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就

任

の

挨

拶

町
長

赤
井
畑

直

衛

今
回
町
民
各
位
の
御

支
特
に
よ
り
、
町
長

に
就
任
い
た
し
ま
し

た
。
も
と
よ
り
浅
学

菲
才
、
首
長
と
し
て

甚
だ
未
熟
で
は
あ
り

ま
す
が
、
何
と
か
皆

様
の
御
指
導
御
鞭
撻

に
縒
り
、
よ
り
よ
い

町
政
の
実
現
を
期
し
た
い
と
念
願
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

私
は
常
に
、
明

る
い
町
を
作

る
た
め
に
は
「
和
」

の
精
神
を
そ

の
根
本
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
持
論
と
し
て

い
ま
す
。
即
ち
感
臂
的
な
争
い
を
避
け
、
正
し
い
論
議
を
尺
し

て
こ
そ
自
治
体
の
発
展
か
お
り
、
は
た
又
民
主
主
義
の
真
の
姿

で
も
あ
ろ
う
と
信
じ
ま
す
。

次
に
町
政
の
基
本
と
な
る
晨
産
業
及
び
商
工
業
施
策
に
つ
い
て

は
、
い
づ
れ
を
優
先
的
に
と
い
う
こ
と
な
く
、
軍
の
両
輪
の
如

く
考
え
、
国
見
町
発
展
の
基
盤
と
致
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

筒
町
政
一
般
に
関
す
る
具
体
的
な
施
策
等
に
つ
い
て
は
、
議
会

の
意
志
を
尊
重
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
町
民
の
皆
様
の
御

意

見
な
ど
も
よ
く

お
き
き
し
て
、
日
を
逐
っ
て
健
全
な
も
の
に
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

