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さあ／ 一徐に楽しい生活を 新
た
な
構
言
で

公
民
館
言
動
展
麟

新
役
且
の
陣
容
決
心

こ
の
七
月
で

各
部
長
、
副
部

長
の
任
期
が
終

る
の
で
、
こ
れ

を
熾
会
に
各
方

邦
訳
長
並
び
に

本
川
長
の
改
選

を
し
与
力
が
よ

い
と
さ
れ
て
七

月
十
六
日
の
本
館
運
営

審
議
委

員
会
を
最
後
に
各
役
員

が
決
定

致
し
ま
し
た
こ

公
民
舘
は

皆
様
の
も

の
公
民
館
活
動

の
鉛
つ
か
し
こ

は
其
体
的
に
物

が
現
れ
て
来
な

い
と
こ
ろ
に
あ

る
の
で
、
前
役

員
の
方
々
は
こ

の
国
見
町
の
背

様
二
如
何
に
し

た
ら
心
豊
か
な
生
活
、
ゆ
と
り
の
あ

ろ
生
活
、
合

尺
丱

こ
擧
賍
等
々
二

関

し
、
賎
に
ス
ーフ
ィ

ド
を
使
い
、

他

か
ら
先
生
か
払
い
匸
お
話
し
を

し
た
り
し
て
皆
様

と
共
に
歩
ん
で

柬
ま
し
心
丁

て
し
て
そ
の
効
果
も

着

々
と
あ
ら
Ｄ
れ
て
圉
ま
し
た
の

で
す
。
併
し
そ
れ
に
公
民
白
豆
勁

の
理
想
ヤ

プ
ヤ

ヘ
ば
ま
九
ほ
ど
遠

卜
事
な
の
で
す

。
町
民
の
皆
縲
も

と
し
／
＼
心
接
生
活
に
関
係
あ
る

各
部

に
巡
絡
し
て
新
し

卜
各
部
長

と
共

に
心
豊
か
壮
生
怙
を
致
し
ま

ぜ
う
。
公
民
川
恬
動
は
当
事
者
の

も
の
で
は
な
く
皆
様
の
も
の
な
の

で
す
。新

舘

長

国
見
町
公
民
館
長
　

佐
茴
善
次
郎

小
　

坂
公
民
館
長
　

佐
茴
善
次
郎

茴
　

田

り
　
　
　
　

蒜
山
　

亮
心

森
江
野
ワ
　
　
　
　

後
ぼ
　

万
七

大
木
戸
り
　
　
　
　

高
橋
　

市
郎

大
　

枝
り
　
　
　
　

覬

尸
　
伝
洽

部
長
副
部
長

教
育
部
長
　
　
　

竹
野
　

七
郎

副
に
　
　
　
　
　

松
浦
　

隆
夫

産
業
部
長
　
　
　

後
脳
　
　

肋

副
り
　
　
　
　
　

高
橋
　

伊
蔵

社
会
．厚
生
部
長
　

奥
山
　

し
ま

副
り
　
　
　
　
　

佐
久
間

卜
ち

体
育
部
長
　
　
　

佐
茴
　

元
一

副

ぴ
　
　
　
　
　

拮
禎
　
　

正

広
報
部
長
　
　
　

東
海
林
忠
一

副

ぴ
　
　
　
　
　

佐
久
問
幸
雄

図
書
部
長
　
　
　

後
藤
　

侑
帽

副
々
　
　
　
　
　

紺
野
　

千
歳

視
聴
覚
部

長
　
　

牧
野
　

武
夫

副

り
　
　
　
　
　

手

巾
　
倍
謳

よ
り
身
近
な
屯
の
に

今
般
再

び
国
見
町
公
民
ぬ
長
の
委

嘱
を
受
け
た

。
示
業
時
代
と
も

卜

う

づ
ざ
岫
去
ニ
ケ
年
を
顧
み
て
、

帽
に
内
心
俳
怩
卜
り
ざ
る
を
得
な

卜
）
囗（
管
私
心
を
去
つ
て
ご
公
民

舘
本
米
の
使
命
言

成
に
精
進
し
た

卜
と
自
註
す
る
の
人
で
あ
る
。

二
公
長
鯨
の
行
剴
半
径
よ
約
二
回

三

戸
つ
れ
て
い
る
。
本
公
民
舘
の

地
ぺ
に
大
き
に
失
す
る
憾
に
な

卜

で
も
な
卜
が
、
一
冐
円
ヶ
村
が
合

併
し
て
国
見
町
七
形

圈
す
る
か
ら

に
は
、
町
内
今
区

覬
を
・
亢

と
匸

た
公
民
舘
の
存
在
価
値

ぼ
決
し
て

飫
レ
七

の
で
は
な
い
。。
し
か
も
一

町
言
介

に
大
き
廠
役
割
か
有
す
る

町
公
民
剔
江
辿

絡
協
議
会
的
存
在

よ
り
、
行
し
ろ
高
く
評
価
さ
る

べ

き
で
あ
ろ
う
『
』

公

紀
舘
の
饑
能
は
そ
の
圸
域
住
民

に
対
し
ブ
で
の
告
示
文
化
の
向
上

を
図

る
た
め
の
生
活
課
題
、
地
域

課
題
と
直
結
し
た
様
々
な
社
会
教

育
活
濕
の
機
会
と
塲
を
提
供
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
単
な
る
観
念
的
公

