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令
和
五
年
九
月 

第
九
四
号 

 

◇ 

村
の
景
観
と
歴
史
・
人
物(

13)
 

◇ 

民
具
が
語
る
生
活
史(

民
具
㉑) 

◇ 

方
言
一
考(

お
や
す) 

 

◇ 

モ
ノ
言
う
も
の(

行
司
装
束) 

◇ 

歴
史
館
行
事
の
報
告
・
お
知
ら
せ 

  

村
の
景
観
と
歴
史
・
人
物(

13) 

峠
を
越
え
た
人
た
ち
④

 

町
娘
行
方
不
明
事
件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

渡 

辺 

伸 

栄 

  

旧
桃
川
峠
の
痕
跡 

 

か
つ
て
の
桃
川
峠
は
、
今
よ
り
も
っ
と
朴
坂
集
落

寄
り
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

地
理
院
地
図
の
最
も
古
い
大
正
二
年
地
図
に
、
そ

の
名
残
と
思
わ
れ
る
山
道
が
書
い
て
あ
り
ま
す
（
地

図
）
。 

 
 

           

           

五
年
前
の
古
道
探
索
会
で
は
、
旧
桃
川
峠
の
痕
跡

を
探
し
ま
し
た
（
写
真
）。
人
跡
途
絶
え
た
そ
の
藪
道

が
、
か
つ
て
は
村
上
と
関
川
を
つ
な
い
だ
往
来
盛
ん

な
峠
道
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

人
と
情
報
が
こ
の
峠
を
行
き
交
っ
た
ひ
と
つ
の

事
件
が
、
江
戸
時
代
に
あ
り
ま
し
た
。 

 

町
娘
が
一
人
、
行
方
不
明
に 

 

天
明
三
年
（
一
八
三
二
年
）
の
こ
と
で
す
。 

 

 

村
上
町
の
目
明
し
の
家
に
奉
公
し
て
い
た
娘
が

い
ま
し
た
。
目
明
し
と
い
え
ば
、
十
手
持
ち
の
親
分
、

テ
レ
ビ
で
は
銭
形
平
次
が
、
昔
、
有
名
で
し
た
。 

 

そ
の
娘
、
目
明
し
の
親
分
か
ら
暇
を
出
さ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
解
雇
で
す
。
し
か
し
、
近
く
に
あ
る
実
家

に
は
戻
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。 

 

数
日
経
っ
て
、
目
明
し
の
手
下
が
娘
の
父
親
の
所

に
来
て
、
こ
う
言
い
ま
す
。
娘
は
湯
沢
村
に
い
る
か

ら
、
だ
れ
か
を
迎
え
に
や
っ
た
方
が
い
い
と
。
そ
こ

で
、
父
親
は
次
男
を
迎
え
に
や
り
ま
し
た
。 

 

と
こ
ろ
が
、
次
男
が
湯
沢
村
に
行
っ
て
み
る
と
、

前
の
日
に
、
娘
は
、
湯
沢
村
の
男
に
連
れ
ら
れ
て
村

を
出
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
後
で
し
た
。 

 

何
日
か
し
て
、
そ
の
男
は
娘
を
金
で
売
っ
た
ら
し

い
と
い
う
噂
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
目

明
し
の
親
分
が
、
今
度
は
自
分
の
手
下
を
湯
沢
村
に

行
か
せ
て
事
の
真
偽
を
調
べ
さ
せ
ま
す
。
噂
は
本
当

の
こ
と
で
し
た
。 

 

娘
の
父
親
は
、
目
明
し
に
、
何
と
か
し
て
娘
を
取

り
戻
し
て
ほ
し
い
と
頼
み
ま
す
。
目
明
し
の
親
分
は

手
下
を
連
れ
て
湯
沢
村
へ
出
か
け
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

娘
を
連
れ
出
し
た
男
は
村
に
は
お
ら
ず
、
ど
こ
に
行
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っ
た
か
誰
も
分
か
ら
な
い
と
い
う
の
で
す
。 

 
数
ヶ
月
し
て
、
そ
の
男
が
湯
沢
村
に
戻
っ
て
き
た

と
い
う
話
が
、
父
親
の
所
に
届
き
ま
し
た
。
間
も
な

く
、
湯
沢
村
の
そ
の
男
に
頼
ま
れ
た
と
い
う
村
上
町

の
男
が
、
父
親
の
所
に
や
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
し
て
、

娘
の
こ
と
は
金
で
済
ま
せ
て
く
れ
な
い
か
と
言
い

ま
す
。 

 

