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令
和
四
年
十
二
月 

第
九
一
号 

◇ 

村
の
景
観
と
歴
史
・
人
物(

10)
 

◇ 

民
具
が
語
る
生
活
史(

民
具
⑱
ラ
ン
ビ
キ) 

◇ 

方
言
一
考(

ひ
と
か
た
げ) 

 

◇ 

モ
ノ
言
う
も
の(

一
揆
禁
止
の
高
札) 

◇ 

歴
史
館
行
事
の
報
告
・
お
知
ら
せ 

 

 

村
の
景
観
と
歴
史
・
人
物(

10) 

峠
を
越
え
た
人
た
ち
① 

イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

渡 

辺 

伸 

栄 

 

盆
地
の
我
が
村
に
、
無
数
の
峠
。
峠
は
手
向
け
。

来
る
者
は
拒
ま
ず
、
去
る
者
は
追
わ
ず
。
有
名
無
名
、

峠
を
越
え
た
人
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
。 

 

初
回
は
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド 

 

隣
の
置
賜
で
「
米
沢
街
道
十
三
峠
」
と
言
え
ば
、

「
あ
ぁ
、
バ
ー
ド
か
っ
」
と
返
っ
て
く
る
。
そ
れ
ほ

ど
の
超
有
名
人
。
何
し
ろ
、
置
賜
盆
地
を
指
さ
し
て

「
お
ー
、
東
洋
の
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
！
」
と
褒
め
称
え

た
人
だ
か
ら
。 

 

今
さ
ら
バ
ー
ド
で
も
な
い
だ
ろ
う
、
と
言
わ
れ
る

の
が
お
ち
か
？
い
や
、
ま
て
ま
て
、
今
回
は
、
ア
ル

カ
デ
ィ
ア
で
は
な
く
、
我
が
村
の
話
だ
。 

 

明
治
十
一
年
七
月
十
一
日 

 

こ
の
日
、
バ
ー
ド
は
黒
川
を
出
発
し
て
沼
に
宿
泊

し
た
。 

 

我
が
村
の
通
過
は
、
悪
路
と
大
雨
で
大
変
な
苦
労

だ
っ
た
。
だ
か
ら
か
、
村
の
中
心
部
に
つ
い
て
は
、

ク
ル
マ
で
「
関
」
を
通
っ
た
と
書
く
だ
け
で
、
ほ
か

に
何
も
な
い
。 

 

ク
ル
マ
と
は
人
力
車
の
こ
と
。
雨
の
中
、
人
力
車

に
乗
っ
て
通
過
に
精
一
杯
。
周
り
を
見
る
余
裕
も
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
通
説
ら
し
い
。 

 

と
こ
ろ
が
、
世
の
中
に
は
、
通
説
ぐ
ら
い
で
は
納

得
し
な
い
人
が
必
ず
い
る
。
こ
う
い
う
人
の
お
か
げ

で
、
誤
っ
た
歴
史
は
塗
り
替
え
ら
れ
、
進
歩
す
る
。 

 

見
ず
知
ら
ず
の
メ
ー
ル 

 

去
年
の
こ
と
。
大
学
教
授
を
退
職
後
、
バ
ー
ド
の

旅
程
を
研
究
し
て
い
る
と
自
己
紹
介
で
始
ま
る
メ

ー
ル
。 

 

バ
ー
ド
が
関
川
村
を
通
過
し
て
い
る
な
ら
、
有
名

な
渡
邉
邸
を
書
か
な
い
な
ん
て
あ
り
え
な
い
。
き
っ

と
下
関
を
通
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
、
考

え
て
い
た
時
に
、
私
の
Ｈ
Ｐ
「
古
道
探
索
記
」
が
目

に
留
ま
っ
た
の
だ
と
。 

 

黒
川
か
ら
下
関
を
通
ら
ず
上
関
へ
出
る
古
道
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
辺
り
の
古
道
の
詳
細
を

教
え
て
ほ
し
い
。
こ
れ
が
メ
ー
ル
の
主
旨
。 

 

「
バ
ー
ド
の
日
本
紀
行
」 

 