民
舘
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
と
思

う
こ
最
近
町

内
有
力
者
の
閣
に
、

大
公
民
館
蝗
設
の
話
を
聴
く
の・
に

伽

に
匹
げ
し
い
限
り
で
あ
る

ご
て

の
実
現
の
一
日
心
早
が
ら
ん
こ
と

を
念
願
す
る
も
の
で
あ
る
士

て
且

に
つ
け
下

当
で
の
圉
に
当
る
も
Ｘ

の
一
人
と
し
て
責
任
の
一
川
重
大

さ
乍
帰
感
す
る
も
の
で
あ
る
。

ヂ
ュ
ー
エ
の
高
弟

カ
ウ
ソ
ツ
は
「

教
育
と
は
（
桂
会
教
育
を
火
打
）

福
祉
社
会
の
涓
造
に
お
り
」
と
叫

破
し
て
い
る
。
正
に
公
足
枷
巡
動

そ
の
も
の
ズ
バ
リ
で
あ
る
く
片
々

は
韵
新
た
住
み
よ

卜
郷
土
の
蝗
設

に
萍
身
の
努
力
を
蝉
け
る
と
共
に

そ
れ
を
阻

む
も
の
・

排
除

に
、
勇

気
を
齟
ふ
事
に
力
を
桝
し
ん
で
は

な
ら
ぬ
と
思
う
。
　
　

（
鯨
長
）

公
僕
と
し
て
の
議
員

町
村
合
併

に
よ
る
新
し
い
議

会
宍

耳
が
、
延
長
謳
会
の
八
十

六
名
か
ら
二
十
六
名
に
な
っ
て

一
年
半
を
経
過
し
た
今
日
ブ
ヤ

の
足
跡
を
反
省
し
て
み

る
の
も

お
互
に
必
要
で
あ
り
、
且
つ
有

広
義
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

議
員
は
住
民
の
代
夭
者
で
あ

っ
て
代
理
者
で
は
な
い
と
い
う

自
覚
に
徹
レ

政
叶
れ
ば
な
ら
な

い
。
議
員
の
発
言
と
行
動
は
一

万
五
千
町
民
大
多
数
の
并
陽
と

諒
解
を
得

る
も
の
で
あ
り
、
叉

大
衆
の
負
託
に
応
え

る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
我

々

に
希
望
し
、
命
令
す
る
も
の
お

り
と
す
れ
ば
そ
れ
は
一
万
五
千

の
町
民
で
あ
っ
て
、
決
し
て
特

殊
な
個
人
や
縁
故
者
で
あ
っ
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
Ｘ
に
公
僕