以
上
皆
様
の
御
理
解
あ
る
御
協
力
を
お
願
い
し
て
、
と
り
あ
え

ず
就
任
の
御
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

コ

粒

の
麦
」
を
大
切
に

働
く
青
少
年
に
開
か
れ
た
勉
学
の
道

岐
路
に
立
つ
子
と
そ
の
親
達
に
望
む

こ
の
三
月
に
、
義
務
教
育
で

あ

る
中
学
を
出
る
者
は
全
国
で
約
百

七
十
六
万
人
で
、
こ
の
う
ち
、
卒

業

と
と
も
に
社
会
に
出
て
働
ら
く

青
少
年
は
約
半
数
の
八
十
八
万
人

と
見
ら
れ
て
い
る
。

わ

が

国

見

町

で

も

卒

業

者

総

数

三

三

〇

う

ち

進

学
　

一

五

八
（

四

八

％

）

就

職
　

一

〇

九
（

’Ξ

Ξ

％

）

家

事
　
　

六

三
（

二

九

％

）

と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
う
ち
、
進

学
生
は
少
く
も
こ
こ
三
年
間
は
、

親
の
保
護
の
も
と
に
勉
強
で
き

る

が
、
そ

の
他
の
も
の
は
、
社
会

の

荒
波

を
ま
と
も
に
う
け
て
’、
生
活

戦
線

に
立
ち
働
ら
く

の
で
、
一
応

学
校
か
ら
は
手
を
き
る
こ
と
に
な

る
Ｏし

か
し
、
こ
れ
ら
の
青
少
年
と

い
え
ど
も
、
こ
れ
か
ら
人
間

と
し

て
大
い
に
伸
び
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、

又
職
業
人
と
し
て
進
ん
で
い
く
た

め
に
も
、
ま
だ
ま
だ
学
問
を
求

め

て
い
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。

さ
い
わ
い
、
今
の
社
会
で
は
、
こ

う
し
た
働
ら
く
青
少
年
に
対
し
、

そ
の
求
め
に
応
じ
、
高
校
教
育
や

職

業

教

育

の
道
が
開
か
れ
て
い

る
。
「
働
き
っ
つ
学

ぶ
」
も
ち
ろ

ん
そ
れ
は
、
決
し
て
な
ま
や
さ
し

い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し

か

し
ま
た
、
実
地
に
た
し
か
め
な
が

ら
、
一
歩
一
歩
進
む
こ
と
が
、
案

外

成
功
の
近

道
で
あ
る
か
も
知
れ

な
い
。
昔
か
ら
の
偉
人
傑
士
と
ま

で
は
い
か
な
く

と
も
、
先
輩
の
た

ど
つ
た
道
を
求
め
て
進
む
の
も
愉

快
で
は
な
い
か
。

俤
ら
く
青
少
年
に
開
か
れ
た
勉

学
の
道
と
し
て
次
の
も
の
が
考
え

ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
一
つ
に

限
ら
ず
、
同
時
在
籍
と
い
う
こ
と

は
効
果
的
方
法
と
し
て
大
い
に
お

す
す
め
し
た
い
。

○
定
時
制

高
校

○
同
短
期
課
程

○
高
校
通
信
教
育

○
大
学
入
学
資
格
検
定

○
社
会

教
育
と
し
て
の
通
信
教
育

○
青
年
学
級

○
技
能
者
養
成
施
設

こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
、
く
わ

し
い
こ
と
は
、
学
校
の
先
生
に
よ

く
き
い
て
い
た
だ
き
た
い
。

「
求
め
よ
、
さ
ら
ば
与
え
ら
れ

ん
」

自
分
の
運
命

は
、
自
分
の
手
で
き

り
ひ
ら
い
て
い

か
ね
ば
な
ら

ぬ
。

こ
う
し
て
、
今
は
昔
と
ち
が
い
、

勉
強
し
よ
う
と
す
る
気
さ
え
あ
れ

ば
、
い
く
ら
で
も
で
き
る
世
の
中

で
あ
る
。
要
は
そ
の
人
の
意
欲
と

努
力
で
あ
る
。
ど
う
か
、
卒
業
生

の
諸
君
も
、
み
ん
な
こ
ぞ
っ
て
、

何
ら
か
の
方
法
で
教
養
を
高
め
る

こ
と
に
大
い
に
意
欲
を
も
や
し
て

い
た
だ
き
た
い
。
諸
君
の
希
望
の

火
が
も
え
あ
が
る
と
き
、
世
の
親

た
ち
は
決
し
て
そ
れ
を
傍
観
す
る

こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

町 ぐるみ で……

交通事故をなくしましよう

昨
昭
和
三
十
四
年

中
の
県
内

の
交
通

事
故
は
一
八
六
二

件
（

一
日
約
五
件

の
割
合
）
そ
れ
に

よ
っ
て
死

ん
だ
人

は
一
四
六
人
（

二

日
半
に
一
人
の
割

合
）

桑
折
署
管
内
で

は

二
七
件
で
死
者
一

人
、
け
が
人

は
一

九
人
で
し
た
。
交

通
事
故

を
防
ぐ

に

は
、
次
の
事
を
守

っ
て
い
た
だ
く
こ

と
が
大
切
で
す

。

一
、
歩
行
者
は

山
右
側
を
歩
く
。

即
車
の
す
ぐ
前
や
、
す
ぐ
後
を

横
切
ら
な
い
。

卯
道
路
は
な
な
め
に
横
断
し
な

い
で
直
角
に
。
。

㈲
こ

ど
も
は
道
路
で
遊
ば
せ
な

い
。

二
、
自
動
車
は

山
酒
を
飲
ん
だ
と
き
は
運
転
し

な
い
。・

闔
無
資
格
運
転
を
し
な
い
。

闥
ス
ピ
ー
ド
を

出

し

す

ぎ
な

い
。

三
、
自
転
車
は

山
二
台
以
上
い
つ
し
よ
に
走
る

と
き
は
榠
に
な
ら
ば
な
い
。

同
二
人
乗
り
は
や
ら
な
い
。

尚
夜
は
あ
か
り
を
つ
け
る
。

ま
こ
と
に
平
凡
な
こ
と
で
す
。
お

互
い
に
注
意
し
あ
っ
て
、
町
ぐ
る

み
で
交
通
事
故

を
防
ぐ
こ
と
に
い

た
し
ま
し
よ
う
。

議会だ よリ

一
月

臨
時
町
譎
会

町
一
般
会
計
Ｅ

十
四
年
度
歳
入

歳
出
追
加
予
算

な
ど
審
議

一
月
二
十
三
日
町

議
会
臨
時
会
が
開
か
れ
、
会
期

は
一
日

、
議
案
は
次
の
通
り

日
程
第
一
　

昭
和
三
十
四
年
度

国
見
町
歳
入
歳
出
追
加
更
正

予
算

町
菲
費
と
町
長
選
挙
費
等
計

上

の
た
め
の
追
加
更
正
で
原

案
通
り
可
決
さ
れ
た

。

日
程
第
二
　

昭
和
三
十
四
年
度

入
山
財
産
区

特
別
会
計
歳
入

。
歳
出

追
加
更
正
予
算

’

