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令
和
六
年
三
月 

第
九
六
号 

 

◇ 

村
の
景
観
と
歴
史
・
人
物(

15)
 

◇ 

民
具
が
語
る
生
活
史(

民
具
㉒
ワ
カ
ン) 

◇ 

方
言
一
考(

い
た
ま
し)

 
 

◇ 

モ
ノ
言
う
も
の(

発
掘
さ
れ
た
遺
物
の
数
々) 

◇ 

歴
史
館
行
事
の
報
告
・
お
知
ら
せ 

 

村
の
景
観
と
歴
史
・
人
物(

15) 

峠
を
越
え
た
人
た
ち
⑥

 

タ
ラ
レ
バ
の
義
経 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

渡 

辺 

伸 

栄 

 

剣
ヶ
峰
の
弥
次
郎
兵
衛 

 

あ
の
バ
カ
が
！
頼
朝
は
舌
打
ち
を
し
て
い
た
。 

 

九
郎
義
経
、
か
わ
い
い
弟
だ
が
、
あ
い
つ
は
、
兄
の
苦

労
も
世
の
大
局
も
、
な
ん
に
も
分
か
っ
て
い
な
い
。
結
局

は
、
単
純
な
競
技
場
の
ス
タ
ー
プ
レ
ー
ヤ
ー
。
そ
れ
が
、

頼
朝
に
は
腹
立
た
し
か
っ
た
。 

 

頼
朝
は
、
剣
ヶ
峰
の
上
で
必
死
に
左
右
の
バ
ラ
ン
ス
を

取
っ
て
い
る
弥
次
郎
兵
衛
だ
っ
た
。 

 

右
の
腕
の
先
に
は
京
の
後
白
河
法
皇
。
武
家
を
手
玉

に
取
っ
て
は
使
い
捨
て
る
怪
物
。
左
の
腕
の
先
に
は
、
関

東
の
武
士
団
。
領
地
の
拡
張
し
か
頭
に
な
い
我
利
我
利

亡
者
ど
も
。
バ
ラ
ン
ス
を
崩
せ
ば
、
頼
朝
は
一
気
に
剣
ヶ

峰
か
ら
ま
く
れ
落
ち
る
、
危
う
い
立
場
。 

 

平
家
打
倒
に
抜
群
の
戦
果
を
挙
げ
た
義
経
が
、
こ
と

も
あ
ろ
う
に
後
白
河
法
皇
に
丸
め
込
ま
れ
、
取
り
込

ま
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
有
力
武
将
を
離
反
対
立
さ
せ

漁
夫
の
利
を
得
よ
う
と
す
る
い
つ
も
の
手
。
そ
れ
に
義

経
が
気
付
き
も
せ
ず
に
乗
っ
か
っ
た
。 

 

百
害
あ
っ
て
一
利
な
し
。
義
経
打
つ
べ
し
。
頼
朝
が
大

軍
で
上
京
の
姿
勢
を
見
せ
る
と
、
法
王
は
例
に
よ
っ
て

手
の
平
返
し
。
見
捨
て
ら
れ
た
義
経
は
、
哀
れ
に
も
都

落
ち
、
京
か
ら
姿
を
消
し
た
。 

         

頼
朝
の
深
慮
遠
謀 

 

頼
朝
は
義
経
を
逃
し
た
か
っ
た
。
何
と
い
っ
て
も
血
を

分
け
た
弟
、
し
か
も
、
大
人
気
の
天
才
ス
タ
ー
プ
レ
ー

ヤ
。
殺
害
だ
け
は
避
け
た
か
っ
た
。 

 

義
経
の
逃
亡
先
は
分
か
っ
て
い
た
。
か
つ
て
庇
護
し
て

も
ら
っ
た
奥
州
藤
原
氏
し
か
、
ヤ
ツ
の
頼
れ
る
と
こ
ろ

は
な
い
。 

 

頼
朝
は
、
後
白
河
法
皇
の
朝
廷
と
は
対
立
を
避
け
、

東
日
本
を
自
分
の
統
治
下
に
置
く
策
を
構
想
し
て
い

た
。
東
西
の
公
武
並
立
政
権
構
想
。
平
家
を
倒
し
、
木

曽
義
仲
を
倒
し
、
義
経
を
京
か
ら
追
い
落
と
し
て
、
そ

の
構
想
は
ほ
ぼ
実
現
し
つ
つ
あ
っ
た
。 

 