と
し
て
の
議
員
の
良
識
の
間
題

か
お

る
と
思
わ
れ
ま
す
。

議
員
の
代
表
者
と
し
て
の
資

格

は
、
直
接

住
民
の
選
挙
に
よ

つ
て
得
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

点
執
行
者
と
し
て
の
町
長
の
立

抖
と
同

じ
で
あ
り
ま
す
。
従
っ

て
議
会

と
町
長
と
は
相
侵
し
て

は
な
ら
な
い
尊
哉

的
関
係
に
お

り
、
互
に
抑
制
し
、
均
衡
し
、

切
磋
琢
磨

し
、
採
長
補
短
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
独
善
、

横
暴
、
頑
迷
、
偏
見
、
不
勉
強

な

ど
の
「
悪
」
を
排
除
し
、
議

会
と
い
う
「
塲
」
に
お
い
て
莫

に
町
民
の
福
祉
と
地
域
社
会

の

径
済
開
発
と
い
う
こ
と
を
念
頤

に
お
レ
て
発
言
し
、
行
動

さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
各
種
常
任

委
員
会
の
在
り
方
も
同
様
で
あ

り
ま
す
。
こ
の
観
点
に
立
っ
て

議
会

は
、
一
面

に
お
い
て
峻
威

に
批
判
す
る
と
共
に
他
面
に
お

い
て
ご
容
の
精
神
を
も
っ
て
相

手
の
議
論
に
耳
を
傾
け
る
雅
量

が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に

こ
そ
中
道
円
満
に
し
て
し
か
も

進
歩
的
な
議
会
の
使
命
達
成
の

道
が
あ
る
と
信
し
ま
す
。

議
会
の
品
位
を
高
め
っ
Ｘ
そ

の
機
能
を
発
揮
し
、
も
っ
て
町

民
の
与
望
に
応
え

る
べ
く
日
夜

精
進
努
力
し
て
居
り
ま
す

が
、

千
里
の
道
未
だ
半

ば
に
も
達
し

ま
せ
ん
。
希
く
は
町
民
各
位
も

議
員
の
公
僕
と
し
て
の
戟
分
達

成
に
協
力
鞭
他

の
労
を
と
ら
れ

共
々
に
郷
土
発
展
の
た
め
お
進

み
あ
ら
ん
こ
と
を
。

（

議
長
）

言
工
万

百

小
坂
小
体
育
舘

卜
が
町
の
慥
殷

三
ヶ
年
計
画
の

一
つ
小
坂
小
学
校
屋
内
体
操
場
新

築
工
事
は
、
昨
年
末
福
江
市
管
野

叫
小
工
費
八
八
万
円

Ｔ
大
杢

尸
中

体
僅
塲
共
）
で
靖
負

卜
同
時
着
工

し
て

い
た
が
二
の
纈
屈
戍
、
去
る

八
月
二
十
八
・
九
日
Ｏ
二
日
問
に

ヤ
に
っ
て
盛
大
九
祝
貿
行
事
を
行

っ

て
寫
び
を
い

が
ち
睦
っ

た
。

こ
の
工
事
が
遅
れ
た

ご
と
に
い
ろ

卜
ろ
原
因
は
あ
ろ
う
．か
、
ど
う
せ

造
る
な
ら
百
年
の
大
計
を
と
工
事

委
員
、
学
校
職
員
が
四
方
八
方

に
飛

び
他
皎
建
物
の
長
所
短
所

を
つ
ぶ
さ
に
視
察
し
て
研
究
を

重
ね
て
造
作
設
計
を
し
た
こ
と

に
殼
大
の
原
囚
か
あ
っ
た
、

然
し
こ
の
努
力
は
今
実
り
、

そ
っ
の
無
卜
建
築
と
し
て
落
成

研
究
の
跡
が
各
所
に
見
受
ら
れ

る
Ｏ位

置
は
現
在
の
校
舎
の
す
ぐ

擺

則
に
奥
行
き
十
四
聞
間
口
八

聞
（
百
十
二
坪
）
に
諱
て
ら
れ

屋

根
は
ト
タ
ン
葺
き
木
造
モ
ル

タ
ル
仕
上
げ
、
内
部
の
壁
は
㈲

が
る
レ
テ
ッ

ク
ス
張

り
照
明
設

備

は
二
百
ワ
ッ
ト
電
祚
十
五
ヶ

を
取
付
け
、
一
方
位
呈
設
備
も

完

全
に
出
来
て
匸

气

附
属
妣

物

の
☆
楽
玉
は
四
間
に
六
問
（

二
十
四
坪

）
で
二
力

が
企
郎

ガ

ラ
ス
窓
で
採
光
充
分
、
正
刈
に

は
凹
面
の
壁

に
幽
面
の
黒
板
か

掛
け
て

卜
る
が
、
こ
の
川
而
黒

板

は
現
在
ま
で
県
内
で
福
島
聖

毋

学
院
に
の
み
あ
っ
た
と
云
う

も
の
で
大
き
な
自
慢

の
種
で
あ

る
．
天
井
の
防
音
設
備
心
完
企
で

竹
筒
教
育
を
音
楽
に
求
め
て
努
力

し
て
卜
る
鈴
木
皎
長
の
喜
び
は
大

き
い
．、
こ
う
し
て
遅
れ
た
り
と
は

云
え
近
代
感
覚
充
分
に
、
加
え
て

至
ト

リ
尺
せ
り
の
内
容
を
完
備
し

た
体
雌
塲
．が
建
て
ら
抂
た
為
か
現

皎
告
か
俄
か
に
占
く
見
え
る
の
も

止
む
意
得
な
い
。
婦
人
会
で
ス
テ

ー
ジ
用
各
種
幕

、
地
区
協
賛
会
で

は
暗
幕
一
切
、
請
負
者
管
野
組
で

は
ス
テ
ー
ジ
用
テ

ー
ブ
ル
を
そ
れ

ぞ
れ
寄
贈
し
た
。
体
操
場
正
面
の

壁
に
は
こ
の
程
募
集
し
て
制
定
さ

れ
た
校
章
加
え
が
か
れ
て
あ
り
、

新
し
い
校
章
の
も
と
新
し
い
体
操

場
で
、
ま
た
は
音
楽
室
で
よ
り
よ

い
教
育
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
を

期
待
出
来
る
。

青
年
団
活
動
を

私
は
こ
う
考
え
る

去
る
七
月
、
三
日
間
に
亘
り
二

本

松
町
岳
温
泉
に
於
て
開
催
さ
れ

ま
し
た
県
教
育
委
員
会
、
県
連
合

青
年
会
主
催
の
「
青
年
団
体
指
導

者
講
習
会
」
に
参
加
し
て
来
宮
し

た
が
、
誌
習
会
を
㈲
み
、
青
年
団

の
活
動
に
つ
い
て
考
え
て
見
度
い

と
思
い
ま
す
。

最
近
「

青
年
団
は
行
き
拮
っ
だ
」

と
か

星
月
年
活
動
と
家
業
と
は
両

立
し
な
い
」
と
云
っ
た
事
を
し
ば

し

ば
耳
に
し
ま
す
が
、
そ
の
多
く

に
徂
抑
顫
、
運
営
面

に
於
て
あ
ま

た
前
世
期
の
若
者
的
星
団
の
感
覚

か
ら
脱
皮
レ

ぎ
れ
な
い
で
い
る
事

と
、
理
想
追
求
の
意
欲
を
持
ち
乍

も
地
域
社
会
の
封
建
的
な
帽
怛
や

価
値
判
断

に
支
配
さ
れ
て
、
新
し

い
青
千
圈
の