父
親
は
、
そ
ん
な
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
断
り
、

今
度
は
、
そ
の
村
上
町
の
男
に
長
男
を
つ
け
て
、
二

人
を
湯
沢
村
へ
行
か
せ
ま
す
。 

 

娘
を
連
れ
出
し
た
男
は
、
湯
沢
村
に
戻
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
し
て
、
長
男
に
こ
う
言
い
ま
す
。
娘
は
十

五
両
で
新
潟
へ
売
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
金
は
、
仲
間

と
分
け
た
の
で
、
も
う
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
。 

 

父
親
は
、
こ
う
な
っ
た
か
ら
に
は
、
御
上
に
訴
え

出
て
、
娘
を
取
り
返
す
し
か
な
い
と
意
を
決
し
ま
す
。 

 
 

 

村
上
町
役
場
か
ら
村
上
藩
へ 

父
親
は
、
村
上
町
の
役
場
（
町
年
行
事
所
）
に
訴

え
出
ま
し
た
。 

 

相
手
は
湯
沢
村
の
男
で
、
そ
こ
は
幕
府
領
で
す
か

ら
、
水
原
の
代
官
所
へ
訴
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
は
、
父
親
の
住
む
村
上
藩
の
添
え
状
が

必
要
な
の
で
、
そ
れ
を
町
役
場
か
ら
藩
に
お
願
い
し

て
、
も
ら
っ
て
ほ
し
い
と
の
訴
え
で
す
。 

 

町
役
場
は
、
事
の
真
偽
を
確
か
め
た
上
で
、
村
上

藩
の
役
所
（
藩
庁
）
へ
、
父
親
の
訴
え
状
を
届
け
ま

す
。 

 

数
日
し
て
、
藩
の
役
人
か
ら
町
役
場
へ
、
藩
の
結

論
が
言
い
渡
さ
れ
ま
し
た
。
こ
ん
な
内
容
で
す
。 

 

娘
の
居
所
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
の
な
ら
ま
だ

し
も
、
新
潟
の
居
場
所
が
分
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

ま
ず
は
、
そ
こ
へ
行
っ
て
、
娘
を
受
け
取
っ
て
く
る

べ
き
で
、
御
上
に
御
苦
労
を
掛
け
な
い
よ
う
に
す
べ

き
で
あ
る
。
自
分
た
ち
で
手
を
尽
く
さ
ず
に
藩
に
添

え
状
を
願
い
出
る
な
ど
、
あ
る
ま
じ
き
こ
と
で
あ
る
。 

 

藩
か
ら
こ
う
言
わ
れ
た
町
役
場
は
、
父
親
と
父
親

の
住
む
町
の
代
表
（
町
年
寄
）
を
役
場
に
呼
ん
で
、

藩
か
ら
の
回
答
を
伝
え
ま
し
た
。 

 

さ
て
、
そ
の
後
は
ど
う
な
っ
た
か
・
・
・
実
は
、

こ
の
先
の
記
録
が
な
く
て
分
か
ら
な
い
の
で
す
。 

（
以
上
の
記
録
は
、「
村
上
町
年
行
事
所
日
記
」
巻
十

三
） 

 

村
上
藩
の
塩
対
応 

 

村
上
藩
の
対
応
は
何
と
も
冷
た
い
も
の
で
し
た
。

領
民
の
保
護
は
藩
の
責
務
で
す
。
こ
れ
で
は
、
あ
ま

り
に
も
ひ
ど
す
ぎ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。 

 

し
か
し
、
こ
の
事
件
の
記
録
を
よ
く
よ
く
読
む
と
、

藩
の
対
応
も
や
む
を
得
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

そ
も
そ
も
、
こ
の
娘
、
目
明
し
の
家
の
暇
を
出
さ

れ
た
の
は
、
ど
う
や
ら
日
ご
ろ
の
行
状
に
問
題
が
あ

っ
た
か
ら
の
よ
う
で
す
。
そ
れ
に
、
湯
沢
村
の
男
の

所
へ
も
自
分
で
行
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

湯
沢
村
の
男
は
、
娘
が
来
た
時
す
ぐ
に
、
目
明
し

の
手
下
に
、
迎
え
に
来
る
よ
う
に
連
絡
を
出
し
て
い

た
の
で
す
。 

 

し
か
し
、
手
下
か
ら
娘
の
父
親
へ
の
連
絡
が
す
ぐ

に
は
つ
な
が
ら
ず
、
そ
の
間
に
、
新
潟
へ
行
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
新
潟