も
う
十
年
以
上
前
の
こ
と
。
こ
の
本
（
講
談
社
学

術
文
庫
）
を
読
ん
だ
と
き
私
も
、
渡
邉
邸
が
出
て
こ

な
い
の
は
お
か
し
い
と
思
っ
た
。
あ
の
大
邸
宅
の
す

ぐ
前
の
道
を
通
っ
て
い
な
が
ら
、
ど
う
し
た
こ
と
か

と
。 

 

日
光
で
泊
ま
っ 

た
金
谷
邸
に
つ
い 

て
は
、
邸
内
の
素 

晴
ら
し
さ
と
も
に
、 

そ
こ
の
家
族
の
暮 

ら
し
に
つ
い
て
も 

詳
し
く
書
い
て
い 

る
。
家
人
の
教
養 

と
文
化
の
高
さ
、 

し
つ
け
と
教
育
の 

行
き
届
い
た
子
ど 

も
た
ち
。
よ
ほ
ど 

感
心
し
た
ら
し
い
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

↑
黒
沢
宿 
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も
し
、
渡
邉
邸
に
泊
ま
っ
て
い
た
ら 

 
渡
邉
家
の
文
化
と
財
力
は
、
金
谷
家
以
上
。
ア
ル

カ
デ
ィ
ア
ど
こ
ろ
か
、「
お
ー
、
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
」

と
か
「
ア
カ
デ
ミ
カ
リ
ー
」
と
か
、
言
っ
て
く
れ
た

の
で
は
。 

 

金
谷
邸
は
そ
の
後
ホ
テ
ル
に
な
っ
て
、
今
も
、
バ

ー
ド
の
部
屋
が
保
存
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
。
渡
邉
邸

に
も
し
泊
ま
っ
て
い
れ
ば
、
村
の
名
所
が
も
う
一
つ

増
え
た
の
に
。 

 

が
、
し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
渡
邉
邸
は

旅
館
で
は
な
い
。
今
で
い
え
ば
商
社
兼
金
融
業
。
だ

か
ら
、
泊
め
て
も
ら
お
う
な
ど
と
思
う
は
ず
も
な
い
。 

 

つ
い
で
に
言
え
ば
、
渡
邉
邸
を
豪
農
の
館
と
い
う

の
も
ど
う
な
の
か
と
思
う
が
、
今
は
そ
れ
に
触
れ
な

い
。 

 

さ
て
、
彼
の
メ
ー
ル
の
件 

 

 

バ
ー
ド
が
、
通
っ
た
と
書
い
た
「
関
」
は
、
下
関

で
は
な
く
上
関
だ
と
、
メ
ー
ル
の
主
は
お
っ
し
ゃ
る
。 

 

そ
こ
が
気
に
入
っ
た
。 

 

い
つ
か
の
「
い
わ
か
が
み
」
（
八
六
号
）
で
も
書

い
た
が
、
関
は
関
所
の
関
。
関
所
は
上
関
に
あ
っ
た
。

だ
か
ら
、
「
関
」
は
上
関
。
こ
の
方
、
よ
く
分
か
っ

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
す
ば
ら
し
い
。 

 

だ
か
ら
、
古
道
の
地
図
を
添
え
て
丁
寧
に
返
信
し

た
。 

 

現
在
の
Ｒ
二
九
〇
の
大
長
谷
か
ら
幾
地
、
鮖
谷
、

安
角
、
沼
へ
、
米
沢
街
道
の
裏
道
「
名
倉
道
」。
そ

の
途
中
、
鮖
谷
か
ら
は
下
川
口
へ
つ
な
が
る
。
大
石

川
左
岸
を
通
れ
ば
六
本
杉
。
こ
こ
は
上
関
村
の
内
。

と
は
い
え
、
六
本
杉
を
「
関
」
と
い
う
に
は
無
理
が

あ
り
、
こ
れ
は
カ
ッ
ト
。 

 

上
関
へ
出
る
と
す
れ
ば
、
山
道
か
ら
鮖
谷
へ
は
下

ら
ず
、
そ
の
手
前
で
尾
根
筋
を
北
上
す
る
長
峰
の
道

も
あ
っ
た
。 

 