恬
動
を
自
ら
阻

ん
で

い

る
も
の
と
思
い
ま
す
。

次
代
を
背
負
こ

右
人
の
集
り
で

あ
る
行
年
団
が
、
い
つ
ま
で

も
こ

ん
な
粢
を
続
け
て
い
る
限
り
私
違

青
年
の
真
の
欲
求
や
興
味
を
謌
た

す
事
貼
出
来
な
い
ば
か
り
か
、
そ

の
存
在
価
値
さ
え
失
わ
れ
て
し
ま

う
様
々
事
に
も
な
り
ま
し
よ
大
（

行
年
園
ぱ
、
青
年
の
自
発

的
な

必
要
に
基
い
て
造
ら
牡
た
自
主
的

な
団

体
で
あ
り
、
そ
の
活
動
は
私

達
青
年
の
必
要

と
興
味
、
地
域

の

実
情
に
即
し
て
行
わ
れ
る
の
は
当

然
で
す
が
、
生
活
と
生
産
に
直
結

し
た
課
題
を
み
ん
な
で
研
究
し
、

研
究
し
た
事
を
み
ん
な
で
実
践
し

て
ゆ
く
。
こ
う
し
た
実
践
的
学
習

活
動
を
通
じ
て
鉛
互
の
人
樞
氷

筒

め
、
生
活
を
豊
か
に
す
る
と
共
に

よ
り
良
い
地
蔵
仕
合

罵

服
べ
し
丁
‘

ゆ
く
と
こ
ろ
に
其
の
本
質
が
あ
り

従
来
の
旅
次
単

な
る
行

子
本
立
の

行
き
方
は
十
分

心
友
癢
し
た
け
れ

ば
な
ら
ぬ
と
居

卜
ま
す

。

泌
越
に
も
青
年
団
を
よ
々
毋

る

所
以
は
、
も
う
一
変
し
っ
く
り
退

去
現
在
の
活
動
童
ユ
省
し
て
、
一

般
の
方
々
に
青
年
団
を
正
し
く
班

解
し
て
戟
き
度
卜
か
ら
で
あ
り
ま

す
。
　
　
　

（

小
坂
古
若
林
）

Ｊ
子

供

会

七
月
十
八
・
九
の
両
日
、
榴
仙

大
学
々
茴
学
部
の
県
童
文
化
研
究

会
の
巡
回
子
供
会
が
町
内
各
小
学

汝
を
会
場
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。

二
戸
（

名
竃
つ
小
坂
を
皮
切
り

に

諮
田
・
大
木
戸
・
森
江
野
・
大
枝

の
各
小
学
校
で
、
絵
話
ｙ
ヘ
ー
プ

サ
ー
ド

ー
指
人
形
・
遊
戯
ニ

ダ
ン

ス
等
で
子
供
た
ち
を
よ
ろ
こ

ば
し

た
。こ

の
児
童
文
化
研
究
会

は
、
福

島
大
学
々
生
の
グ
ル
ー
プ
で
会
員

百
二
十
余
名

、
学
習
の
余
暇
を
利

用
し
て
児
童
向
の
音
楽
・
舞
踊
・

童
話
・
人
形

劇
・
児
童
刮
等
を
研

究
し
、
毎
年
夏
休
に
は
文
化
に
恵

ま
れ
な
い
地
方
を
巡
回
し
て
地
域

の
児
童
文
化
活
動
を
芽
生
え
さ
せ

育
成
し
、
更
に
地
域
社
会
の
人
々

の
児
童
文
化
へ
の
関
心
を
高
め
ん

と
努
力
し
て
い
る
。

ホリ|ドデル撒布

効
果
の
あ
つ
た

共

㈲

作
業

ホ
リ
ド
ー
ル
は
水

稲
二
化
め
い
虫
の
特

効
薬
で
あ
る
が
、
同

時

に
七
の
浸
透
性
あ

る
毒
性
は
保
健
衛
生

上
十
分
な
注
意
を
必

荀
と
す
る
の
で
こ
れ

の
使
用

に
当
つ
て
ぱ

法
律
上
技
術
指
導
員

寸
だ
。

一
方
大
木
戸
防
除
班
は
七
月
八
日

九
日
の
二
日
間
に
亘
っ
て
行
わ
れ

た
。○

集
会
の
時
間
を

ま
も
り
ま
し
よ
う

立
合
の
下
に
共
同
防
除
を
行
い
、

大
の
命
に
あ
や
ま
ち・
等
を
起
さ
な

卜
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

し
か
し
共
同
作
業
は
だ
か
／
＼

效
か
し
く
必
ず
し
も
完
全
に
は
行

な
わ
れ
て
は
い
な

卜
よ
う
卜
で

こ

の
ヤ
つ
か
し
い
共
同
防
除
を
実
際

に
は
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
て
い

る
か
絹
江
野
の
前
ぼ
方
面
を
参
港

に
の
ぞ
卜
て
見
よ
う
。

七
月
二
十
一
日

ニ

ー十
二
日
の

両
日
部
落
四
十
し
戸
総
出
で
防
除

班
所
有
や
伊
二

地
方
防
除
所
々
有

の
動
力
瞳
祐
げ
三
台
と
手
動
愉
霜

譏

二

口
を
動
員
し
て
エ
ン
チ

ン
の

音
七
軽
々
か
に
防
除
班
長
指
導

の

下
に
一
斉
に
二
十
二
町
四
辻
岡
凧

の
防
除
を
実
施
し
ｙ
≒

毋
の
繻
乗

捻
経
費
　
　
　

万
一
、
三
じ
○
円

薬
剤
費
　

ホ
リ
ド
ー
ル
六
五
本

二
〇

、
八
○
入
再

人
汗
費
　

延
个
立
入
で
一
人

二
目

三
〇
〇
円
支
払
い

二
五
、
百
〇
匸
円

敲
共
川
料
　

動
峨
一
台
三
〇
〇
円

延
六
台
　
　
　

二

八
〇
〇
円

リ
ヤ
カ
ー
捐
料
　

延

二
「
台

九
八
〇
円

食
　

費
　

パ
ン

ー
七
〇
ケ

ー
、
九

云
」
円

そ
の
他
燃
料
毀
、
薬
剤
竹
川
料

等
淤
誹
毀
七
六
〇
円
と
た
っ
て

卜

る
Ｃこ

の
経
費
か
防
除
面
積
に
応
じ

て
良
家
が
負
担
す
る
と
ズ
当
二
二

九
円
の
倒
で
琿
し
卜
共
同
防
除
の

実
績

を
上
げ
る
こ
と
が
出
来
た
わ

○
よ
い
と
田
ご
っ
た

こ
と
か
ら

実
行
し
ま
し
よ
う

こ
の
二
化
抑
虫
は
一
化
川
と
二

化

翔
と
あ
る
が
、
一
化
川
は
発
瘢

期
聞
か
長
い
の
で
産
卵
及
び
幼
虫

の
食
入
に
曲
代
の
後
半
か
ら
本
田

移

鵑
後
三
～
四
遐
㈹
に
及
ぶ
の
が

廿
通
で
あ
る
。
し
か
し

ホ
リ
ド
ー

ル
の
出
現
と
且
家
の
た
ゆ
ま
ざ
る

努
力

に
よ
り
年

々
心
収
石
竹
か
膕

少

し
て

い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き

で
あ
る
。。

収入の一割はぜひ貯蓄しましよう

伊 達 中 央 信 用 金 庫

国　　 見　　 支　　 店
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話
合
う
よ
ろ
こ
び

農
村
青
年
と
都
市
学
生
の
交
歓
座
談
会(座　 談　会　 風　 景)