ネ
ッ
ク
は
奥
州
に
あ
っ
た
。
藤
原
氏
が
平
泉
に
あ
っ
て
、

東
北
日
本
を
支
配
し
て
い
た
。
こ
れ
を
潰
さ
な
い
こ
と

に
は
、
頼
朝
の
大
構
想
は
実
現
が
か
な
わ
な
い
。 

 

義
経
の
奥
州
逃
亡
は
、
頼
朝
に
と
っ
て
チ
ャ
ン
ス
そ
の

も
の
。
引
き
渡
し
を
求
め
て
も
、
奥
州
の
盟
主
の
面
子

上
、
藤
原
氏
が
応
ず
る
は
ず
は
な
い
。
武
力
攻
撃
の
大

義
名
分
が
立
つ
。
我
利
我
利
亡
者
共
に
と
っ
て
合
戦
は
、

所
領
拡
大
の
最
大
チ
ャ
ン
ス
。
待
っ
て
ま
し
た
と
ば
か
り
、

頼
朝
の
命
令
一
下
、
奥
州
に
攻
め
込
む
は
ず
。 

 

頼
朝
の
こ
の
策
謀
を
実
現
す
る
に
は
、
義
経
に
生
き

て
無
事
平
泉
に
た
ど
り
着
い
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
途
中
で
、
手
柄
を
競
う
御
家
人
が
、
義
経
を
発

見
捕
縛
で
も
し
よ
う
も
の
な
ら
、
す
べ
て
は
水
の
泡
と

な
る
。 

三
潴
左
衛
門
尉

み
づ
ま
の
さ
え
も
ん
の
じ
ょ
う

の
登
場 

 

 

逃
走
経
路
は
予
想
さ
れ
た
。
東
海
道
や
北
陸
道
は

海
岸
部
や
平
野
部
が
多
く
、
人
目
に
つ
き
見
つ
か
り
や

す
い
。
逃
亡
者
な
ら
中
央
部
の
山
の
道
を
選
ぶ
。 
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美
濃
・
信
濃
・
越
後
の
関
所
に
、
因
果
を
含
め
た
確
か

な
人
物
を
配
置
し
た
。
頼
朝
の
策
謀
は
隠
し
、
あ
く
ま

で
も
兄
弟
と
し
て
の
人
情
か
ら
内
密
に
見
逃
す
よ
う
に

と
。 

 

上
関
の
桂
の
関
に
は
、
三
潴
左
衛
門
尉
が
配
置
さ
れ

た
。 

 

親
は
九
州
三
潴

み
づ
ま
の

荘
し
ょ
う

の
荘
官
を
務
め
る
豪
族
三
潴
氏
。

地
方
豪
族
の
子
弟
は
、
京
に
派
遣
さ
れ
朝
廷
警
護
の

任
に
着
く
の
が
習
わ
し
。
左
衛
門
尉
と
は
、
朝
廷
左
衛

門
府
の
守
備
隊
長
の
官
名
。
義
経
も
同
じ
官
職
に
あ
っ

た
か
ら
、
顔
見
知
り
で
も
あ
っ
た
。 

 

三
潴
荘
は
平
家
の
支
配
下
に
あ
っ
た
。
た
め
に
、
九
州

の
源
平
合
戦
で
三
潴
氏
は
敗
戦
没
落
。
朝
廷
に
勤
め
て

い
た
左
衛
門
尉
は
、
帰
る
べ
き
家
を
失
っ
た
。
そ
ん
な
時
、

頼
朝
の
意
を
受
け
た
御
家
人
か
ら
誘
わ
れ
た
。
越
後

国
は
頼
朝
の
知
行
国
、
人
事
は
頼
朝
の
意
の
ま
ま
。 

 

か
く
て
、
三
潴
左
衛
門
尉
は
越
後
国
岩
船
郡
関
郷
へ

下
り
、
桂
の
関
の
守
将
と
な
っ
た
。 

 