要
す
る
に
、
古
道
マ
ニ
ア
と
し
て
知
っ
て
る
ル
ー

ト
を
残
ら
ず
提
供
申
し
上
げ
た
。 

 

論
文
が
ま
と
ま
っ
た
ら
送
る
と
の
こ
と
だ
っ
た

が
、
ま
だ
、
な
い
。
長
峰
の
尾
根
上
に
道
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
人
力
車
で
通
る
の
は
さ
す
が
に
無
理
だ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 
と
も
あ
れ
、
バ
ー
ド
は
、
そ
の
翌
日
、
難
儀
な
思

い
を
し
な
が
ら
無
事
大
里
峠
を
越
え
た
。 

 

小
国
の
町
の
こ
と
も
、
人
夫
と
一
緒
に
囲
炉
裏
を

囲
ん
だ
こ
と
だ
け
だ
か
ら
、
渡
邉
邸
が
書
い
て
な
く

と
も
、
そ
れ
ほ
ど
不
思
議
で
も
な
い
と
い
え
ば
、
言

え
る
。 

 

夏
の
キ
ュ
ウ
リ 

 

渡
邉
邸
よ
り
面
白
い
の
が
、
こ
の
野
菜
の
こ
と
。 

 

こ
れ
ほ
ど
キ
ュ
ウ
リ
を
食
べ
る
地
方
を
見
た
こ

と
が
な
い
と
、
黒
川
に
来
て
バ
ー
ド
は
驚
い
て
い
る
。

子
ど
も
た
ち
は
朝
か
ら
晩
ま
で
か
じ
っ
て
い
る
し
、

母
親
の
背
で
赤
子
ま
で
し
ゃ
ぶ
っ
て
い
る
と
。 

 

バ
ー
ド
の
書
き
ぶ
り
は
、
前
後
入
り
組
ん
で
場
所

は
厳
密
で
な
い
。 

 

我
が
家
の
初
代
は
慶
応
元
年
生
ま
れ
で
、
生
家
は

上
関
本
村
の
宿
場
通
り
。
キ
ュ
ウ
リ
を
し
ゃ
ぶ
る
妹

の
子
守
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

 

子
ど
も
の
こ
ろ
の
私
の
夏
も
、
い
つ
も
キ
ュ
ウ
リ

だ
っ
た
。
手
の
平
に
握
っ
た
塩
を
つ
け
て
、
そ
れ
を

食
い
な
が
ら
川
泳
ぎ
へ
。
夏
の
毎
日
。 

 

そ
れ
で
今
で
も
、
年
中
、
我
が
家
の
食
卓
に
キ
ュ

ウ
リ
は
欠
い
た
こ
と
が
な
い
。 

 
 

↓
上
関
宿 
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民
具
が
語
る
生
活
史 

民
具
⑱
ラ
ン
ビ
キ 

 
初
夏
に
、
新
発
田
市
米
倉
の
「
東
北
民
藝
館
」
を
訪

れ
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
米
倉
は
、
会
津
街
道
の
宿

駅
に
し
よ
う
と
近
隣
の
家
々
を
集
住
さ
せ
て
作
ら
れ

た
集
落
と
い
わ
れ
、
い
ま
で
も
街
道
の
雰
囲
気
を
残
し

て
い
ま
す
。
米
倉
に
あ
る
「
東
北
民
藝
館
」
は
、
こ
の

地
の
豪
農
、
肥
田
野
家
の
邸
内
８
つ
の
建
物
に
、
主
に

東
北
地
方
で
集
め
ら
れ
た
民
具
・
骨
董
を
１
万
点
以
上

所
蔵
す
る
私
設
の
資
料
館
で
す
。
様
々
な
収
蔵
品
が
、

広
い
邸
内
に
所
狭
し
と
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
仙
台
箪

笥
と
思
わ
れ
る
重
厚
な
箪
笥
、
亀
田
鵬
斎
の
書
、
ま
た
、

の
ろ
ま
人
形
が
あ
っ
た
り
、
百
万
遍
の
数
珠
が
あ
っ
た

り
と
、
大
変
見
応
え
が
あ
り
ま
す
。
館
長
は
数
学
者
で

あ
り
、
歴
史
に
も
造
詣
の
深
い
方
で
す
。 

 