林
道
処
理
等
計
上
の
た
め
の

追
加
更
正
で
原
案
通
り
可
決

さ
れ
た
。

どなノフピ

ま
た
ふ
え
た

藤
田
校
の
じ

ま
ん
の
た
ね

藤
田
小
学
校
の
ピ
ア
ノ
は
、
購
入

以
来
三
十
年
、
す
で
に
寿
命
が
き

て

い
る
の
で
、
何

と
か
新
し
い
尢

の
が
ほ
し
い
と
の
声
が
あ
っ
た
。

た
ま
た
ま
、
三
十
三
年
度
卒
業
生

か
ら
卒
業
記
念
に
ど

ア
ノ
購
入
基

金
と
し
て
三
万
円
の
寄
附
か
出
だ

の
に
刺
げ
き

さ
れ
、
つ
づ
く
三
十

四
年
度
卒
業
生
か
ら
は
四
万
円
、

そ
れ
に
と
く
名
の
寄
附
や
Ｐ
Ｔ
Ａ

か
ら
の
繰
入
れ
も
あ
り
、
こ
こ
に

早
期
購
入
運
動
が
お
こ
っ

た
。

不
足
分
は
ま
ず
幌

志
家
の
寄
附
を

あ
お
ぎ
、
次
に
一
般

か
ら
の
寄
附

を
要
請
し
た
。
樋
口
Ｐ
Ｔ

Ａ
会
長

や
古
宮
校
長
先
生
を
始
め
、
役
員

総
が
か
り
の
懇
請
行
脚

は
い
た
く

町
民
の
心
を
動
か
し
、
予
定
の
五

十
万
円
を
は
る
か
に
上
ま
わ
り
、

こ
こ
に
待
望
の
ピ
ア
ノ
（
四
六
万

円
）
の
外

に
、
オ
ル

ゴ
ー
ル
タ
イ

マ
ー
、
レ
コ
ー
ド
プ
レ
ー
ヤ
ー
。

（
合
せ
て
五
万
円
）
オ
ル

ガ
ン
（

八
万
四
千
円
）
な

ど
を
購
入
し
、

先
日
披
露

の
大
学
芸
会
が
行
な
わ

れ
た
。

昨
秋
の
県
北
中
十
周
年
寄
附
と
い

い
、
今
度
の
藤
田
小
の
ピ
ア
ノ
寄

附
ど
い
い
、
一
方
に
お
い
て
寄
附

返

上
運
動
ま
で
起
っ
て
い
る
今

ど

き
、
ほ
ん
と
う
に
う
れ
し
い
話
で

あ
る
。
【
写
真
一

は
披
露

学
芸
会

赤
井
畑
新
町
長
に
莖
む

公
民
舘
長
　
佐
　
藤
　
善

次

郎

こ
の
た
び
執
行
さ
れ
た
町
長

選
挙

に
お
い
て
、
衆
望
を
負
う

て
当
選
せ
ら
れ
た
赤
井
畑
直
衛

氏
に
対
し
、
衷
心
よ
り
祝

意
を

表
す

る
と
共

に
町
政
多
端
の
折

切
に
ご
健
闘
を
希
う
も
の
で
あ

る
Ｏ町

村

合

併

以
来
こ
こ
に
六

年
、
わ
が
国
見
町
も
、
い
わ
ゆ

る
創
業
の
時
代
を
経
て
、
今
や

整
備
拡
充
の
時
代
に
入
ら
ん
と

し
て
い
る
。
し
か
も
一
方
、
町

発
展
へ
の
手
は
一
日
も
ゆ
る
が

せ
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
こ
と
に
多
事
多
難
の
秋
と
い

う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
時

期
に
首
長
の
椅
子
に
つ
か
れ

る

人
は
、
ま
ず
町

の
現
況
心
精
通

し
、
経
済
的
な
頭
脳
の
持
主
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点

赤
井
畑
氏
は
、
多
年
町
議
と
し
、

議
会
議
長
と
し
て
町
政
に
た
ず

さ
わ
り
、
町

の
行
財
政
に
豊
富

な
る
経
験
と
識
見
の
あ
る
人
物

で
あ
る
こ
と
は
、
今
後

の
町
政

に
大
き

な
力
と
な
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
よ
く
町
の
長
所
欠
点
を

洞

察
し
て
、
採
長
補
短
の
実
を

挙
げ
ら
れ
、
明
朗
な
町
作
り
の

り
Ｉ

ダ
ー
た
ら
ん
こ
と
を
切
望

す
る
も
の
で
あ
る
。

申
す
ま
で
も
な
く
、
主
権
在

民
の
現
社
会
に
お
け
る
町
長
の

職
は
、
赤
井
畑
氏

個
人
の
た
め

の
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
町
会

議
員

や
特
定
の
人
の
た
め
の
も

。の
で
も
な
い
。
即

ち
わ
れ
わ
れ

一
万

五

千

町

民
の
も
の
で
あ

り
、
従
っ
て
町
民
に
奉
仕
せ
ぬ

町
長
は
無
用
で
あ
る
と
い
っ
て

も
過
言
で
あ
る
ま
い
。
特

に
町

議
会

と
の
関
係
は
「
和
而
不
同

」

の
鉄
則
を
堅
持
せ
ら
る
る
よ

う
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
更

に
国
家
百
年
の
計
は
人
を
養
な

う
に
如
く
は
な
し
の
吉
百
の
如

く

、
子
弟
の
教
育
と
社
会
教
育

に
は
特
に
意
を
川
い
て
い
た
だ

き
た
い
。
教
育
は
誠
に
大
切
な

も
の
で
あ
る
こ
と
は
万
人
が
承

知
し
つ
つ
も
、
余
り
地
味
な
仕

事
で
あ
り
、
教
育
に
た
ず
さ
わ

る
者
の
常
識
的
な
弱
さ
も
手
伝

っ
て
、
教
育
に
力
を
つ
く
す
為

政
者
は
稀
で
あ
る
。
ご
留
意
を

願
う
所
以
で
あ
る
。

こ
の
際
、
特
に
申
上
げ
た
い

こ
と
は
、
町
政
中
に
万
一
改
革

を
必
要
と
す
る
事
柄

が
あ
り
と

す
る
な
ら

ば
、
こ

の
譏
を
失
せ

ず
断
行
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

今
こ
そ
町
政
革
新
の
絶
好
の
譏

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

新
町
長
に
望
む
も

の
は
、
以

上
二
三
に
と
と
ま
る
も
の
で
は

な
い
が
、
赤
井
畑
氏
の
良
識
と

若
さ
と
熱
と
更
に
庶
民
性
と
に

信
頼
し
て
、
わ
が
国
見
町
の
前

途
に
多
く
の
期
待
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
。 三

人
の
考
え
方

あ
る
女
子
青

年
の
手
記

先
日
、
公
民
舘

で
映
画
会
が
あ

っ
だ
の
で
、
母
と
見
に
ゆ
き
ま
し

た
。
「
母
の
記
録
」

と
い
う
み
じ

か
い
映
画

と
、
ほ
か
に
劇
も
の
が

あ
り
ま
し
た
。
母

は
劇
映
徊
の
方

が
よ
か
っ
た
と
い
い
ま
し
た
が
、

私
は
み
じ

か
い
「
母

の
記
録
」
の

方
が
頭

に
の
こ
り
ま
し
た
。
い
ろ

い
ろ
考
え

さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
か
ら
で
す
。

そ
の
映
画
は
、
農
村

の
く
る
し

い
生
活
の
な
か
で
俤
く
一
人
の
母

親
を
え
が
い
た
も
の
で
し
た
が
、

・
私
が
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
そ

の
家
の
姑

で
あ
る
お
ば
あ
さ
ん
と

こ
の
母
親
と
、
一
人

の
娘
さ
ん
と

三
人
の
考
え

か
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ

に
ち
が
う
こ
と
で
し
た
。

お
ば
あ
さ
ん
は
、
農
家
の
苦
し

い
生
活
は
、
先
祖
代
々
か
ら
の
あ

た
り
ま
え

の
こ
と
だ
と
思
っ
て
は

い
ま
す
。母
親
は
、
こ
ん
な
生
活
い

や
だ
と
思
っ
て
も
、
ど
う
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
と
、
あ
き
ら
め
る

よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
す
。
娘

さ
ん
は
、
こ
ん
な
農
村
は
い
や
だ

と
思
い
、
村
を
と
び
出
し
て
都
会

の
工

場
に
働
き
に
出
る
の
で
す
。

こ
の
娘
さ
ん
を
え
ら
い
と
私
が

思
っ
た
の
は
、
村
を
す
て
て
し
ま

う
の
で

は
な
く
、
工
場
に
は
い
っ

て
い
ろ
い
ろ
勉
強
し
た
こ
と
や
、

自
分
で

考
え
た
こ
と
を
村
の
友
だ

ち
に
手
紙
で
書
き
お
く
り
、
や
が

て
自
分
は
村
に
帰
り
、
住
み
よ
い

農
村
を
つ
く
り
た
い
と
、
働
き
な

が
ら
勉
強
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

私
が
こ
の
映
画
を
み
て
っ
よ
く

感
じ
た
の
は
、
こ

の
三
代
に
わ
た

る
女
の
人
の
考
え
方
が
、
子

ど
も

の
時
代
に
な
る
ほ
ど
、
進
ん
で
き

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
私

は
つ
ま
ら
な
い
劇
映
画
よ
り
、
青

年
団
の
友
だ
ち
と
、
こ
ん
な
こ
と

を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
映
画

を
も

っ
と
見
て
、
い
ろ
い
ろ
話
し
あ
っ

て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
・

（

附

記

）

○
こ
れ
は
「

話
し
あ
い
の
手
帖
」

か
ら
お
借
り
し
た
文
で
す

。

○
あ
な
た
は
近
頃
ど
ん
な
映
画
を

み
ま
し
た
か
。

○
あ
な
た
が
み
て
、
近
頃
「
考
え

さ
せ
ら
れ

た
」
映
画
は
ど
ん
な

も

の
で
す

か
。

○
あ
な
た
は
、
こ
の
よ
う
な
映
画

を
み
て
、
み
ん
な
で
話
し
あ
つ

て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

○
ほ
ん
と
う
は
変
な
こ
と
で
も
、

す
べ
て
「

あ
た
り
ま
え
」

と
考

え
て
い
る
よ
う
な
こ
と
が
、
み

ん
な
の
生
活
の
中
に
も
な
い
か

ど
う
か
「

あ
き
ら
め
」
に
い
た

る
経
過
な
ど
に
つ
い
て
、
誰
か

と
話
し
あ
つ
て
み
ま
し
よ
う
。

○
社
会
教
育
に
お
け
る
映
画
の
も

つ
意
味
と
、
正
し
い
フ
イ
ル
ム

フ
ォ
ー
ラ

ム
の
や
り
方
を
よ
く

研
究
し
ま
し
よ
う
。

郷
土
の
昔
を
さ
ぐ
る

考
古
学
愛
好
者

の
集
い

十
一
月
三
日
、

福
島
史
学
研
究
会

の
一
行
が
、
学
術
調
査

の
た
め
、

わ
が
徳
江

を
お
と
ず
れ

た
。
福
島

大
学
の
浙
界

の
大
家
大
竹
正
三
郎

先
生
、
古
文
書
学
の
日
本
的
学
者

庄
司
吉
之
助
先
生
、
福
島
高
校
秋

山
先
生
、
川
俣
高
校
佐
藤
先
生
、

福
島
三
中
の
大
村
先
生
、
同
一
中

の
富
塚
先
生
、
そ
れ
に
福
島
在
住

の
郷
土
研
究
家
佐
藤
堅
治
郎
氏
で

あ
る
。
県
教
委
伊
達
出
張
所
安
斎

武
先
生
、
町

か
ら
は
春
日
教
育
長

、
佐
藤
公
民
舘
長
、
鈴
木
同
主
事

早
田
厚
生
課
長
、
奥
山
開
発
調
査

室
長
の
皆
さ
ん
、
そ
れ
に
地
元

か

ら
は
三
十
余
名
の
有
志

の
積
極
的

参
加
あ
り
、
一
同
は
、
秋
の
日
ざ

し
を
浴
び
な
が
ら
観
音
寺
を
出
て

先
ず
三
十
三
年

に
一
回
と
い
う
観

音
様
の
特
別
御
開
帳
を
お
願
い
す

る
。
慈
悲
円
満
な
檗
観
世
音
菩
薩

を
拝
顔
、
空
酊
上
人
の
作
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
も
の
。
お
堂
は
享
保