義
経
は
予
想
通
り
山
岳
地
帯
を
通
過
、
途
中
の
関

所
で
は
、
計
画
通
り
に
見
逃
し
た
。
頼
朝
の
意
を
受
け

た
隠
密
が
、
傀
儡
師

く

ぐ

つ

し

と
呼
ば
れ
た
人
形
使
い
に
な
っ
て

各
地
に
散
っ
た
。
こ
の
者
た
ち
が
、
義
経
の
逃
亡
経
路

を
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
た
め
に
、
北
陸
道
通
過
の
噂

話
を
面
白
お
か
し
く
語
っ
て
歩
い
た
。 

 

そ
の
効
果
も
あ
っ
て
、
義
経
は
難
な
く
桂
の
関
に
達
し

た
。
三
潴
左
衛
門
尉
は
、
知
ら
ぬ
ふ
り
の
見
逃
し
通
過

に
は
し
な
か
っ
た
。
屋
敷
に
あ
げ
、
心
か
ら
の
慰
労
と
も

て
な
し
で
義
経
を
迎
え
た
。 

 

こ
こ
桂
の
関
の
先
は
、
国
境
の
峠
。
そ
こ
を
越
え
れ
ば

出
羽
の
国
。
奥
州
藤
原
氏
の
勢
力
圏
。
も
は
や
誰
も
義

経
に
手
を
出
せ
な
い
。
だ
か
ら
、
見
ぬ
ふ
り
し
て
素
通

り
さ
せ
る
必
要
も
な
い
。
そ
れ
が
、
三
潴
左
衛
門
尉
を

配
置
し
た
頼
朝
の
、
密
め
た
人
の
情
で
も
あ
っ
た
。 

        

頼
朝
の
大
誤
算 

 

こ
う
し
て
、
義
経
は
無
事
奥
州
へ逃
げ
延
び
、
藤
原
氏

の
庇
護
の
下
に
入
っ
た
。
案
の
定
、
奥
州
藤
原
氏
の
総

師
秀
衡

ひ
で
ひ
ら

は
義
経
の
引
き
渡
し
に
応
じ
な
い
。
頼
朝
は
、

奥
州
攻
略
の
策
を
練
っ
て
い
た
。 

 

そ
ん
な
時
、
秀
衡
が
病
没
し
、
跡
を
継
い
だ
泰
衡

や
す
ひ
ら

が

こ
と
も
あ
ろ
う
に
、
義
経
を
殺
し
、
首
を
差
し
出
す
の

で
許
し
て
ほ
し
い
と
申
し
出
て
き
た
。 

 

あ
の
バ
カ
が
。
頼
朝
は
二
度
目
の
舌
打
ち
を
し
た
。
誰

が
義
経
を
殺
せ
と
言
っ
た
か
。
泰
衡
の
小
物
ぶ
り
に
呆

れ
、
即
座
に
奥
州
征
伐
を
命
じ
た
。 

 

結
果
は
あ
っ
け
な
い
幕
切
れ
。
栄
耀
栄
華
を
誇
っ
た

奥
州
藤
原
氏
は
、
関
東
軍
の
大
攻
勢
に
よ
っ
て
全
滅
。

東
日
本
は
全
て
頼
朝
の
勢
力
下
に
は
い
っ
た
。 

 

し
か
し
、
頼
朝
に
は
思
わ
ぬ
誤
算
が
生
じ
た
。
義
経
の

死
は
、
結
局
は
、
追
い
詰
め
た
頼
朝
の
せ
い
に
さ
れ
た
。

あ
れ
だ
け
の
活
躍
を
し
た
義
経
を
殺
し
た
頼
朝
。
冷
酷

無
比
の
大
悪
漢
。
腹
黒
い
大
陰
謀
家
。
恐
怖
の
将
軍
。

そ
ん
な
評
判
の
お
陰
で
、
頼
朝
の
人
物
像
は
、
ず
っ
と

悪
い
ま
ま
。 

 

大
河
ド
ラ
マ
で
ど
ん
な
に
人
気
俳
優
が
頼
朝
役
を
演

じ
て
も
、
一
向
に
頼
朝
人
気
が
逆
転
す
る
気
配
も
な
い
。

そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
国
民
的
大
人
気
者
の
義
経
を
殺
し

た
張
本
人
だ
か
ら
。 

 

あ
～
、
こ
れ
は
オ
レ
の
大
誤
算
。
頼
朝
は
密
か
に
三
度

目
の
舌
打
ち
を
す
る
し
か
な
か
っ
た
。 

  
 