先
般
「
福
島
民
報
・
毎
日
新
聞
」

の
二
社
が
共
同
企
画
、
開
催
地
元

公
民
舘
の
協
賛
に
よ
り
、
全
県
下
に

旦
っ
て
実
施
し
た
大
学
生
に
よ

る
貧
村
の
実
態
調
査
を
兼
ね
た
「

都
市
学
生
と
農
村
の
交
歓
座
談
会

」
は
、
我
が
国
見
町
で
も
大
木
戸

地
区
が
開
催
地
の
指
定
を
受
け
、

去
る
七
月
十
六
日
午
後

八
時
よ
り

大
木
戸
小
学
校
礼
法
室
で
盛
会
に

開
か
れ
た
。
参
会
者
は
学
生
側
が

福
島
大
学
経
済
学
部
学
生
で
編
成

さ
れ
た
巡
回
学
生
班
の
松
永
弘
君

（
原
町
市
出
身

）
を
班
長
と
す
る

県
北
地
区
第
一
班
の
六
名
（
全
員

二
年
生

）
を
迎
え
、
一
方
農
村
青

年
側
の
地
元
参
会
者
は
大
木
戸
方

部
公
民
舘
の
推
薦
を
受
け

た
阿
部

隆
夫
君
等
各
部
落
の
代
表
者
十
五

名
を
は
じ
め
、
公
民
舘
関
係
か
ら

高
橋
大
木
戸
方
部
舘
長
、
同
穂
積

主
事
、
叉
本
舘

よ
り
佐
藤
舘
長
、

同
鈴
木
主
事
ら
も
出
席

し
、
そ
の

他
新
聞
関
係
者
や
有
志
者
な
ど
併

せ
て
約
三
十
名
が
集
っ
て
、
先
づ

高
橋
大
木
戸
方
部
舘
長
か
ら
開
会

の
言
葉
が
あ
っ
て
か
ら
会
の
進
行

上
、
穂
積
主
事
を
司
会
者
に
選
び

司
会
者
か
ら
学
生
側
六
名
の
紹
介

で
和
や
か
に
交
歓
座
談
会
の
フ
タ

を
開
け
た
。
交
歓
会
の
内
容
に
つ

い
て
は
特
に
大
き
な
テ

ー
ｙ
を
定

め
ず
、
お
互
い
の
立
場

か
ら
自
由

に
断
片
的
で
は
あ
る
が
数
多
く
の

間
題
を
拾
っ
て
話
し
合
っ
た
。

先
づ
学
生
側
、
青
年
側
ま
た
司

会
者
の
提
出
し
た
主
な
話
題
は
、

農
村
青
年
の
悩
み
、
農
村
婦
人
の

過
重
労
働
、
男
性
の
婦
人
に
対
す

る
理
解
、
農
村
生
活
の
実
態
、
大

学
生
と
社
会
運
動
、
農
村
青
年
の

娯
楽
、
青
年
と
劣
等
感
、
太
陽
族

に
つ
い
て
、
農
村
の
二
・
三
男
対

策
問
題
等
々
で
こ
の
ほ
か
に
も
い

ろ
く

と
意
見

が
交
換
さ
れ
た
。

先
づ
学
生
側
が
持
ち
出
し
た
農

村
青
年
の
恫
み
と
言
う
問
題
に
つ

い
て
青
年
側
か
ら
、。
お
天
気
を
相

手
と
す
る
農
業
経
営
の
む
づ
か
し

さ
や
、
決
し
て
楽
で
は
な
い
農
家

生
活
の
あ
り
の
ま
Ｘ
を
披
露
し
て

か
ら
更
に
、
私
達
は
よ
り
人
間
ら

し
い
楽
し
く
、
明
る
い
生
活
を
す

る
た
め
の
教
養
を
身
に
つ
け

る
時

間
的
余
裕
が
欲
し
い
と
訴
え
た
。

次
に
青
年
側
か
ら
学
生
側
に
質
問

を
投
げ
た
、
「
大
学
生
と
社
会
運

動
」
に
つ
い
て
は
、
特
に
「
全
学

逋
」
の
行
動

は
少
し
行
き
過
ぎ
と

思
う
が
と
云
う
農
村
青
年
の
純
朴

な
（

或
は
保
守
的
な
）
意
見

に
対

し
、
学
生
達

は
口
を
揃
え
て
確
か

に
行
き
過

ぎ
の
点
は
あ
る
が
、
然

し
学
生
の
全
部
が
参
加
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
一
部
の
過
激
分
子

が
先
棒
を
振
っ
て
い
る
の
で
、
一

部
を
見
て
全
部
で
あ
る
よ
う
な
誤

解
を
し
な
い
で
欲
し
い
。
と
言
葉

を
強
め
た

更
に
大
学

生
は
毎
日

学
術
に
励

み
真
理
の

探
求
に
余

念
が
な
く

そ
の
た
め

毎
日
の
生

活
が
非
常

に
単
純
と

な
り
勝
ち

で
一
人
の

社
会
人
と

し
て
生
き

た
い
と
言
う

意
慾
が

湧
い
て
き
て
生
活

に
直
接
ひ
ｙ

く

授
業
料
値
上
等
の
問
題
が
起
き
た

場
合
は
自
ら
の
力
で
解
決
を
計
り

或
は
政
治
の
上
に
反
映
さ
せ
た
い

と
言
う
心
境
を
理
解
し
て
欲
し
い

と
語
っ
た
。

さ
て
最
后
に
農
村
の
男
性
は
、

婦
人
に
対
し
て
も
っ
と
理
解
と
協

力
を
す
べ
き
で
な
い
か
。
と
言
う

話
題
（
学
生
側
よ
り
）
に
対
し
て

青
年
側
の
意
見
と
し
て
農
村
婦
人

の
過
労
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
だ

け
に
確
か
に
、
男
性
は
も
っ

と
婦

人
の
立
場
を
よ
く
考
慮
し
て
理
解

を
深
め
協
力
し
て
や

る
べ
き
だ
と

お
互
に
自
分
の
こ
れ
ま
で
の
婦
人

に
対
す

る
態
度
を
反
省
し
た
が
、

こ
の
問
題
は
ひ
と
り
農
村
に
隕
ら

ず
社
会
生
活
全
体
の
課
題
で
も
あ

る
と
思
う
が
、
と
青
年
側
は
反
間

し
て
種
々
衂
題
を
投
げ
た
。

交
歓
会
は
次

か
ら
次
へ
と
い
ろ
い

ろ
の
話
題

に
花
が
咲
き
、
何
時
語

り
尽
る
か
わ

か
ら
な
か
っ
た
。
、。

最
後
に
農
村
青
年
側

か
ら
、

私
達

農
村
の
若
者
は
勤
労
の
喜
び
と
共

に
常
に
新
し
い
時
代
の
人
間
と
し

て
明
る
く
楽
し
い
生
活
を
送
る
べ

く
努
力
し
て
い
る
が
、
今
後
も
こ

の
よ
う
な
機
会
を
持

ち
互
に
語
り

合
い
、

理
解
し
合
っ
て
新
し
い
村

づ
く
り
町

づ
く
り
に
頑
張
る
べ
き

だ
。
そ
し
て
学
生
諸
君

に
は
こ
れ

を
機
会
に
今
後
時
間
の
許
さ
れ
る

限
り
村
落

へ
足
を
運
ん
で
、
よ
り

高
き
教
養
と
そ
し
て
ょ
り
新
し
い

文
化
の
芳

香
を
匂
わ
せ
て
欲
し
い

と
希
望
が
述

べ
ら
れ
、
。午
後
十
一

時
過
ぎ
そ
れ
ぐ

の
立
場
で
次
代

を
背
負
う
若
人
の
「
大
交
歓
会

」

は
和
や
か
に
、
そ
し
て
盛
会

裡
に

幕
を
下
し
た
。
　
　

（

阿
部
記

）

安
達
太
良

登

山

記

本
舘
体
育
部
主
催
の
安
達
太
良

登
山
は
絶
好

の
登
山
日
和
に
め
ぐ

ま
れ
た
七
月
二
十
八
日
に
行
わ
れ

た
。
こ
れ
は
健
全
な
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
と
し
て
の
登
山
を
大
い
に