年
間
と
い
５
か
ら
二
百
五
十
年
前

の
建
立
。
南
に
沼
田
神
社
に
向
つ

て
、
古
代
寺
院
の
規
模
を
つ
か
む

。
寺
の
由
来
記
に
日
く
「
慶
長
ヨ

年
の
兵
火

に
か
か
り
、
七
堂
伽
藍

焼
失
し
た
が
、
み
仏
は
災
を
の
が

れ
た
」

と
座
長
七
年
の
記
録
で
あ

る
。
（
真
実
な
ら
ば
三
百
六
十
年

の
昔
）

沼
田
神
社
の
木
殿
、
二
十
四
孝
の

彫
刻
は
、
信
夫
山
羽
黒
山
と
同
人

の
作
ら
し
く
、
こ
れ
も
二
百
年
前

の
も
の
か
と
い
う
。

午
後
は
、
塚
野
目
の
舘
址
と
、
徳

江
区

長
さ
ん
に
代
々
伝
わ
る
古
文

書
の
調
査
の
二
班
に
分
か
れ
る
。

古
文
書
班
の
庄
司
先
生
は
徳
江
区

長
の
唐
び
っ
か
ら
、
万
治
年
間
、

延
宝
年
間
の
検
地
台
帳
を
見
出
し

て
、
貴
電
な
も
の
だ
と
の
折
紙
を

つ
け
る
。
こ
れ
は
、
徳
川
家
綱
時

代
で
あ
る
か
ら
、
三
百
年
前
の
も

の
で
正
確
な
古
記
録
で
あ
る
。

大
竹
正
三
郎
教
授
の
一
行
は
、

①
奈
良
朝
末
期
の
公
分
田
の
条
理

が
徳
江
区

域
全
般
に
残
っ
て
い

る
ら
し
い

③
観
音
寺
中
心
の
古
代
寺
院
の
規

模
を
大
体
っ
か
ん
だ

③
塚
野
目
か
ら
は
、
弥
生
式
土
器

が
出
土
し
、
小
学
校
の
円
筒
埴

輪
、
塚
野
目
公
民
舘
の
土
器
な

ど
が
今
後
の
調
査
に
興
味
深
い

④
鎌
倉
末
期
の
舘
址
ら
し
い
の
が

二
つ
あ
っ
て
新
調
査
を
し
た
い

な

ど
と
語
ら
れ
た
。

こ
う
し
て
数
々
の
成
果
を
挙
げ
た

が
、
何
し
ろ
調
査
の
範
囲
が
広
い

と
こ
ろ
に
調
査
団
の
規
模
が
小
さ

か
っ
た
た
め
に
、
今
後
の
研
究
の

端
緒
を
つ
か
ん
だ
に
す
ぎ
な
か
っ

た
か
も
知
れ
な
い
。
福
島
の
史
学

研
究
会
で
は
、
国
見
町
教
育
委
員

会
と
協
力
し
て
、
更
に
本
格
的
調

査
に
の
り
だ
し
た
い
と
い
う
。

（

森

野

草

中

記

）

○
火

の

用

心

…
…

出

し

て

消

す

よ

り

出

さ

ぬ

が

て

が

ら



町
ぐ
る
み
火
の
用
心

に
努
め
ま
し
よ
う

少

々
な
ま
な
ま
し
・い
話
で
恐
縮

で
す
が
、
ま
ず
こ
の
二
枚

の
写
真

を
ご
ら
ん
下
さ
い
。
只
今

、
板
橋

地

内
に
建
設
中
の
公

営
住
宅
は
、

二

十
戸
、
一
七
〇
坪
、
四
一
三
万

円
の
予
算
で
あ
る
こ

と
は
、
前
号

「
議
会
だ
よ
り
」
で
ご
承
知
の
通

り
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
先
日
の
公

立
病
院

の
火
災
で
は
、
わ
ず
か
一
時
間
た

ら
ず
で
、
三
三
〇
坪

、
一
千
余
万

円
の
建
物
が
煙
と
な
っ

た
わ
け
で

す
。
経
済
的
に
み
れ
ば
、
二
倍
の
損

害
だ
け
で
す
み
ま
す

が
、
精
神
的

に
み
る
と
き
、
到
底
は
か
り
知
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
思

い
ま
す
。

こ
れ
が
個
人
の
も
の
で

あ
る
と
き

そ
の
打
撃
は
ま
た
、
格
別

の
も
の

が
あ
り
ま
す
。

、
あ
ら
ゆ
る
工
夫
と
努
力

を
し
て

わ
が
町

か
ら
火
災
を
追
放
し
よ
う

七

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ま
ず
、
こ

の
写
真
を
ご
ら
ん
に
な
っ

た
方
は

次
の
こ
と
に
つ
い
て
、
今
す
ぐ
心

を
向
け
て
下
さ
い
。

火
災

予
防

自
己
診
断
十
二
章

①

子

ど

亀

の

火

わ

す

ら

③

た

き

火

し

た

ま

ま

は

な

れ

る

ト

ー
　
い

ろ

り

い

か

ま

ど

、

ふ

ろ

ば

屋

外

、・

山

、

ス

ト

ー

ブ

な

ど

③

取

り

灰

の

し

ま

つ

④

電

熱

器

類

の

使

用

▽

’