★ 
 

☆ 
 

★ 
 

☆ 
 

★ 
 

☆ 
 

 
 

 

タ
ラ
レ
バ
は
、
も
し
こ
う
だ
っ
た
ら
、
も
し
こ
う
な
っ
て

い
れ
ば
と
、
事
実
と
無
関
係
の
仮
定
の
話
。
と
は
い
え
、

義
経
の
逃
亡
経
路
は
、
今
も
っ
て
皆
目
不
明
。
歴
史
学

で
も
未
解
明
。
で
あ
る
か
ら
、
桂
の
関
と
我
が
村
の
峠

を
通
っ
た
可
能
性
が
、
な
い
わ
け
で
は
な
い
。 

 

そ
の
真
偽
は
さ
て
お
い
て
、
三
潴
左
衛
門
尉
の
子
孫

は
、
こ
の
後
四
百
年
、
上
関
城
の
城
主
と
し
て
羽
越
国

境
を
守
り
続
け
た
。
こ
れ
は
、
フ
ァ
ク
ト
。 
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民
具
が
語
る
生
活
史 

㉒
ワ
カ
ン(

輪
か
ん)

 

 
例
年
に
比
べ
小
雪
の
１
月
末
、
関
川
小
学
校
３
年
生

が
「
昔
の
道
具
調
べ
」
と
い
う
単
元
で
民
具
の
体
験
学

習
に
訪
れ
ま
し
た
。
当
館
で
は
、
①
石
う
す
で
き
な
粉

を
作
ろ
う
、
②
防
寒
着(

み
の
・
じ
ん
べ
・
菅
笠
な
ど)

を
着
て
み
よ
う
、
③
照
明(

燭
台
・
行
燈
・
ラ
ン
プ
な

ど)

・
暖
房
器
具(

こ
た
つ
・
行
火(

あ
ん
か)

)

に
触
れ
て

み
よ
う
、
④
薪
割
り
体
験
を
し
よ
う
、
⑤
か
ん
じ
き
で

雪
の
上
を
歩
こ
う
、
の
５
つ
の
体
験
を
準
備
し
ま
し
た
。

毎
年
こ
の
時
期
に
行
わ
れ
ま
す
の
で
ど
う
し
て
も
冬

の
民
具
の
体
験
が
多
く
な
り
ま
す
。
準
備
を
し
て
い
る

と
、
少
し
前
ま
で
の
生
活
は
季
節
に
根
差
し
た
も
の
だ

っ
た
の
だ
な
あ
と
し
み
じ
み
感
じ
ま
す
。 

 

２
月
に
入
り
児
童
か
ら
お
礼
状
・
感
想
文
を
い
た
だ

き
、
大
変
楽
し
く
拝
見
い
た
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
か
ん

じ
き
に
つ
い
て
の
感
想
を
何
点
か
ご
紹
介
し
ま
す
。 

「
一
番
び
っ
く
り
し
た
の
は
、
か
ん
じ
き
で
す
。
理

由
は
〇
〇
先
生
は
雪
に
ず
ぼ
っ
と
は
ま
っ
て
い
た
の

に
か
ん
じ
き
を
は
い
た
だ
け
で
ず
ぼ
っ
と
は
ま
ら
な

か
っ
た
の
で
び
っ
く
り
し
ま
し
た
」、「
ぼ
く
が
一
番
ふ

し
ぎ
だ
と
お
も
っ
た
の
は
、
か
ん
じ
き
で
す
。
な
ぜ
か

と
い
う
と
、
ゆ
き
の
上
を
あ
る
け
る
か
ら
で
す
。
ふ
つ

う
は
は
ま
る
け
ど
、
か
ん
じ
き
は
お
ち
な
い
か
ら
す
ご

い
と
お
も
い
ま
し
た
」
、「
わ
た
し
が
は
じ
め
て
知
っ
た

こ
と
は
、
か
ん
じ
き
で
歩
く
と
雪
に
う
も
れ
な
い
こ
と

で
す
。
理
由
は
、
今
の
長
ぐ
つ
は
雪
に
う
も
れ
る
か
ら

で
す
」。 

 