普
及
し
よ
う
と
し
て
試
み
ら
れ
た

い
わ
ば
公
民
舘

主
催
と
し
て
は
テ

ス
ト
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
。

コ
ー
ス
は
、
野
地
温
泉
月
鬼
面

山
Ｉ

箕
輪
山
Ｉ

鉄
山
匚

安
達
太
良

山
Ｉ

岳
温
泉
と
い
う
、
い
わ
ゆ

る

縦
走

＝
Ｉ
ス
に
於
て
行
わ
れ
た
。

参
加
者
は
日
露

戦
争
の
勇
士
・
で
七

十
八
才
の
大
長
老
菊
地
喜
代
治
さ

ん
を
は
じ
め
後
藤
舘
長
、
穂
積
舘

長
、
鈴
木
主
事
な
ど
中
学
生
も
混

る
文
字
通
り
の
老
若
男
女
十
三
名

で
、
パ
ー
テ
孑
と
し
て
は
な
か
な

か
ま
と
ま
り
に
く
い
も
の
で
あ
っ

た
が
一
人
の
事
故
も
な
く
全
員
元

気
に
踏
破
し
た
。

ま
ず
一
行
は
七
時
の
列

車
で

福

島
へ
、
バ
ス
で
野
地
に
向
う
。
そ

し
て
最
初
の
山
、
鬼
面

山
に
立
つ

だ
の
が
丁
度
正
午
、
こ
Ｘ
で
昼
食

を
と
る
。
小
憩
の
χ
ち
野
地
側

か

ら
登
る
際
最
も
困
難
と
い
わ
れ

る

箕
輪
山
登
り
も
難
な
く
乗
切
り
、

箕
輪
山
頂
か
ら
磐
梯
山
、
秋
元
湖

な
ど
の
美
・し
い
眺
望
を
冷
い
山
風

に
撫
ら
れ
な
が
ら
心
ゆ
く
ま
で
味

う
。
磐
梯
朝
日

国
立
公
園
の
う

ち
で
も
最
も

良

い
眺
め
の
一
つ

と
い
わ
れ
る
鉄

山
の
「
沼
の
平

」
の
景
観
に
感

蜒
し
、
最
終
コ

ー
ス
’の
乳
首
山

、
安
達
太
良
に

登
っ
だ
の
は
陽

も
か
な
り
傾

い

た
午
後
四
時
半

で
あ
っ
た
。
下

り
は
岳
温
泉
ま

で
の
一
本
道
で
滑
っ
て
愛
敬
を
ふ

り
ま
き
な
が
ら
岳
温
泉
に
着
い
た

と
き
は
さ
す
が
皆
疲
れ
た
様
子
で

あ
っ
た
が
岳
温
泉
の
背
後
に
雄
大

｀

に
そ
び
え
る
安
達
太
良
連
山
を
仰

い
で
感
慨
無
量
の
面
持
で
あ
る
。

と
に
角
今
回
の
試
み
は
登
山
と
い

う
特
殊
な
行
事
で
あ
る
た
め
宣
伝

も
手
控
え
ら
れ
、
従
っ
て
参
加
者

も
十
三
名
の
小
人
数
で
あ
っ

た
が

ま
ず
成
功

と
い
う
こ
と
が
出
来
よ

う
。
明
年
は
こ
の
登
山
ば
か
り
で

な
く
町
民
（

イ
ク

ー
サ
イ
ク
リ
ン

グ
等
も
計
画
さ
れ
明

る
い
リ
ク
レ

エ
ー
シ
ョ
ソ
の
普
及
に
大
い
に
公

民
舘
が
の
り
出
す
べ
き
だ
ろ
う
。

新
生
活
運
動
の
一
環
と
し
て
明
る

い
リ

ク
レ
エ
ー
シ
ョ
ソ
が
今
後
一

層
伸
び
る
こ
と
を
祈
る
も
の
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　

（
野
村
記
）

（

写
真
は
馬
背

に
て
）

史蹟を訪 れて（1）

石

母
田

供
養

塔

高
　
橋
　
市
　
郎

文
化
財
保

護
法
に
よ
っ

て
国
か
ら
指

定
を
受
け
て

い
る
史
跡
に

我
が
町
内
石

母
田
に
石
母

田
供
養
塔
の

あ
る
こ
と
は

既
に
ご
存
じ

の
通
り
で
あ

る（
）

こ
の
供
養
石
塔
は
高
さ

Ｉ
・

ハ
メ
ー
ト
ル
、
幅
四
五
セ
ン
チ

厚
さ
左
側
三
六
セ
ン
チ
、
右
二

六
セ
ン
チ
の
方
形
の
石
柱
で
、

そ
の
一
面
に
梵
字
と
塔
婆
建
立

の
由
来
を
記
し
た
功
徳
文
が
刻

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
ご
兀

の
国

か
ら
帰
化

し
た
寧
一
山
の

書
に
成
る
長
文
の
も
の
と
し
て

珍
重
さ
れ
、
指
定
を
受
け
保
護

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

寧
一
山

は
今
か
ら
六
百
四
十

年
の
昔

、
正
安
六
年
十
月
八
日

元

の
国
使
と
し
て
宋
泅
子
雲
と

共
に
来
朝
帰
化
し
た
名

僧
で
あ

っ
て
、
然
も
帰
化
後
九
年
を
経

た
徳
治
三
年
十
一
月
二
十
日
知

這
謹
誌
一
山
一
寧
書
と
あ
る
の

で
珍

ら
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。

木
県
内
の
供
養
塔
で
石
母
田

供
養
塔
と
同
じ
く
国
の
指
定
を

受
け

て
い
る
も
の
と
し
て
、
福

島
在
高
川
烏
渡
に
阿
弥
陀
三

尊

来
迎
像
が
自
然
石

に
刻
ま
れ

た

も
の
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
供

養
塔

が
一
体
ど
う
し
て
建

て
ら

れ
た