行
き
は
娘
の
意
向
も
入
っ
て
い
た
よ
う
な
感
じ
で

す
。 

 

こ
の
時
代
も
、
人
身
売
買
は
御
法
度
、
厳
禁
で
す
。

が
、
紹
介
料
や
世
話
料
と
か
前
借
と
か
の
名
目
は
よ

く
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
単
純
に
犯
罪
と
み
な

し
て
行
動
す
る
の
を
藩
は
た
め
ら
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。 

 

し
か
も
、
相
手
は
幕
府
領
。
領
主
が
違
え
ば
他
国

も
同
然
。
他
国
民
の
犯
罪
を
訴
え
る
に
は
、
証
拠
が

不
十
分
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

江
戸
時
代
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

 

さ
て
、
こ
の
事
件
に
関
わ
っ
て
、
い
っ
た
い
何
人

の
人
が
、
村
上
町
と
湯
沢
村
を
つ
な
ぐ
桃
川
峠
を
行

き
来
し
た
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。 

 

も
し
、
暇
が
あ
っ
た
ら
、
ち
ょ
っ
と
数
え
て
み
ま

せ
ん
か
。
ぴ
っ
た
し
当
た
っ
て
い
れ
ば
、
歴
史
館
か

ら
景
品
が
で
る
か
も
？
で
す
。 

 

そ
れ
で
、
皆
さ
ん
の
カ
ウ
ン
ト
に
は
、
伝
言
を
頼

ま
れ
た
り
、
噂
を
運
ん
だ
り
し
た
人
た
ち
は
入
っ
て

い
ま
し
た
か
？ 

車
も
電
話
も
な
い
こ
の
時
代
、
関
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川
村
の
湯
沢
と
村
上
を
つ
な
ぐ
人
々
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
と
い
う
か
情
報
網
が
、
ち
ゃ
ん
と
備
わ
っ
て
い

た
の
で
す
。 

 

そ
れ
を
思
え
ば
、
目
明
し
の
親
分
に
し
ろ
娘
の
父

親
に
し
ろ
、
新
潟
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
持
っ
て
い

た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
使
っ
て
娘
を
取
り
戻
す
算
段

を
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
が
つ
き
ま
す
。 

が
し
か
し
、
娘
が
素
直
に
戻
る
と
言
っ
た
か
ど
う

か
、
そ
こ
は
想
像
の
外
と
し
か
言
い
よ
う
が
あ
り
ま

せ
ん
。 

 民
具
が
語
る
生
活
史 

民
具
㉑
庚
申
講
の
掛
け
軸
① 

 

先
日
、
あ
る
方
が
庚
申
（
こ
う
し
ん
）
講
の
掛
け
軸

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
作
者
は
有
磯
周
斎(
あ

り
い
そ
し
ゅ
う
さ
い)

で
す
。
周
斎
は
稲
垣
八
郎
兵
衛

家
の
一
員
で
、
村
上
大
工
・
工
匠
の
系
譜
に
連
な
る
名

工
で
す
。
手
が
け
た
彫
り
物
の
あ
ま
り
の
素
晴
ら
し
さ

に
、
村
上
藩
主
に
よ
り
名
字
と
名
前
を
下
賜
さ
れ
ま
す
。

藤
基
神
社
を
は
じ
め
、
岩
船
郡
内
外
に
素
晴
ら
し
い
作

品
を
残
し
て
い
ま
す
。
絵
は
三
条
画
人
の
ひ
と
り
、
五

十
嵐
華
亭
に
師
事
し
ま
し
た
。 

〇
庚
申
講
の
掛
け
軸 

(

明
治
４
年
、
周
斎
67
歳
の
作) 

   

  

掛
け
軸
は
、
あ
る
時
代
ま
で
は
万
人
が
「
庚
申(

講)

の
御
軸
だ
ね
」
と
認
識
し
て
い
た
も
の
で
す
。
多
く
の

集
落
に
は
現
在
も
庚
申
塔
が
残
り
ま
す
。
こ
の
庚
申
信

仰
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。 

そ
も
そ
も
庚
申
は
十
干
十
二
支
＝
干
支
（
え
と
）
の

ひ
と
つ
で
す
。
甲
・
乙
・
丙
・
丁…

と
い
う
十
干
と
、

子
・
丑
・
寅
・
卯…

の
十
二
支
の
組
み
合
わ
せ
は
60
通

り
あ
り
、
こ
れ
を
日
や
年
に
あ
て
は
め
て
使
い
ま
す
。

例
え
ば
今
年
は
十
二
支
で
は
卯
年
で
す
が
、
十
干
十
二

支
で
は
癸
卯
（
み
ず
の
と
・
う
）
の
年
で
す
。 

 