私
た
ち
が
用
意
し
た
も
の
は
「
ワ
カ
ン
（
輪
か
ん
）」、

そ
し
て
「
ス
ノ
ー
シ
ュ
ー
」
で
す
。『
日
本
民
具
事
典
』

の
「
わ
か
ん
じ
き
（
輪
樏
）」
の
記
述
に
よ
る
と
、「
木

や
竹
を
曲
げ
て
輪
に
し
、
あ
る
い
は
簀
子
（
す
の
こ
）

状
に
並
べ
て
、
そ
の
上
に
足
を
の
せ
る
乗
緒
を
つ
け
、

さ
ら
に
沓(

く
つ)

に
結
束
す
る
結
緒
を
つ
け
た
雪
踏

み
の
履
物
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ワ
カ
ン
は
縄
文
時
代

の
遺
跡(

青
森
県
八
戸
市)

か
ら
出
土
し
て
お
り
、
か
な

り
古
い
時
代
か
ら
狩
猟
に
用
い
ら
れ
て
き
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
児
童
が
感
想
を
寄
せ
て
く
れ
た
通
り
、

雪
の
上
を
足
を
大
き
く
沈
め
ず
に
歩
く
た
め
の
民
具

で
す
。
靴
の
上
か
ら
装
着
し
ま
す
。
ワ
カ
ン
を
履
く
と

接
地
面
積
が
増
え
体
重
が
分
散
さ
れ
る
の
で
雪
に
深

く
入
ら
ず
に
歩
け
ま
す
。
さ
ら
に
、
斜
面
な
ど
で
は
ず

り
落
ち
に
く
く
す
る
効
果
が
あ
り
ま
す
。 

 
江
戸
後
期
に
塩
沢
の
文
人
鈴
木
牧
之(

ぼ
く
し)

が

記
し
た
『
北
越
雪
譜
』（
ほ
く
え
つ
せ
っ
ぷ
）
に
は
、
雪

国
の
生
活
が
活
写
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
〇
雪
中
歩
行
の

用
具
」
に
は
「
か
じ
き
（
か
ん
じ
き
）
」・「
す
か
り
」
が

紹
介
さ
れ
、「
す
か
り
」
は
一
回
り
大
き
い
も
の
を
指
す

よ
う
で
す
。
「
〇
か
じ
き
〇
す
か
り
の
二
ツ
は
冬
の
雪

の
柔
ら
か
な
る
時
ふ
み 

こ
ま
ぬ
為
に
用
ふ
」（P. 

1
9
1

『
北
越
雪
譜
』）
と 

あ
り
、
雪
国
の
生
活
を 

代
表
す
る
民
具
だ
っ
た 

こ
と
が
伺
え
ま
す
。 

 
 

（
図P

.
1
9
1

『
北
越
雪
譜
』
よ
り
） 

 

さ
て
、
児
童
は
、「
昔
の
道
具
・
昔
の
道
具
」
と
連
呼

し
て
い
ま
し
た
が
、
関
川
村
で
は
ワ
カ
ン
は
ま
だ
ま
だ

現
役
で
す
。
地
元
の
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
で
は
時
期
に
な

る
と
今
で
も
ワ
カ
ン
が
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
の
方
や
職
員
が
持
ち
寄
っ

た
ワ
カ
ン
は
面
白
い
ほ
ど
少
し
ず
つ
作
り
が
違
っ
て

い
ま
し
た
。
す
べ
り
止
め
の
ツ
メ(

爪)

が
つ
い
て
い
る

も
の
、
金
属
製
の
も
の
、
ナ
イ
ロ
ン
な
ど
の
テ
ー
プ
が

つ
い
た
も
の
、
使
い
勝
手
の
良
い
よ
う
に
カ
ス
タ
マ
イ

ズ
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
そ
れ
ぞ
れ

が
ご
自
分
の
用
途
に
合
わ
せ
て
普
段
か
ら
使
わ
れ
て

い
る
の
だ
と
感
じ
ま
す
。 

 

