

美み

南
吉
な
ん
き
ち

が
こ
の
代
表
作
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
を
書

い
た
の
は
、
十
八
歳
の
時
で
し
た
。
こ
れ
が
、
昭
和

三
十
一
年
か
ら
教
科
書
に
採
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
以
後
五
十
年
を
越
え
、
今
も
日
本
じ
ゅ
う
の

子
ど
も
た
ち
に
読
み
継
が
れ
て
い
ま
す
。

新
美
南
吉
記
念
館
は
、
こ
の
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
の

舞
台
と
な
っ
た
土
地
に
、
南
吉
の
生
誕
八
十
年
を
記

念
し
、
一
九
九
四
年
、
半
田
市
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ

ま
し
た
。
屋
根
に
芝
が
植
え
ら
れ
、
五
つ
の
棟
が
波

打
ち
な
が
ら
地
下
へ
も
ぐ
り
込
む
よ
う
に
造
ら
れ
た

半
地
下
式
の
記

念
館
は
、
そ
の

ユ
ニ
ー
ク
な
造

形
で
来
館
さ
れ

る
み
な
さ
ん
の

目
を
楽
し
ま
せ

て
い
ま
す
。

今
回
は
こ
の

記
念
館
を
中
心

に
、
南
吉
が
子

ど
も
の
こ
ろ
か

ら
慣
れ
親
し
ん

だ
ゆ
か
り
の
場
所
を
、
彼
の
書
き
残
し
た
主
要
な
作

品
と
と
も
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

新
美
南
吉
記
念
館（
名
鉄
半
田
口
駅
か
ら
一
、二
〇
〇
ｍ
）

記
念
館
の
展
示
室
で
は
、
南
吉
の
小
学
生
の
こ
ろ

か
ら
半
田
中
学
時
代
、
東
京
外
国
語
学
校
時
代
、
そ

し
て
晩
年
の
安あ
ん

城じ
ょ
う

高
等
女
学
校
時
代
と
、
南
吉
が
そ

の
時
々
に
書
き
残
し
た
自
筆
原
稿
・
日
記
・
書
簡
な

ど
と
と
も
に
、
そ
の
生
涯
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
南
吉
の
蔵
書
な
ど
も
含
め
た
約
一
万
冊
を
収