道
教
で
は
、
人
間
の
体
内
に
は
三
尸(

さ
ん
し)

と
い

う
虫
が
い
て
、
睡
眠
中
に
そ
の
人
間
の
悪
事
を
天
帝
に

報
告
に
行
き
、
天
帝
は
そ
の
多
寡(

た
か)

に
よ
り
、
そ

の
人
間
の
寿
命
を
取
り
上
げ
る
と
い
い
ま
す
。
見
た
目

は
全
く
虫
ら
し
く
あ
り
ま
せ
ん(

左
図)

。
道
教
で
は
、

こ
の
虫
が
体
か
ら
抜
け
出
な
い
よ
う
に
60
日
に
一
度

の
庚
申
の
夜
、
み
ん
な
で
夜
を
明
か
す
「
庚
申
待(

こ
う

し
ん
ま
ち)
」
の
習
俗
が
あ
り
ま
し
た
。 

     

日
本
に
庚
申
待
の
習
俗
が
伝
わ
る
と
、
平
安
貴
族
の

間
に
流
行
り
ま
す
。
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
庚
申
待
の

グ
ル
ー
プ
＝
講
を
作
り
、
夜
通
し
起
き
て
過
ご
す
こ
と

が
民
間
に
も
広
ま
り
ま
し
た
。 

関
川
村
の
多
く
の
家
で
は
第
二
次
大
戦
の
こ
ろ
ま

で
庚
申
講
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
私
の
家(

下
土

沢)

で
は
近
隣
の
５
軒
ほ
ど
の
家
で
講
を
作
り
、
昭
和

42
年
の
水
害
ま
で
は
庚
申
講
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
掛

け
軸
は
水
害
で
失
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
宿
は
持
ち

回
り
で
決
ま
り
、
そ
の
家
に
掛
け
軸
を
か
け
て
講
の
成

員
で
拝
み
ま
す
。
大
般
若
経
を
お
唱
え
す
る
と
も
、
庚

申
の
真
言
を
お
唱
え
す
る
と
も
聞
き
ま
す
。
こ
の
日
の

献
立
は
煮
し
め
、
し
そ
ご
飯
や
お
茶
ご
飯
な
ど
の
精
進

料
理
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
一
方
、
村
に
は
「
必
ず
魚

を
食
べ
る
も
の
だ
っ
た
」
と
い
う
方
も
お
ら
れ
ま
す
。 

さ
て
、
日
本
に
伝
わ
り
各
地
で
広
ま
っ
た
庚
申
信
仰

で
は
、
何
を
お
祀
り
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
の
掛
け
軸
の
中
心
に
描
か
れ
る
、
鬼
の
よ
う
な
神

様
は
青
面
金
剛(

し
ょ
う
め
ん
こ
ん
ご
う)

で
す
。
病
気

を
流
行
ら
せ
る
悪
鬼
と
さ
れ
、
拝
ん
で
鎮
め
る
対
象
で

す
。
邪
鬼(

じ
ゃ
き)

を
踏
み
つ
け
、
六
臂(

ろ
っ
ぴ
・
六

本
の
腕)

で
法
輪
・
弓
・
矢
・
剣
・
錫
杖
・
シ
ョ
ケ
ラ
（
人

間
の
女
性
）
を
持
っ
て
い
ま
す
。
お
顔
は
忿
怒
相(

ふ
ん

ぬ
そ
う
・
怒
り
の
表
情)

で
す
。
ま
た
、
庚
申
の
申(

さ

る)

が
猿
と
結
び
つ
き
、
猿
田
彦(

さ
る
た
ひ
こ)

神
を

祀
っ
た
り
、「
見
ざ
る
・
言
わ
ざ
る
・
聞
か
ざ
る
」
の
三

猿
を
祀
っ
た
り
す
る
と
こ
ろ
も
出
て
き
ま
し
た
。 

 

庚
申
信
仰
は
日
本
に
伝
わ
っ
た
後
、
そ
の
解
釈
に
よ

り
各
地
で
様
々
な
姿
を
見
せ
ま
す
。
掛
け
軸
に
は
他
に

も
様
々
な
も
の
が
描
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、
次
号
で
庚

申
塔
と
共
に
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

（
田
村
舞
子
） 

〇
三
尸(

さ
ん
し)