・
・

｀
ソ

Ｗ

、
ア

イ

ロ

ン
Ｊ
、
こ

た

つ

④

ち
ｙ
｀
う

ち

ん

の

置

き

わ

す

れ

・

④

か
ま
ど
や
ふ
ろ
ぱ
の
構
造

⑦
煙
と
つ
の
構
造
と
掃
除

⑧
酒
や
た
ば
こ
と
火
事
と
の
関
係

⑨
家
庭
円
満
と
火
の
用
心

⑩
家
庭
や
職
場
の
火
気
責
任
者

⑨
日
宿
直
員

の
巡
視

⑩
婦
人
消
防
団
の
自
覚

○
火
事
が
お
き
た
ら
小
さ
い
う
ち

に
消
し
と
め
る
工
夫

出
火
御
詫

こ
の
庚
の
出
火

に
際
し
ま
し
て

は
皆
様
方
に
多
大
の
御
迷
惑
を

お
か
け
致
し
ま
し
て
誠
に
申
訳

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

幸
に
一
人

の
負
傷
者
も
な
く
且

つ
折
柄
の
強
風
下
に
も
か
Ｘ
わ

ら
ず
結
核
病
棟
の
み
の
焼
失
に

と
ど
め
得
ま
し
た
こ
と
は
、
こ

れ
ひ
と
え
に
消
防
団

を
始
め
皆

様
方
の
御
尽
力
の
た
ま
も
の
と

澂
く
感
謝
致
し
ま
す
。
　

・

消
防
団
並
に
婦
人
会
の
御
奉
仕

に
よ
り
ま
し
て
、
焼
跡
の
整
理

も
完
了
致
し
ま
し
た
の
で
、
一

日
も
早
く
再
建
い
た
す
所
存
で

ご
ざ
い
ま
す
。

こ
ゝ
に
紙
上
を
お
借
り
敖
し
ま

し
て
御
詫
び
旁

々
御
厚
礼
申
ｈ

げ
ま
す
。

二
日
十
三
日

公
立
藤
田
綜
合
病
院

病

院

長

高
屋

宗
雄

管

理

者

国
見
町
長

赤
井
畑
直
蜀

町
民
各
位

今
年
こ
そ
非
行
少
年
を

座

く

し

ま

し

よ

う

桑
折
署
管
内
で
、
昨
年
度
中
、

問
題
少
年
と
し
て
補
導
さ
れ
た
者

は
、
次
の
通
り
で
す
。

犯
罪
少
年
　
　
　
　

三
六
名

非
犯
少
年
　
　
　
　

一
七
名

触
法
少
年
　
　
　
　

一
一
名

交
通
違
反
少
年
　
　

Ξ
六
名

計
　
　
　
　
　

一
〇
〇
名

犯

罪

少

年

と

は

、

十

四

才

以

上

二

十

才

未

満

で

、

暴

行

、

傷

害

、

窃

盗

、

恐

翳

な

ど

刑

法

の

罪

を

犯

し

た

者

で

す

。

虞

犯

少

年

と

は

、

た

ば

こ

を

吸

っ

た

り

、

酒

を

飲

ん

だ

り

、

夜

遊

び

し

た

り

、

家

出

を

し

た

り

。

不

良

交

遊

を

し

た

り

し

て

い

て

、

今

一
。
歩

進

め

ば

罪

を

犯

す

お

そ

れ

が

あ

る

少

年

の

こ

と

で

す

。

・

触

法

少

年

と

ぼ

い

十

四

才

未

満

で

、

刑

法

千

そ

の

俗

の

法

に

触

れ

る

行

為

を

し

た

少

年

で

す

。

二

岔

だ

交

通

違

反

少

年

は

、

バ

孑

。

夕

の

無

免

許

運

転

や

ス

ピ

ー

ド

違

反

、
’
自

転

車

の

’二

入

乗

り

、

夜

間

自
転
車
の
無
灯
火
な
ど
で
交
通
違

反
を
犯
し

た
少
年
で
す
。

厂

こ
れ
を
前
年
度
に
く
ら
べ
る
と

全
体
の
数
で
は
八
名
滅
っ
て
い
る

が
、
内
容
的
に
は
ツ
犯
罪
少
年
が

三
名
、
触
法
少
年
が
Ｉ
〇
名
も
増

し
て
い
ま
す
。
近
頃
の
傾
向
と
し

て
犯
罪
の
態
様
が
、
暴
行
、
傷
害

、
恐
喝
な
ぞ
、
兇
悪
化
集
団
化
し

て
お
り
、
し
か
も
低
年
層
に
移
行

し
て
お
り
ま
す
。

今
年
こ
そ
は
、
関
係
機
関
相
互

に
連
絡
を
密
に
し
、
地
域
社
会
一

体
と
な
っ
て
、
非
行
の
防
止
と
青

少
年
健
全
育
成
の
た
め
、
正
し
い

理
解
と
愛
情
を
も
っ
て
、
ひ
た
む

き
な
熱
情
を
捧
げ
た
い
も
の
と
念

願
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

（
桑
折
署
だ
よ
り
よ
り
抜
）

成
人
病
の
大
関

「
ガ
ン
」
早
期

発

見

の
十

ヶ
条

一

、
原
因
が
わ
か
ら
ず
、・
痛
み
も

な
い
の
に
、
や
せ
て
き
て
顔
色

が
わ
る
く
な
り
、
貧
血
し
て
く

る
こ
と
は
な
い
か
。
（

す
べ
て

の
ガ
ソ
）

二
、
な
が
ら
く
胃
腸
の
具
合
が
わ

る
く
は
な
い
か
、
食
欲
は
お
と

ろ
え
な
い
か
。
（
胃

ガ
ソ
）

丕
、
お
り
も
の
が
ふ
え
た
り
、
血

が
ま
じ
つ
た
り
し
な
い
か
、
不

定

期
出
血
や
接
触
出
血
は
な
い

か
。
（
子
宮
ガ
ソ
）

ぎ
、
乳
房
の
な
か
に
な
が
く
消
え

な
い

シ
コ
リ
は
な
い
か
。
（
乳

。が
ｙ
）

五
、
も
の
を
の
み
こ
む
と
き
、
つ

か
え
る
様
な
気
が
し
な
い
か
。

（
食
道

が
ｙ

）

六
、
便
通
の
調
子
が
く
る
つ
た
り

血
が
ま
じ
つ
た
り
し
な
い
か
。

（
大
腸

ガ
ソ
、
直
腸

ガ
ソ
）

七
、
せ
き
が
な
が
く
続
い
た
り
、

痰

に
血
が
ま
じ
つ
た
り
し
な
い

か
。
（
肺

ガ
ソ
）

八
、
声
が
か
す
れ
て
、
な
が
く
治

ら
な
い
こ
と
は
な
い
か
。
（

喉

頭

ガ
ソ
）

九
、
口
の
中
や
皮
膚
に
、
洽
り
に

く
い
潰
瘍
は
な
い
か
。
（
舌
ガ

ソ
、
皮
膚

ガ
ソ
）

十
、
尿
の
出
が
わ
る
か
つ
た
り
、

血
が
ま
じ
つ
た
り
、し
な
い

か
。

（
腎
臓
ガ
ソ
、
膀
胱
ガ
ソ
、
茹

立
腺
ガ
ソ
）

青
年
学
級
開
設

の

申
請
を
し
ま
し
ょ
う

青
年
学
級
は
希
望
者
の
申
請
を
ま

つ
て
開
設
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け

で
す
。
三
十
五
年
度
の
学
級
を
開

設
す
る
準
備

を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
、
希
望
者
は
至
急
申
請

書
を
出
す
様
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

渮
こ
の
仕
事
は
い
便
宜
上
、
各
地

区
の
現
在