興
味
深
か
っ
た
の
で
、
そ
の
他
の
感
想
を
最
後
に
何

点
か
ご
紹
介
し
ま
す
。「
は
じ
め
て
知
っ
た
こ
と
は
大

豆
を
石
う
す
で
つ
ぶ
し
て
き
な
こ
に
な
る
こ
と
が
か

っ
こ
よ
か
っ
た
で
す
」、「
む
か
し
の
道
具
は
、
ボ
ロ
だ

と
思
っ
て
た
け
ど
、
い
が
い
と
べ
ん
り
だ
な
と
思
い
ま

し
た
」、「
じ
ゅ
ぎ
ょ
う
で
は
み
ん
な
今
の
方
が
べ
ん
り

と
い
っ
て
た
け
ど
昔
も
ま
け
て
な
い
と
思
い
ま
し
た
」
、

「
昔
は
天
才
だ
と
思
い
ま
し
た
」、「
昔
は
い
ろ
い
ろ
な

ち
え
を
使
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
」。 

 

民
具
の
体
験
学
習
か
ら
、
児
童
も
私
も
様
々
な
気
付

き
を
得
ま
し
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
の
み
な
さ

ま
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。(

神
田
舞
子) 

参
考
文
献
鈴
木
牧
之
編
撰
１
９
３
６
年
『
北
越
雪
譜
』
岩

波
文
庫
、「
わ
か
ん
じ
き(

輪
樏)

」
日
本
民
具
学
会
編
１
９

９
７
年
『
日
本
民
具
辞
典
』
ぎ
ょ
う
せ
い
出
版
社 
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方
言
一
考
・
い
た
ま
し 

「
い
た
ま
し(

い)

」
は
関
川
村
の
方
言
で
は
「
も
っ
た

い
な
い
」
の
意
味
で
あ
る
。
若
い
人
が
亡
く
な
る
と
「
い

た
ま
し
や
、
い
た
ま
し
や
」
と
使
う
が
、
こ
れ
は
痛
ま
し

い
、
い
う
意
味
で
な
く
て
「
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
が
あ
る

の
に
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
古
語
で
「
い

た
む
」
に
は
、「
強
く
悲
し
む
」
と
「
金
が
か
か
る
。
損
を

す
る
」
の
意
味
が
あ
り
、
現
在
の
標
準
語
の
意
味
と
し
て

残
る
の
は
前
者
で
、
方
言
と
し
て
は
後
者
の
方
だ
け
で
使

わ
れ
て
い
る
、
珍
し
い
例
で
あ
る
。
Ｗ
Ｋ
氏
も
希
代
の
い

た
ま
し
が
り
屋
で
、
不
燃
物
の
ゴ
ミ
の
中
か
ら
拾
っ
た
薬

缶
な
ど
自
慢
げ
に
見
せ
て
い
た
時
期
が
あ
る
。
家
族
の
悪

評
が
無
け
れ
ば
ど
れ
だ
け
拾
っ
て
き
た
か
計
り
知
れ
な

い
が
、
夫
人
の
目
が
届
か
な
い
と
こ
ろ
で
は
存
分
に
い
た

ま
し
が
る
の
で
、
週
末
道
の
駅
の
巡
回
の
時
の
恰
好
な
ど

は
頗
る
見
栄
え
が
悪
い
。
案
外
と
き
れ
い
好
き
な
の
で
洗

濯
は
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
限
度
を
越
え
て
使
っ
て
い

る
か
ら
、
あ
ち
こ
ち
擦
れ
切
れ
て
い
る
。
人
の
多
い
場
所

で
は
い
か
に
も
目
立
っ
て
、
駐
車
し
て
い
る
車
の
ナ
ン
バ

ー
を
調
べ
て
回
る
際
に
は
、
良
く
ク
レ
ー
ム
を
つ
け
ら
れ

る
ら
し
い
。
人
を
見
か
け
で
判
断
す
る
の
は
人
の
性
だ
か

ら
仕
方
な
い
。
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
菅
笠
を
見
か
ね
て
神
田
さ
ん

が
買
っ
た
の
は
い
た
ま
し
く
て
使
わ
ず
、
笠
全
体
を
覆
う

カ
バ
ー
を
今
度
は
私
が
買
っ
て
あ
げ
る
と
喜
ん
で
使
っ

て
い
る
。
度
を
越
し
た
い
た
ま
し
が
り
屋
は
か
え
っ
て
人

を
心
配
さ
せ
迷
惑
を
掛
け
る
と
い
う
話
で
あ
る
。(

安
久) 