…
小
児
や
馬
の
姿
に
似

て
、
そ
れ
ぞ
れ
頭
部
・
腹
中
・
下
肢
に
い
る
。

巻
物
に
は
天
帝
に
報
告
す
る
悪
行
が
書
か
れ

て
い
る
。(

出
典 

精
選
版 

日
本
国
語
大
辞
典)
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参
考
文
献
佐
久
間
惇
一
他
編
１
９
８
６
『
関
川
郷
の
民
俗
』
関
川
村
教
育
委
員
会
、

福
田
ア
ジ
オ
他
編
１
９
９
９
『
日
本
民
俗
大
辞
典
・
上
』
吉
川
弘
文
館 

方
言
一
考
・
お
や
す 

 
「
お
や
す
」
は
「
終
わ
ら
せ
る
」
の
意
味
で
全
国
に

散
見
す
る
方
言
で
あ
る
。「
終
や
す
」
と
漢
字
を
当
て
る

こ
と
も
で
き
る
。
例
え
ば
自
動
詞
「
増
え
る
」
が
他
動

詞
化
し
て
「
増
や
す
」
と
な
る
よ
う
に
、「
終
わ
る
」
が

「
終
や
す
」
と
な
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
地
方
に

よ
っ
て
は
「
終
わ
ら
せ
る
」
＝
「
物
事
を
壊
す
」
と
い

う
意
味
に
派
生
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
だ
。
関
川
村
は
前

者
で
、
「
早
く
お
や
し
て
飲
み
に
行
ご
で
」
と
言
え
ば

「
適
当
に
切
り
上
げ
て
飲
み
に
行
き
ま
し
ょ
う
」
と
な

る
。
一
日
二
往
復
、
新
潟
ま
で
夫
人
の
送
迎
が
第
二
の

人
生
と
な
っ
た
Ｋ
氏
、
生
活
の
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
は
夫

人
だ
が
、
実
際
の
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
も
体
内
に
入
っ
て

い
る
。
喋
り
過
ぎ
と
の
因
果
は
不
明
だ
が
、
十
数
年
前

に
異
常
が
見
つ
か
り
、
以
来
そ
の
機
械
の
世
話
に
な
っ

て
い
る
。
先
般
急
に
胸
苦
し
く
な
り
夫
人
に
訴
え
る
と

「
そ
ん
な
こ
と
よ
り
先
ず
私
を
送
っ
て
！
」
と
大
変
な

ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
。
秋
風
が
吹
き
渡
っ
て
、
夫
婦
の
理
想

と
い
う
花
弁
が
は
ら
は
ら
と
散
る
よ
う
な
、
私
も
な
ぜ

か
胸
苦
し
く
な
っ
た
。
二
つ
の
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
に
左

右
さ
れ
な
が
ら
、
自
分
の
人
生
を
終
や
す
の
が
早
い
か

芍
薬
畑
を
繚
乱
の
花
園
に
す
る
の
が
早
い
か
、
そ
ん
な

思
い
で
暇
さ
え
あ
れ
ば
荒
川
台
で
草
む
し
り
を
し
て

い
る
。
彼
の
心
に
咲
く
花
だ
け
は
、
決
し
て
一
陣
の
風

に
散
ら
な
い
よ
う
、
私
は
切
に
願
う
の
で
あ
る
。(

安
久) 