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
当

時
鎌

倉
時
代
の
仏
教
思
想
と
し

て
心
か
ら
な
る
仏
心
供
養
の
澀

卯
心
か
ら
、
に
親
そ
の
他
の
供

養
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
も

の

で
、
現
代
の
よ
う
な
自
己

の
存

在
を
世
人
に
認
め
て
も
ら
う
た・

め
に
建
て
ら
れ
る
顕
彰
碑
な
ど

と
は
そ
の
考
え
方

は
全
く
異
に

し
て
い
る
。

こ
の
石
母
田
供
養

塔
に
よ
っ
て
鎌
倉
時

代
の
禅
密
合
一
思
想

の
表
現

を
み
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
当
時

建
立
さ
れ

た
供
養
塔

に
は
台
石
が
無
い
の

が
通
例
と
さ
れ
て
い

る
が
、
台
石
の
あ
る

の
は
他
よ
り
移
さ
れ

た
と
き
に
取
付
ら
れ

た
も
の
だ
と
言
わ
れ

て
い
る

。

「
写
真
は
供
養
塔
」

煮

部
蒼

民
」
舘
一
便
丁

小

坂
方
部
公
民
舘

当
町
の
公
民
舘
内
図
書
部
の
一

事
業
と
し
て
毎
月
巡
回
さ
れ
る
貸

出
文
庫
の
利
用
に
就
て
は
、
各
方

部
舘
。に
比
較
し
て
小
坂
方
部
舘
の

利
用
が
最
も
多
く
、
日
嘸
ば
激
し

い
労
働
に
追
わ
れ
乍
ら
も
、
昼
休

み
、
夕
夜

の
余
暇
を
み
て
は
一
枚

一
枚
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
姿
に
何
か

力
強
い
も

の
を
感
じ
る
。
又
今
後

の
公
民
舘

の
運
営
方
針
に
就
て
は

青
年
団
の
育
成
に
、
主
と
し
て
趣

き
が
お
か
れ
成
行
き
が
注
目
さ
れ

る
Ｏ藤

田
方
部
公
民
舘

藤
田
方
部
公
民
舘
で
は
、
本
年

度
の
主
眼
目
標
と
し
て
自
主
団
体

の
啓
蒙
と
そ
の
育
成
に
重
点
を
置

き
会
場
や
講
師
の
斡
旋
の
労
を
と

る
方
針
で
進
み
た
い
。
と
後
藤
公

民
館
主
事
は
語
っ
て
い
る
。

現
在
当
公
民
舘
に
於
け
る
自
主
的

な
会
合
と
し
て
は
、
花
の
会
や
碁

会
が
あ
る
。

花
の
会
で
は
、
奥
山
亀
一
氏
を

会
長
と
し
、
今

年
は
主
に
菊
花
作

り
に
専
心
し
て
い
る
。
本
年
に
入

っ
て
二
月
の
下
旬
と
七
月
の
二
十

四
日
に
福
島
か
ら
講
師
を
招
き
、

菊
作
り

の
講
習
会
を
開
催
し
て
い

る
。
今
秋
に
は
菊
花
展
覧
会
を
催

す
予
定
で
、
主
と
し
て
大
菊
が
出

品
さ
れ
る
模
様
で
あ
る
。

碁
会
で
は
、
神
鞏
武
男
氏
を
会
・

長
と
し
て
四
十
余
名
の
会
員

を
擁

し
、
毎
月
第
三
日
曜
を
例
会

と
し

て
小
学
校
礼
法
室
に
集
り
、
老
若

を
間

わ
ず
碁
を
楽
し
ん
で
い
る
風

景
は
ほ
Ｘ
笑
ま
し
い
。

そ
の
他
当
公
民
舘
で
は
活
溌

に
活

動
し
て
い
る
団
体
は
見
当
ら
ず
、

公
民
舘
で
は
各
種
の
自
主
団
体
が

結
成
さ
れ
、
豊
か
な
町
造
り
の
為

に
公
民
舘
を
利
用
し
て
一
層
発
展

さ
れ
る
事
を
望

ん
で
い
る
。

大
木
戸
方
部
公
民
舘

一
、
新
生
活
運
動
の
一
端

方
部
舘
と
し
て
地
域
社
会
の
課
題

を
一
つ
で
も
と
り
上
げ
、
そ
れ
を

解
決
し
た
い
と
の
念
願
か
ら
七
月

二
十
三
日
社
会
厚
生
部
会
を
開
き

本
地
域
の
最
も
ふ
さ
わ
し
い
新
生

活
運
動

と
し
て
何

を
ど
う
実
践
す

べ
き

か
に
就
い
て
、
夫
々
の
立
場

か
ら
研
究
討

議
し
て
次
の
通
り
決

め
た
。

各
種
集
会
の
時
間
厳
守

病
気
等
の
見
舞
返
え
し
、
厄
払

の
だ
ん
ご
貰

い
は
し
な
い
。

部
落

や
屋
敷
の
団
体
貯

金
を
実

施
す
る
。

二
、
厚
樫
の
桜
の
手
入

去
る
四
月
十
七
八
日
厚
樫
山
中
腹

に
、
そ
め
い
よ
し
の
桜
五
〇
〇
本

を
小
・
中
学
校
児
童
生
徒
の
手

に

よ
っ
て
植
樹

さ
れ
た
。

そ
の
後
の
生
長
は
頗
る
順
調
で
、

緑
の
葉
を
風

に
そ
よ
が
せ
て
い
る

が
、
こ
の
程
地
元
の
管
理
大
木
戸

に
長
さ
ん
の
指
掫
で
部
落
の
協
力

を
得
て
、
下
草
を
払
い
す
っ
か
り

手
入
を
し
て
頂
い
た
。
殆
ん
ど
枯

れ
た
も
の
が
無
か
っ
た
の
で
、
将

来
を
大
い
に
嘱
望
し
っ

ゝ
下
山

し

た
。森

江
野
方
部
公
民
舘

方
部
公
民
舘
は
「
こ
ご
え
た
手

だ
」

と
云
っ
た