モ
ノ
言
う
も
の
・
発
掘
さ
れ
た
遺
物
の
数
々 

齊
藤
準
氏
が
村
に
来
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
十
年
が
経

っ
た
。
女
川
の
大
規
模
圃
場
整
備
が
始
ま
る
た
め
、
埋

蔵
文
化
財
の
調
査
員
と
し
て
村
職
員
に
雇
用
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
最
初
の
年
の
冬
、
我
々
山
の
仲
間
は
彼
を 

高
坪
山
に
連
れ
て
行
っ
た
。
山
頂
に
テ
ン
ト
を
張
っ
て
、

大
い
に
歓
待
す
る
心
づ
も
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
冬

の
山
は
登
山
口
ま
で
行
く
の
に
一
苦
労
、
一
汗
流
さ
な

い
と
な
ら
な
い
。
夏
な
ら
車
で
行
く
所
ま
で
雪
道
を
歩

か
な
い
と
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
ま
と
も
な
山
登
り
を
し

た
こ
と
の
な
い
彼
は
一
時
間
程
歩
い
て
着
い
た
登
山

口
で
ば
た
っ
と
腰
を
下
ろ
し
て
動
け
な
く
な
っ
た
。
そ

れ
か
ら
先
は
「
も
う
少
し
あ
と
少
し
」
と
騙
し
騙
し
、

Ｋ
さ
ん
が
先
導
し
て
掛
け
声
を
掛
け
、
気
合
も
掛
け
て

登
る
。
か
ん
じ
き
を
履
き
、
雪
を
漕
ぐ
よ
う
に
し
て
登

る
山
は
、
体
力
も
時
間
も
夏
の
何
倍
も
掛
か
る
。
私
は

最
後
尾
か
ら
「
群
馬
の
子
熊
ち
ゃ
ん
、
頑
張
れ
」
と
祈

る
よ
う
に
見
守
る
し
か
な
か
っ
た
。 

彼
の
お
陰
で
圃
場
整
備
は
無
事
終
わ
っ
た
。
し
か
し

彼
は
種
々
の
都
合
で
村
を
離
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
彼
が
掘
っ
た
遺
物

を
見
る
時
、
私
は
縄
文
時
代
に
思
い

を
馳
せ
る
よ
り
は
、
あ
の
冬
の
山
で

の
健
闘
を
思
い
出
す
だ
ろ
う
。
至
る

所
青
山
あ
り
。
「
幸(

さ
き)
く
と
ば

か
り
」
歌
う
だ
け
だ
。(

安
久)
※
写

真
は
遺
物
説
明
会
の
一
コ
マ
。 

歴
史
館
行
事
の
報
告 

 

〇
山
と
花
の
ス
ラ
イ
ド
解
説
会 

２
月
18
日(

日)

、
参
加

者
22
名
。
参
加
者
の
み
な
さ
ん
は
来
年
度
の
山
行
き
に
思

い
を
馳
せ
ま
し
た
。 

〇
古
文
書
解
読
講
座(

１
月
～
３
月)

 

江
戸
時
代
の
村
の

暮
ら
し
を
古
文
書
か
ら
学
ん
で
い
ま
す
！
令
和
６
年
度

は
５
月
８
日(

水)

か
ら
予
定
し
て
い
ま
す
。 

〇
民
具
体
験 

１
月
31
日(

水)

、
関
川
小
学
校
３
年
生 

〇
昔
の
遊
び
体
験
２
月
28
日(

水)

、
関
川
小
学
校
１
年
生 

こ
ま
、
め
ん
こ
、
ゴ
ム
飛
び
、
竹
ト
ン
ボ
、
ま
り
つ
き
等 

       

お
知
ら
せ 

〇
村
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
「
歴
史
館
所
蔵
絵
画
展
」
長
谷
部
権

次
呂
、
鳥
居
敏
文
な
ど
、
篤
志
の
方
々
に
よ
る
ご
寄
贈
・

ご
寄
託
の
絵
画
を
展
示
中
。
会
期:

～
５
月
６
日(

月)

、
月

曜
休
館
・
月
曜
祝
日
の
場
合
は
翌
火
曜
休
館
、
観
覧
無
料
。 

☆
今
年
度
も
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
！ 

い
わ
か
が
み 

第
九
六
号 

発
行
日 

 
 
 

令
和
六
年
三
月 

編
集
発
行 

 
 

せ
き
か
わ
歴
史
と
み
ち
の
館 

tel0254
-64-1288 

Fax0254
-64-0300

 