の
青
年
学
級
で
お
世
話

し
て
下
さ
い
。
新
し
い
中
学
卒
業

生
な

ど
、
脱
落
者
が
な
い
よ
う
、

ご
注
意
下
さ
い
。

（
国

見
町
教
育
委
員
会

）

梅
宮
主
事
を
囲
ん
で

「

石

母

田

文

化

」

を

語

る
会

前
号
で
お
知
ら
せ
し
た
通
り
、
一

月
二
十
六
日
県
教
委
梅
宮
茂
先
生

を
よ
ん
で
、
石
毋
田
区

内
の
文
化

財
の
研
究
会

を
開
い
た
。
石
母
田

郷
に
は
、
え
そ
’と
呼
ば
れ
る
先
住

民
族
の
遺
跡

が
あ
り
、

早
く

か
ら

相
当
の
文
化

か
あ
つ
だ
と
い
わ
れ

て
い
た
。
先

生
は
人
も
知
る
考
古

学
の
権
威
、
県
文
化
財
保
護
委
員

を
兼
ね
て
い
る
篤
学
の
士
、
午
前

中
、
会
長
松
浦
権
次
郎
氏
宅
に
佐

藤
舘
長
、
高
橋
市
郎
氏
そ
の
他
地

元
有
志
参
集
し
て
、
出
土
品
や
古

文

書
な
ど
に
つ
い
て
研
究
し
て
い

た
だ
く
。
は
た
し
て
平
安
時
代
の

須

恵
器
、
み
ご
と
な
紋
様
あ
る
布

自
瓦
、
弥
生
稲
作
住
民
の
使
っ
た

と
い
わ
れ
る
石
器
等
、
県
内
で
も

珍

ら
し
い
発
掘
物
で
お
る
と
、
先

生
も
大
喜
び
で
あ
っ
た
。
特

叺
布

目
瓦

は
原
形
そ
の
ま
ま
の
「
の
き

瓦
」
で
、
’こ
の
瓦
を
い
た
だ
い
た

「
正
玄
堂
」
の
壮
麗
さ
が
想
像
さ

れ
る
。

午
後
は
公
民
舘
で

―
、
新
し
い
地
方
史
研
究
の
在
り

方

２

、
古
代
の
石
母
田

３

、
中
世
に
お
け

る
石
母
田

４

、
近
世

に
お
け

る
石
母

田

と
石
母
田
の
沿
革
を
概
観
し
、
そ

こ
に
現
在
区
内
に
残

る
文
化
財
を

位
置
づ
け
、
特
に
、
石
母
田
氏
と

伊
達
氏
と
の
関
係
、
藤
田
城
合
戦

の
こ
と
一
寧
一
山

の
碑
の
由
来
や

碑
文
の
解
釈
な
ど
会
衆
に
多
大
の

感
銘
を
与
え
質
疑
応
答
に
移
る
。

集

る
も
の
六
十
余
名

、
夕
闇
せ
ま

る
も
話
は
っ
き
ず
、
雪

ど
け
を
待

っ
て
現
地
調
査
を
行
う
こ
と
を
申

し
合
せ
、
数
数
の
収
穫
を
あ
げ
て

午
后
五
時
解
散
し
た
。

婦人学級の学習活動は
ど う す れ ば よ い か ？

…伊達管内婦人の集い…

本

月
十
一
日
、
藤
田
小
学
校
に
管

内
婦
人
学
級
の
研
究
集
会
が
開
か

れ
、
管
内
三
十
五
の
婦
人
学
級
か

ら
は
そ
れ
ぞ
れ
五
上
（
名

づ
つ
の

代
表
が
参
加
し
、
「
婦
人
学
筱
の

学
習
活
動
を
よ
り
深
め
、・
更
に
効

果
を
あ
げ
る
に
ぱ
ど
う
す
れ
ば
よ

い
か
」
と
い
う
ね
ら
い
と
で
研
究

し
た
。
こ
れ
は
伊
達
管
内
公
民
舘

連
絡
協
議
会
、
県
教
委
事
務
局
伊

達
出
張
所
並
に
国
見
町
教
育
委
員

会
の
共
催
で
、
毎
年
各
町
輪
番

に

行
ね
れ

る
も
の
、
講
師
之
し
て
は

『
県
よ
り
社
会
教
育
主
事
渡
辺

キ
ミ

先
生
、
伊
達
出
張
所
よ
り
辺
見
正

治
所
長
と
安
斉
武
先
生
、
更
に
県

教
委
婦
人
教
育
指
導
員
古
宮
千
代

先
生
等
を
招
き
、
先
ず
藤
田
婦
人

学
級
を

｀
デ
ル
に
小
集
団
並
に
ク

ラ

ブ
の
学

習

活

動
の
実

際
を
見

る
。
次
に
学
習
計
画
や
小
集
団
学

習
、
部
落
学
習
、
ク
ラ
ブ
学
習
の
四

つ
に
つ
い
て
実
践
報
告
を
す
ゐ
。

午
後
は
四

分
科
に
わ
か
れ
、
話
し

合
い
を
し
、
全
体
討
議
を
し
て
閉

会
と
な
っ

た
。

【
写
真
一

は
料
理
ク
ラ
ブ

み

ん
な
で
…
…

幸
福
な
生
活
を

赤
津
千
町
先
生

の
か
話

三
十
分
と
い
う
切
り
っ
め
た
時
間

で
あ
っ
た
が
、
先
生
は
、
新
生
活

運
動
の
ね
ら
い
や
方
法
に
つ
い
て

要
領
よ
く

お
話
し
に
な
り
、
会
員

に
溲
い
感
銘

を
あ
た
え

た
。
も
ち

ろ
ん
会
場
に
ょ
っ
て
多
少
の
違
い

が
あ
っ
た
が
、
そ
の
要
点

を
メ
モ

帳

か
ら
拾
っ
て
み

る
。
。

○
新
生
活
運
動
と
い
う
と
商
店
界

で

は
反
対
す
る
が
、
決
し
て
物

を
買
わ
な
い
運
動
で
は
な
い
。

○
生
産
を
高
め
、
消
費
を
正
常
化

し
て
経
済
を
礁
た
か
に
し
、
家

庭
生
活
を
た
の
し
く
す
る
運
動

で
あ
る
。

○
ま
わ
り
の
農
家
が
よ
く
な
れ
ば

商
工
業
者
も
よ
く
な
る
、
「
自

分
さ
え
も
う

か
れ
ば
よ
い
」
で

は
だ
め
。

○
一
人
一
人
が
新
生
活
を
う
ち
立

て
て
い
く
工
夫
と
努
力
か
ら
。

○
自
分
で
よ
い
と
思
っ
た
こ
と
は

他
人
に
も
す
す
め
る
。

○
一
人
一
人
の
困
り
ご
と
、
願
い

事
を
解
決
す
る
。

○
世
間
に
は
人
よ
り
物
を
大
切
に

す

る
考
え
が
あ
る
、
子
供
や
召

使
も
人
間
と
七
て
取

扱
う
Ｏ

Ｏ
人
間
関
係
を
よ
く
す
る
努
力
が

大
切
、
家
庭

内
で
父

親
だ
け
が

い
ば

る
こ
と
や
、
男
女
の
差
別

を
な
く
す
る
。

○
家
計
簿
や
農
業
簿
記
な
ど
の
記

録
生
活
を
す
す

め
、
自
分
の
く

ら
し
む
き
、
く
ら
し
方
を
自
分

の
前

に
と
り
出
し
て
み
る
。
・

○
新
生
活
運
動
は
、
古
い
習
慣
と

の
だ
た
か
い
で
あ
る
。

○
一
人

一
人
の
力
で
で
き
な
い
こ

と
は
部
落
で
話
し
あ
い
、
力
を

合
せ
て
実
行
す
る
。
申
し
合
せ

た
ら
必
ら
ず
実
行
す
る
こ
と
が

大
切
。

○
部
落
だ
け
で
は
う
ま
く
い
か
な

い
こ
と
は
地
区
や
町
の
問
題
と

し
て
、
よ
り
多
く
の
人
と
話
し

合
う
。

○
こ

の
運
動
を
す
す
め
る
と
き
。

一
部
の
役
員
や
顔
役
に
ば
か
り

ま
か
せ
き
る
こ
れ
な
く
、
各
層

か
ら
代
表
を
出
し
て
世
話
人
会

を
作
る
。
そ
の
構
成
は

老
人
代
表
、
青
年
代
表
、
婦
人

代
表
、
跛
代
表
、
行
政
担
当
者