人
が
あ
る
。
至
言

と
思
う
。
財
政
的
、
物
的
、
人

的

貧
困

に
恫
さ
れ
な
が
ら
も
夢
を
高

く
掲
げ
、
も
が
き
な
が
ら
あ
せ
っ

て
い
る
粢
’は
「
こ
ご
え
た
手
」

で

勁
く
人
の
姿
と
変
り
は
な
い
。

現
実
は
如
何
に
敲
し
く

と
も
、

手
を
こ
ま
ね
い
て
い
る
訳

に
は
い

か
な
い
。
こ
の
「
こ
ご
え
た
手
」

を
温
め
、
温
め
努
力
す
る
の
だ
。

い
つ
か
は
こ
の
手
を
真
に
抱
き
、

温
め
る
こ
と
に
協
力
す
る
者
も
あ

る
だ
ろ

。

こ
の
貧
困
に
満
ち
た
力

を
各
方

面
に
づ
フ
／
＼
に
向
け
た
な
ら
ば

何
を
な
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う

か
。
我

々
は
こ
の
貧
し
い
力
を
青

年
教
育
に
集
中
し
、
こ
こ
を
拠
点

に
そ
の
拡
大
を
図

り
夢
を
築
こ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

大
枝
方
部
公
民
舘

婦
人
は
今
日
改
め
て
自
分
の
課
せ

ら
れ
た
家
庭
の
中
で
の
任

務
だ
け

で
な
く
し
て
、
独
立
し
た
社
会
人

と
し
て
の
権
利

と
義
務
を
正
し
く

行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

又
社
会
の
半
数
を
占
め
る
婦
人
の

自
覚
な
し
に
民
主
社
会
の
改
造
は

出

来
得
な
く
、
又
民
主
政
治
が
確

立
す
る
事
に
の
み
よ
っ
て
、
始
め

て
日
本
人
一
人
々
々
が
住
み
よ
い

社
会
が
作
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
婦
人
自
か
ら
の
自
覚
を
社

会

は
強
く
要
求
し
て
ゐ
る
。

婦
人
学
級
の
教
養
目
標
は
協
同

生
活
発
表
、
生
活
技
術
の
習
得
等

に
分
れ
学
級
編
成
に
は
特
に
注
　
　
　
　
　

Ｉ

ト

意
し
て
年
令
差

に
依
っ
て
要
求
度

合
も
違
う
の
で
三
部
制
と
し
た
。

第
一
学
級
四
〇
才
以
上
、
第
二

学
級
四
○
才
以
下
、
第
三
学
級
二

〇
才
～
二
五
才
と
し
た
。
又
趣
味

を
向
上
す
る
意
味
で
踊
り
、
生
花

音
楽
、
料
理
等
に
分
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

‐
＝‐‐‐
－

－
ｊ

秋

の

農

事

メ

モ

一
、
各
種
飼
料
作
物
の
適
期
播
種

―

草
地
改
良
を
対
象
と
す
る

牧
草
の
播
種
は
八
月
下
旬
～

九
月
上
旬
、
ラ
イ

ム
ギ
、
Ｉ

ｙ
。（

ク
の
如
き
青
刈
作
物
は

十
月
中
旬
頃
・
が
夫

々
適
期
で

あ
る
か
ら
こ
の
時
期
を
目
標

に
実
施
す
る
。

２

採
草
地
へ
牧
草
を
播
種
草

質
を
改
善
し
、
早
春
用
飼
料

と
し
て
飼
料
作
物

を
栽
培
す

る
に
は
大
半
適
期
播
種
を
普

及
す
る
必
要
か
お

る
。

二
、
緬
・
山
羊
の
適
期
種
付

１
繁
殖
期
の
も
の
に
は
適
正
　
　

な
運
動

と
質
の
よ
い
飼
料
を

与
え
健
康
を
整
え
正
常
の
発

倩
を
起
さ
せ
適
期
に
種
付
け

を
実
施
す
る
こ
と
。
（

目
標

十
月
中
旬

）

２

栄
養
欠
陥
と
運
動
不
足

な

ど
が
原
因
し
て
、
正
常
な
発

倩
も
無
く
適
期
種
付
を
逸
す

る
向
が
多
い
か
ら
こ
れ
が
改

善
対
策
を
普
及
す

る
必
要
が

あ
る
。

三
、
冬

期
間
飼
料
の
確
立

―

冬
期
間
必
要
な
る
各
種
の

飼
料
の
量
を
検
討

し
必
要
と

す

る
量
夫

々
確
保
せ
し
む
る

よ
う
に
希
望
す
る
。

２
　
一
般
に
冬
期
間
の
飼
料
確

保
が
不
揃
で
一
方
に
偏
し
た

給
与
が
行
わ
れ
る
の
で
、
数

多
く
の
飼
料
を
貯
い
て
均
衡

の
と
れ
た
成
分
の
給
与
を
な

さ
れ
る
よ
う
に
改
善
を
図
る

必
要
が
あ
る
。

四
、
不
良
土
壌

の
検
定

農
産
物
の
増
産
並
に
肥
効
の
増

進
を
図
る
た
め
、
不
良
土
壌
の

検
定
を
必
要
と
す
る
。

五
、

良
質
の
堆
厩
肥
の
増
産

良
質
堆
厩
肥
を
増
産
し
、
地
力

の
維
持
増
進
を
図
る
必
要
か
ら

堆
厩
肥
の
増
産
を
必
要
と
す
る

六
、
施
肥
の
合
理
化

土
屋
を
検
定
し
作
物
に
適
し
た

肥
料
を
選
定
す
る
こ
と
。

（
農
業
改
良
指
導
所
）
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