そ
の
膨
大
な
収
蔵
品
の
中
に
一
つ
、
私
の
こ
こ
数
年

の
疑
問
を
解
決
し
て
く
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

一
昨
年
、
渡
邉
家
の
所
蔵
品
台
帳
を
じ
っ
く
り
と
眺

め
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
台
帳
に
、
面
白
い
形

の
陶
器
が
載
っ
て
い
た
の
で
す
。
伏
せ
た
テ
ィ
ー
カ
ッ

プ
を
三
段
に
重
ね
た
ポ
ッ
ト
の
よ
う
な
姿
で
す
が
、
何

に
使
う
か
、
ど
う
使
う
か
全
く
見
当
が
つ
き
ま
せ
ん
。

台
帳
で
は
、
「
調
理
器
具
」
に
分
類
さ
れ
、
名
称
は
書

か
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

こ
の
不
思
議
な
陶
器
が
東
北
民
藝
館
に
あ
り
、
ラ
ン

ビ
キ
と
い
う
蒸
留
装
置
だ
と
判
明
し
ま
し
た
。
日
本
語

本
来
の
語
彙
「
和
語
」
や
「
大
和
言
葉
」
に
は
、
ら
行

で
始
ま
る
単
語
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
が
、

こ
の
ラ
ン
ビ
キ
も
、
ア
ラ
ビ
ア
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に

由
来
し
ま
す
。(

国
語
辞
典
の
見
出
し
を
ご
覧
に
な
る

と
、
ラ
行
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す) 

ラ
ン
ビ
キ
は
、「
熱
水
蒸
留
法
」
の
た
め
、
三
段
重

ね
の
装
置
に
な
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
ラ
ベ
ン
ダ
ー
な

ど
の
精
油
を
す
る
場
合
は
、
最
下
段
に
抽
出
原
料(

ラ

ベ
ン
ダ
ー)

と
水
を
入
れ
て
加
熱
し
、
最
上
部
に
は
冷

水
を
入
れ
ま
す
。
す
る
と
、
水
蒸
気
と
共
に
上
昇
す
る

精
油
成
分
が
、
冷
水
が
入
っ
て
い
る
最
上
段
の
底
で
冷

や
さ
れ
、
露
と
し
て
中
段
の
樋
に
溜
ま
り
、
管
を
通
っ

て
フ
ラ
ス
コ
な
ど
の
容
器
に
流
れ
込
み
、
精
油
が
抽
出

さ
れ
る
と
い
う
仕
組
み
で
す
。 

          

日
本
で
見
ら
れ
る
ラ
ン
ビ
キ
の
多
く
は
陶
製
で
、
江

戸
時
代
に
は
植
物
精
油
や
化
粧
用
香
油
水
、
ま
た
は
蒸

留
酒
を
製
造
す
る
た
め
に
、
医
家
や
薬
種
屋
、
上
流
家

庭
の
茶
席
な
ど
で
使
わ
れ
た
よ
う
で
す
。 

私
が
把
握
し
て
い
る
限
り
、
関
川
村
内
で
ラ
ン
ビ
キ

を
所
蔵
し
て
い
る
方
は
、
渡
邉
家
、
平
田
大
六
さ
ん
で

す
。
渡
邉
家
も
平
田
さ
ん
の
お
宅
も
酒
造
業
の
関
係
で

所
有
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
な
お
、
最
新
型
の

蒸
留
器
は
、
歴
史
館
の
研
究
室
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(

田
村
舞
子
） 

参
考
文
献
民
具
学
会
編
一
九
九
七
「
ラ
ン
ビ
キ
」
『
日
本

民
具
辞
典
』
ぎ
ょ
う
せ
い
出
版 

   
 

「
ひ
と
か
た
げ
」
は
一
食
分
と
い
う
、
意
味
の
特
定

さ
れ
た
方
言
で
す
が
、
こ
の
「
か
た
け
」
は
立
派
な
古

語
で
、
私
が
高
校
の
時
か
ら
愛
用
す
る
古
語
辞
典
に
も

「(

片
食)