代
表
（
区

長
と
か
部
落
長
）
議

会
議
員
、
職
員
代
表
な
ど

みどり号

新
生
研
を
か
え
り
み
て

ｊ
一Ｃ

楽

し
く
…

…
明

る

い
…
…

新

生
活

を
き

ず
く

た
め

に

ち
ぇ
と
力
を
出
し

合
い
ま
し
よ
う

み
ど
り
号
を
迎
え
て
の
新
生

活
運
動
推
進
研
究
会
が
町
民
各

位
の
ご
協
力
で
、
予

想
以
上
の

成
果
を
あ
げ
得
た
こ
と
は
、
前

号
で
お
知
ら
せ
し
た
通
り
で
あ

る
が
、
そ
の
と
き
話
し
あ
わ
れ

た
こ
と
を

、
各
地
区

の
記
録

を

た
ど
つ
て
ま
と
め
て
み
た
。
み

ぢ
か
い
文
章
に
あ
ら
わ
す
た
め

各
会
場
の
詳
細
な
・記
録
も
十
分

そ
の
意
を
尽
く
せ
ぬ
う
ら
み
が

あ
る
事
を
お
許
し
願

い
ま
す
。

仕
事
も
財
布
も
家
族

み
ん
な
の
話
し
お
い
で

第
一
分
科
会
　

家
庭

や
社
会
の

民
主
化

に
つ
い
て

―
、
家
の
経
済

収
入

と
方《
出
）

の
す
が
た
を
家
族

み
ん
な
に

・
知
ら
せ
、
協
力
す

る
為
に
み

ん
な
で
家
計
簿
を
記
入
す
る

２
、
家
族

の
話
し
あ
い
（
家
族

会
譲
）
を
開
い
て
、
農
業
経

営
や
生
活
す

べ
て
に
つ
い
て

話
し
あ
う
。
子
供
の
言
分
、

女
の
言
分
も
よ
く
き
く
。

３
、
仕
事
の
分
担
を
よ
く
考
え

家
族
協
力
し
て
や
る
よ
う
に

す
る
。
特

に
主
婦
や
跛
の
仕

亊
が
多
す
ぎ
な
い
よ
う
。

４

、
家
族
み
ん
な
で
楽
し
む
工

夫
を
す

る
。
特
に
お
正
月
や

節
句
お
祭
り
な
ど
家
族
木
位

に
考
え
る
。

５
、
近
隣
の
人
間
関
係
を
よ
く

す
る
た
め
の
工
夫
を
す

る
。

例
え
ば
、
話
し
あ
い
や
楽
し

み
の
会
を
も
つ
。
部
落
常
会

合
同
新
年
会

、
映
画
会

、
’協

同
作
業
、
協
同
炊
事
、
協
同

利
用

心
共
同
研
究
な
ど
共
同

生
活
の
場
を
も
つ
。

み
え
を
捨
て
卵
貯
金

で
台
所
改
善
な
ど

第
二
分
科
会
　

生
活
を
便
利
で

心
地
よ
い
よ
う
に
す

る
に
は

１
、
台
所
や
風
呂
場
を
改
善
す

る
。
そ
の
た
め
に
は
無
尽
や

卵
貯
金
な
ど
の
目
的
貯

金
を

す
る
。

２
、
簡
易
水
道
を
作
り
た
い
。

個
人
で
や
れ
ば
四
～
五
万
か

か
る
と
こ
ろ
、
協
同
で
や
れ

ぱ
二
～
三
万
で
で
き
る
だ
ろ

３

、
着
物
の

ム
ダ
を
な
く
し
た

い
。

４

、
跛
入
の
支
度
や
咼
物
に
つ

い
て
世
間
（
姑
や
娘
た
ち
）
の

口
が
う
る
さ
い
の
で
、
ム
ダ

と
思

い
懴
が
ら
用
意
す
る
。

５
、
食
生
活
の
改

善
に
つ
い
て

主
婦
や
筺
に
勉
強
の
時
間
を

与
え
れ
ば
改
善
で
き

る
。

６

、
晨
休
日
を
設
定
し
て
も
ら

い
た
い
。

７

、
坐
わ
る
生
活
か
ら
腰
か
け

る
生
活
へ
。

８

、
着
物
は
健
康
的
で
働
き
よ

い
も
の
を
工
夫
す
る
。

大

安

日
に
も
「
け

が
」

や
「
火

事
」
、
ひ

の
え

う

ま
で

も
夫

婦
円

満

第
三
分
科
会
　

迷
信
や
陋
習
を

打

破

す

る

に

は

Ｉ

、

作

物

の

作

付

や

食

物

に

っ

い

て

の

迷

信

は

、

栄

養

摂

取

と

い

う

点

に

問

題

が

あ

る

場

合

、

ぜ

ひ

な

く

し

た

い

。

き

う

り

や

か

ぼ

ち

や

を

作

れ

’、
な

い

家

と

か

、

妊

婦

が

兎

肉

を

食

べ

る

と

み

っ

く

ち

の

子

が

で

き

る

と

か

Ｏ
　
　

・
’

。

２

、

友

引

と

か

仏

滅

と

か

、

「

日

」

を

え

ら

ぶ

こ

と

な

ど

大

・
　
し

た

意

味

が

な

い
・
。

大

安

日

に

も

け

が

す

る

人

も

あ

り

、

火

災

も

あ

る

。
。

３

、

厄

年

に

っ

い

て

ほ

ん

と

５

に

病

気

や

け

が

が

多

い

か

ど

う

か

を

調

ぺ

た

ら

別

段

変

り

が

な

か

っ

た

と

い

５

．

４

、

厄

払

い

、

年

祝

い

な

ど

七

な

け

れ

ば

、

ほ

ん

と

に

病

気

や

災

難

が

あ

る

と

は

考

え

ら

れ

な

い

。

そ

ん

な

こ

と

で

、

お

互

に

金

や

神

経

を

つ

か

い

た

く

な

い

。

５

、

「

ひ

の

え

う

ま

」

の

人

は

却

っ

て

夫

婦

円

満

で

立

派

な

家

庭

を

営

ん

で

い

る

人

が

多

い

と

か

。

夫

婦

の

合

性

な

ど

も

あ

て

に

な

ら

な

い

。

編

集

後

記

○
郷
士

の
文
化
を
研
究
し
、
こ
れ

を
保
存
し
よ
う
と
す

る
運
動
、

東
西

相
呼
応
し
て
お
こ
る
。
古

き
を
訪
ね
て
新
し
き
を
知
る
。

○
み
ん
な
で
話
し
あ
い
、
申
し
合

せ
灯
こ
と
は
必
ず
実
行
す

る
。

よ
い
ご
と
を
す
る
に
は
ば
か
る

必
要
は
な
い
。

Ｏ
「
互
に
恵

め
、
自
ら
伸
び
よ
」・

こ
れ
は
大
木
戸
中
学
校
の
校
訓

で
あ
る
。
他
人
と
協
調
し
な
が

ら
大
い
に
伸
び
て
も
ら
い
た
い

の
が
真
意
で
す
。

○
春
と
も
な
れ
ば
い
ろ
い
ろ
の
心

配

ご
と
が
打
ら
わ
れ
る
。
。

日
く
火
の
用
心

・
　

、．

曰
く
青
少
年
の
不
良
化
問
題

曰
く
入
学
試
験

ド
　

ノ

曰
く
成
人
病

．

○
青

少

年

の

健

全

育

成

に
・
努

め

ま
・
し

よ

７ヽ

⑨
Ｊ（
二
擱
―
関

係
ソ
…・・「・
お

互
二
に

相
一
手
一
Ｑ
二
立

場

を

考

え

て

や

り

ま

し

よ

う
‘
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