モ
ノ
言
う
も
の
・
相
撲
の
行
司
装
束 

戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
女
川
で
は
草
相
撲
が
盛

ん
に
行
わ
れ
た
。
昭
和
十
六
年
に
県
学
童
相
撲
大
会
で

女
川
小
学
校
が
優
勝
、
戦
後
の
二
十
一
年
に
は
郡
学
童

の
大
会
で
は
初
等
科
、
高
等
科
が
と
も
に
優
勝
し
て
い

る
。
ま
た
、
二
十
五
年
か
ら
二
十
七
年
に
か
け
て
岩
船

郡
・
村
上
市
青
年
団
体
体
育
大
会
で
女
川
青
年
団
が
三

連
覇
を
果
た
し
、
全
国
大
会
に
出
場
す
る
選
手
も
出
た

の
で
あ
る
。
こ
の
隆
盛
を
支
え
た
の
は
大
相
撲
経
験
者

の
立
野
良
次
郎
で
あ
り
、
昭
和
二
年
に
設
立
さ
れ
た
女

川
相
撲
協
会
で
あ
っ
た
。
そ
の
協
会
か
ら
寄
贈
さ
れ
た

行
司
装
束
と
力
士
の
廻
し
等
を
今
歴
史
館
で
展
示
し

て
い
る
。
当
時
百
円
の
寄
付
を
集
め
て
制
作
し
た
そ
う

で
あ
る
。
写
真
は
行
司
の
装
束
で
、
と
ん
ぼ
の
図
柄
を

大
胆
に
入
れ
た
意
匠
で
あ
る
。
と
ん
ぼ
は
後
ろ
に
下
が

ら
ず
、
真
っ
直
ぐ
飛
ぶ
こ
と
か
ら
不
退
転
、
連
勝
を
意

味
す
る
縁
起
の
良
い
虫
と
し
て
、
勝
ち
虫
と
も
呼
ば
れ

る
。
長
渕
剛
の
「
と
ん
ぼ
」
も
こ
の
イ
メ
ー
ジ
で
作
ら

れ
た
歌
だ
。
都
会
で
成
功
す
る
は
ず
だ
っ
た
自
分
が
と

ん
ぼ
で
、
そ
れ
が
自
分
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
く
と
切
な

く
歌
う
。
相
撲 

も
人
生
も
勝
ち 

続
け
る
こ
と
は 

難
し
い
。
八
勝 

七
敗
で
勝
ち
越 

せ
ば
上
等
で
あ 

ろ
う
。(

安
久) 

歴
史
館
行
事
の
報
告 

〇
夏
の
美
術
館
巡
り
７
月
15
日
「
椿

寿
荘-

ユ
ト
リ
ロ
展
」
８
月
５
日
「
北
方
文
化
博
物
館-

ヨ
シ
タ

ケ
シ
ン
ス
ケ
展
」
無
事
終
了 

〇
歴
史
講
座 

講
師
：
佐
藤
忠
良

さ
ん 

第
一
回
「
岩
樟
舟
夜
話 

関
川
村
の
伝
説
と
歴
史
の
関

わ
り
」
９
月
21
日
開
講
。
第
二
回
「
名
字
と
地
名
か
ら
見
る
郷

土
の
歴
史
」
は
10
月
19
日
、
第
三
回
「
関
川
村
の
イ
ン
フ
ラ
の

歴
史
」
は
11
月
16
日
。
19
時
よ
り
、
歴
史
館
映
像
ホ
ー
ル 

歴
史
館
行
事
の
お
知
ら
せ
・
村
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー 

◎
秋
の
美
術
館
巡
り
10
月
21
日
「
致
道
博
物
館-

風
間
家
住
宅
」、

11
月
11
日
「
山
寺-

慈
恩
寺(

健
脚
の
方)

」 

◎
古
道
歩
き
「
出

羽
街
道
・
大
沢
峠
」
11
月
４
日 

◎
秋
の
健
康
登
山
「
倉
手
山

(

小
国
町)

」
10
月
28
日 

〇
出
土
品
解
説
会
「
遺
物
か
ら
わ
か

る
当
時
の
生
活
」
講
師
：
齊
藤
準
さ
ん
10
月
14
日
、
旧
女
川
小

学
校 

〇
歴
史
講
演
会
「
渡
邉
家
と
米
沢
藩
に
つ
い
て
」
講
師
：

田
村
舞
子
10
月
26
日
、
村
民
会
館
大
ホ
ー
ル 

※
要
申
込
◎
要

参
加
費 

☆
村
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
「
平
田
大
六 

卒
寿
の
履
歴
」
小

見
生
小
見
住
の
平
田
大
六
氏
は
今
年
12
月
で
満
90
歳
を
迎
え

ら
れ
ま
す
。
若
き
日
よ
り
水
泳
、
そ
し
て
登
山
に
打
ち
込
み
、
生

涯
の
生
業
と
し
た
杜
氏
と
し
て
も
活
躍
な
さ
い
ま
し
た
。
そ
の

一
方
で
消
防
団
や
青
年
団
な
ど
社
会
活
動
に
も
熱
心
に
取
り
組

み
、
そ
れ
が
政
治
家
の
道
に
繋
が
り
ま
し
た
。
多
芸
多
才
さ
で
稀

代
の
人
物
、
平
田
大
六
氏
の
履
歴
を
多
数
の
資
料
で
顕
彰
し
ま

す
。
10
月
７
日(

土)

～
12
月
10
日(

日)

、
10-

16
時
、
観
覧
無
料 

い
わ
か
が
み 
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