一
回
の
食
事
」「
食
事
の
回
数
を
数
え
る
語
」

と
載
っ
て
い
ま
す
。
「
お
っ
て
ぎ
」(

大
大
儀)

や
「
し

ょ
し
」(

笑
止)

の
よ
う
に
古
語
が
地
方
に
残
る
、
貴
重

な
例
で
す
。
た
だ
、
私
は
意
味
を
ず
っ
と
誤
解
し
て
い

て
、「
一
抱
え
」
と
語
感
が
似
て
い
る
た
め
に
「
た
く

さ
ん
」
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
「
栗
を
ひ
と
か
た
げ

拾
っ
た
」
は
「
栗
を
袋
に
入
れ
て
担
ぐ
ほ
ど
沢
山
拾
っ

た
」
だ
と
勘
違
い
し
て
い
ま
し
た
。
念
の
た
め
、
こ
の

村
に
生
ま
れ
こ
の
村
で
生
き
て
四
分
の
三
世
紀
の
御

婦
人
方
に
お
聞
き
し
ま
し
た
ら
、
辞
書
に
あ
る
通
り
の

答
え
が
返
っ
て
き
た
の
で
す
。
さ
て
、
正
し
い
意
味
を

知
っ
て
思
い
出
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
以
前
某
保
存

会
の
事
務
局
長
を
な
さ
っ
て
い
た
Ｋ
氏
は
、
邸
内
で
拾

っ
た
銀
杏
を
ひ
と
か
た
げ
ず
つ
袋
に
入
れ
て
売
り
歩

方 

言

一

考

・ 

ひ

と 

か

た

げ 

広辞苑「ランビキ(蘭引)」より 
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い
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
少
し
で
も
保
存
会
の
収

益
に
な
れ
ば
と
い
う
、
涙
ぐ
ま
し
い
些
細
な
努
力
で
す
。

公
民
館
に
や
っ
て
き
て
、
一
袋
五
百
円
で
職
員
に
売
り

つ
け
ま
し
た
。
市
場
の
倍
の
価
格
に
思
わ
れ
ま
し
た
が
、

買
わ
な
い
と
い
つ
ま
で
も
駄
弁
を
弄
す
る
の
で
全
員

買
い
ま
し
た
。
二
袋
も
買
っ
た
人
が
い
た
の
か
、
売
り

上
げ
た
小
銭
を
当
時
の
課
長
補
佐
Ｉ
女
史
に
札
に
替

え
て
も
ら
い
、
ち
ょ
う
ど
五
千
円
札
一
枚
を
封
筒
に
入

れ
て
、
意
気
揚
々
と
帰
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ

が
し
ば
ら
く
す
る
と
焦
っ
た
様
子
で
戻
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
し
て
Ｉ
女
史
の
机
の
周
り
を
ぐ
る
ぐ
る
回
り
始

め
ま
し
た
。
事
情
を
聞
い
て
も
も
ご
も
ご
口
ご
も
る
ば

か
り
だ
っ
た
の
で
す
が
、
た
ま
り
か
ね
た
Ｉ
女
史
が
問

い
詰
め
る
と
、
た
っ
た
今
喜
ん
で
持
っ
て
帰
っ
た
五
千

札
の
入
っ
た
封
筒
を
ど
こ
か
に
落
し
た
、
と
告
白
し
た

の
で
す
。
皆
で
大
騒
ぎ
し
て
探
し
ま
し
た
が
、
結
局
見

つ
か
ら
ず
、
「
い
つ
も
世
話
に
な
っ
て
い
る
公
民
館
の

職
員
に
た
だ
で
く
れ
れ
ば
良
か
っ
た
の
に
」
と
、
株
も

大
い
に
落
と
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
毎
年
秋
に
は
某
邸

内
の
銀
杏
の
木
は
黄
葉
し
、
沢
山
の
実
を
つ
け
ま
す
が
、

以
降
彼
が
そ
れ
を
持
っ
て
公
民
館
に
来
る
こ
と
は
な

く
な
っ
た
の
で
す
。(

安
久)  