蔵
す
る
図
書
閲
覧
室
、
ビ
デ
オ
シ
ア
タ
ー
や
視
聴
覚

コ
ー
ナ
ー
な
ど
に
よ
り
、
南
吉
と
そ
の
文
学
を
多
面

的
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

岩
滑
小
学
校
（
記
念
館
か
ら
四
五
〇
ｍ
）

南
吉
の
母
校
で
あ

り
、
半
田
中
学
を
卒

業
し
た
年
に
一
学
期

だ
け
代
用
教
員
と
し

て
勤
め
た
学
校
で
も

あ
り
ま
す
。
校
内
に

は
権ご

ん

狐ぎ
つ
ね

碑
や
落
葉
詩

碑
と
、
詩
に
ち
な
ん

だ
烏う

臼き
ゅ
う

（
ナ
ン
キ
ン

ハ
ゼ
）
の
大
木
な
ど

が
見
ら
れ
ま
す
。『
嘘う
そ

』『
貧
乏
な
少
年
の
話
』『
屁へ

』

な
ど
と
い
っ
た
作
品
に
登
場
し
ま
す
。

光
蓮
寺
（
小
学
校
か
ら
三
〇
〇
ｍ
）

南
吉
は
、
子
ど
も
の
こ
ろ
、
こ
の
寺
の
住
職
か
ら

お
経
を
習
い
、
東
京
外
国
語
学
校
を
受
験
す
る
際
に

『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
の
ふ
る
さ
と
半は

ん

田だ

よ
り

新
美
南
吉
記
念
館
館
長

矢や

口ぐ
ち

榮
さ
か
え

文学教材の舞台

矢勝川�

新美南吉記念館�

名
�鉄
�河
�和
�線
�

名
�鉄
�河
�和
�線
�

渥美湾�
知�
　�多�
　�　�湾�

岩滑小学校�

100万本の彼岸花�

半田�口駅�岩滑小学校�
生家�

八幡社�
常福院�

100万本の彼岸花�

愛知県半田市�

半田�口駅�

愛知県半田市�

生家�

八幡社�
光蓮寺�

常福院�

光蓮寺�

は
ん
だ
ぐ
ち

や
な
べ

こ
う
れ
ん
じ

品
の
舞
台
と
な
っ
て
い
ま
す
。

八
幡
社
（
生
家
、
常
夜
灯
か
ら
一
五
〇
ｍ
）

南
吉
は
、
朝
夕
、
弟
の

益
吉

ま
す
き
ち

と
こ
の
神
社
の
境
内

を
通
っ
て
は
、
生
家
と
常じ
ょ
う

福
院
ふ
く
い
ん

の
前
に
あ
っ
た
は
な

れ
の
家
と
を
行
き
来
し
て

い
ま
し
た
。

『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
の
草

稿
は
、
こ
の
神
社
の
境
内

に
あ
っ
た
若
衆
倉
の
前

で
、
茂も

助す
け

と
い
う
お
爺
さ
ん
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て

創
作
さ
れ
て
い
ま
す
。『
狐
』
は
、
こ
の
八
幡
社
の

春
の
夜
祭
り
を
、
隣
村
の
七
人
の
子
ど
も
た
ち
が

喜
々
と
し
て
見
物
に
来
る
話
で
す
。『
久

き
ゅ
う

助す
け

君
の
話
』

『
疣い
ぼ

』
な
ど
に
も
登
場
し
ま
す
。

常
福
院
（
八
幡
社
か
ら
五
〇
ｍ
）

岩
滑
城
主
で
あ
っ
た
中な
か

山
勝
時

や
ま
か
つ
と
き

の
菩
提
寺
と
し

て
、
十
六
世
紀
中
ご
ろ
に

建
立
さ
れ
た
寺
で
す
。
戦

前
は
境
内
で
盆
踊
り
が
行

わ
れ
、
南
吉
も
よ
く
踊
っ

て
い
ま
し
た
。『
ひ
よ
り

げ
た
』『
久
助
君
の
話
』

『
塀
』
な
ど
に
登
場
し
ま

す
。

矢
勝
川
（
常
福
院
か
ら
三
〇
〇
ｍ
）

常
福
院
の
北
側
を
流
れ
る

川
で
す
。
背
戸
せ

ど

川が
わ

と
も
呼
ば

れ
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
の
兵
十

が
う
な
ぎ
を
と
っ
て
い
た
川

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
秋
に
な

る
と
、
百
万
本
を
超
す
彼
岸

花
が
川
沿
い
に
咲
き
誇
り
ま

す
。
ご
ん
ぎ
つ
ね
の
名
前
の

元
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
権
現
山

ご
ん
げ
ん
や
ま

を
間
近
に
見
な
が
ら
、
川
の
堤
を
一
、一
〇
〇
ｍ
ほ

ど
散
策
す
る
と
、
ご
ん
の
橋
を
経
て
、
ま
た
記
念
館

へ
着
き
ま
す
。

お
わ
り
に

以
上
、
半
田
市
内
に
は
南
吉
が
子
ど
も
の
こ
ろ
か

ら
慣
れ
親
し
ん
だ
場
所
の
ほ
か
に
、
養
家
（
南
吉
が

八
歳
の
時
養
子
に
出
さ
れ
た
実
母
り
ゑ
の
実
家
）、

半
田
高
校
（
旧
制
半
田
中
学
。
日
記
碑
、
少
年
と
狐

の
像
あ
り
）、
雁
宿

か
り
や
ど

公
園
（
詩
、
貝
殻
碑
あ
り
）、
半

田
池
（『
お
じ
い
さ
ん
の
ラ
ン
プ
』
の

舞
台
）、
南
吉
の
墓
な
ど
が
あ
り
、
希

望
に
合
わ
せ
て
時
間
と
場
所
を
ア
レ

ン
ジ
し
、
文
学
散
歩
を
楽
し
む
こ
と

が
で
き
ま
す
。
記
念
館
へ
の
み
な
さ

ま
の
ご
来
館
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

新
美
南
吉
記
念
館
（http://w

w
w
.

nankichi.gr.jp

）

や
か
ち
が
わ

は
英
語
の
書
き
取
り
を
見
て

も
ら
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
亡
く
な
っ
た
時
に
は
、

釈し
ゃ
く

文ぶ
ん

成じ
ょ
う

と
い
う
戒
名
ま
で
つ

け
て
も
ら
う
な
ど
、
光
蓮
寺

は
南
吉
に
と
っ
て
、
子
ど
も

の
こ
ろ
か
ら
亡
く
な
る
ま
で

大
変
縁
の
深
い
寺
で
し
た
。

『
ご
ん
ご
ろ
鐘
』『
百
姓し

ょ
う

の
足
、
坊
さ
ん
の
足
』
に
登

場
し
ま
す
。

生
家
と
常
夜
灯
（
光
蓮
寺
か
ら
四
〇
〇
ｍ
）

南
吉
の
生
家
の
前
に
は
、
一
八
〇
八
年
建
立
の
常

夜
灯
が
あ
り
、
生
家
の
よ
い
目
印
に
な
っ
て
い
ま
す
。

生
家
は
、
向
か
っ
て
右
側
に
父
多た

蔵ぞ
う

が
営
ん
で
い

た
畳
屋
跡
が
、
左
側
に
は
継
母
志し

ん
が
営
ん
で
い
た

下
駄
屋
の
跡
が
今
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
奥
に
入
る

と
、
斜
面
を
利
用
し
て
作
ら
れ
た
、
地
下
室
を
思
わ

せ
る
勝
手
場
に
下
り
て
い
け
る
よ
う
な
お
も
し
ろ
い

造
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。

音
声
に
よ
る
案
内
も
あ

り
、
生
前
の
南
吉
を
し

の
び
な
が
ら
自
由
に
見

学
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。『
狐き

つ
ね

』『
雀す
ず
め

』『
帰
郷
』

『
花
を
埋
め
る
』『
音
ち

ゃ
ん
は
豆
を
煮
て
い
た
』

な
ど
、
た
く
さ
ん
の
作

は
ち
ま
ん
し
ゃ

http://www.nankichi.gr.jp/
http://www.handa-kankou.com/news_wss20/news.php?ACTLST=list&DCILST=dc-03-00&CODLST=ifca-02-00
http://dashimatsuri.jp/kankoukyoukai/miru/nankichiseika/index.shtml
http://dashimatsuri.jp/kankoukyoukai/miru/yakachigawazoi/index.shtml
http://dashimatsuri.jp/kankoukyoukai/miru/nankichiyouke/index.shtml
http://dashimatsuri.jp/kankoukyoukai/miru/kariyadokouen/index.shtml