 

モ
ノ
言
う
も
の
・
一
揆
取
締
り
高
札 

 

高
札
は
幕
府
や
藩
か
ら
出
さ
れ
る
命
令
な
ど
を
書

い
た
板
で
、
村
々
の
人
目
に
付
き
易
い
場
所
に
掲
示
し

ま
し
た
。
こ
の
高
札
は
江
戸
時
代
の
明
和
七
年(

一
七

七
〇)

、
朴
坂
村(

現
在
の
朴
坂
集
落)

に
立
て
ら
れ
た

も
の
で
、
当
時
庄
屋
を
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
佐
藤
修

一
氏
の
土
蔵
に
残
っ
て
い
た
も
の
で
す
。
江
戸
時
代
、

藩
の
重
税
に
対
し
て
農
民
は
、
徒
党(

と
と
う)

強
訴

(

ご
う
そ)

逃
散(

ち
ょ
う
さ
ん 

・
集
団
で
他
の
土
地
に

逃
げ
る)

な
ど
で
反
抗
し
ま
し
た
。
こ
の
高
札
に
は
そ

れ
ら
を
禁
止
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
い
う
目
論

見
を
密
告
し
た
も
の
に
は
銀
百
枚
を
与
え
名
字
帯
刀

を
許
と
い
う
法
外
な
報
酬
を
与
え
る
こ
と
も
書
い
て

い
ま
す
。
農
民
が
団
結
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
政
策
で
し

た
。
今
、
昼
過
ぎ
に
放
映
さ
れ
て
い
る
、
視
聴
者
の
少

な
い
時
代
劇
の
中
に
現
れ
る
農
民
の
姿
が
、
こ
の
村
に

も
あ
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
資
料
で
す
。(

安
久) 

             

歴
史
館
行
事
の
報
告 

〇
十
三
峠
歩
き
と
宿
場
巡
り
⑤
朴
ノ
木
峠
と
足
野
水
宿 

10
月
16
日(

土)

、
総
勢
21
名 

〇
秋
の
健
康
登
山
「
牟
礼
山
と
ブ
ナ
の
巨
木
」
10
月
29
日

(

土)

、
総
勢
29
名 

〇
秋
の
美
術
館
巡
り
「
天
童
市
美
術
館
、
山
形
美
術
館
」
11

月
５
日(

土)

、
総
勢
40
名 

〇
歴
史
講
演
会
「
田
麦
掘
割
訴
訟
大
騒
動
の
真
相
」
10
月

20
日
（
木
）
講
師
の
渡
辺
伸
栄
さ
ん
に
、
田
麦
掘
割
訴
訟

の
真
相
と
、
中
心
人
物
平
田
平
太
郎
の
大
願
と
は
い
っ
た

い
何
だ
っ
た
の
か
、
お
話
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

〇
歴
史
講
座
10
月
「
岩
船
地
域
の
医
療
の
あ
ゆ
み
」、
11
月

「
大
し
た
も
ん
蛇
ま
つ
り
誕
生
秘
話
」
講
師
の
佐
藤
忠
良

さ
ん
に
、
現
職
時
代
の
思
い
出
も
含
め
、
ビ
デ
オ
な
ど
を

用
い
な
が
ら
お
話
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

〇
古
文
書
解
読
講
座(

９
月
～
12
月) 

進
捗
状
況:

与
四 

良
さ
ん
は
、
無
事
下
関
に
帰
っ
て
き
ま
し
た
！
冬
季
は
渡 

邉
家
文
書
・
平
田
甲
太
郎
家
文
書
を
読
ん
で
い
ま
す
。 

お
知
ら
せ 

〇
年
末
年
始
の
休
館 

12
月
29
日
～
１
月
３
日
ま
で
。 

〇
村
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
「
新
春
書
き
初
め
作
品
展
」
会
期:

令
和
５
年
１
月
４
日(

土)

～
１
月
30
日(

日)

で
す
。 

〇
山
と
花
の
ス
ラ
イ
ド
解
説
会 

１
月
15
日(

日)

午
後 

い
わ
か
が
み 
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