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新
年

か
め
て
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
笑
う
門
　
　
祗
は
も
の
心

つ
い
て
か
ら
、
昭
和
二
十
年

に
は
福
来
た
る
と
い
い
ま
す
が
、
清

々
し
い
　
一二
月
十
日
の
大
空
襲
で
家
を
失
う
ま
で
、
約

年
を
お
迎
え
し
た
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
昨
年
　
十
五
年
間
蓬
未
町
の
お
世
話
に
な

っ
た
。

は
本
当
に
皆

々
様
に
は
か
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
私
の
家
は
東
京
市
本
郷
区
駒
込
蓬

茉
町
七
番

深
謝
し
■
す
。
蓬
衆
町
は
地
名
の
示
す
よ
う
　
地
に
あ

っ
た
。
日
本
広
大

の
坂
は
、
今
は
正

に
、
観
音
さ
ま
の
ま
し
ま
す
蓬
来
山
に
由
来
　
式
に
は

「
根
津
裏
門
坂
」
な
ん
て
言

っ
て
い

し
ま
す
。
観
音
と
は
ひ
と
び
と
の
心
の
響
き
　
る
が
、
私
が
育

っ
た
頃
は

「
医
専
の
坂
」
と

で
あ
り
ま
す
。
喜
び
ヽ
か
な
し
み
も
全
て
見
　
一）一口
っ
た
。
明
治
の
昔
、
済
生
学
会
か
ら
出
発

通
し
、
全
て
の
人

々
を
救

っ
て
い
だ
だ
く
観
　
し
た
日
本
医
大
が
、
ま
だ
日
本
医
専
だ

っ
た

音
菩
薩
は
大
切
な
仏
さ
ま
で
す
。
ど
う
ぞ
、
　

頃
の
呼
び
名
が
残

っ
て
い
た
。
道
巾
は
も

つ

皆

々
様
も
折
角
こ
の
す
ば
ら
し
い
町
会
に
加
　
と
狭
く
、
昭
和
十

一
年
頃
に
、
神
社

の
側
か

入
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
ほ
ほ
　
十
米
近
く
け
す
ら
れ
て
広
く
な

っ
た
。
そ
れ

笑
め
な
く
な
る
種
子
は
な
く
ま
い
と
心
に
誓
　
ま
で
は
根
津
権
現

の
、
今
駐
車
場
と
な

っ
て

っ
て
、
心
く
ば
り
を
し
た
、
さ
わ
や
か
な
日
　
い
る
所
に
は
、　
一
面
の
草
が
生
え
、
桜
の
大

お
く
り
を
し
て
い
き
た
い
も
の
と
存
じ
ま
す
。
木
が
何
本
も
並
ん
で
、
花
見
時
に
は
、
そ
れ

お
は
よ
う
、
あ
り
が
と
り
、
ど
う
ぞ
、
す
み
　
は
得
難

い
眺
め
で
あ

っ
た
。
坂
の
こ
と
だ
け

ま
せ
ん
と
い
う
挨
拶
が
、
素
直
に
、
呼
び
か
　
で
も
紙
数
を
費
し
て
し
ま
う
の
で
、
そ
れ
は

け
ら
れ
る
と
、
町
内
は
ま
た

一
段
と
明
る
く
　
ま
た
後
日
に
記
す
と
し
て
、
今
回
は
蓬
末
町

来
来
来
来
来
米
*

業
来
*
*
業
*

*
*
*
黎
*
*
*

米
来
業
*
※
来

＊
業

蓬

未

町

だ

よ

り

業
来

な

っ
て
ま

い
り
ま
す
。
ど
ん
な

こ
と

が
あ

っ

て
も
、
和
合

へ
の
道
づ
く
り

を
ホ
互

い
に
し

た

い
も

の
で
す

ね
。

に
歩

を
進

め
る
こ
と

に
し

よ
う

。

医
専

の
坂
上

の
右

の
角

は
、
日
下

四
階
建

て
に
改
築
中

の
和
菓

子

の
恩

田
さ
ん

で
、
矢

張
り
大

空
襲

で
私

の
家

と
運
命

を
共
に
し

た

が
、
暫
ら

く
川
越

の
方

に
疎
開
し

て
い
て
、

戦
後

も

と

の
場
所

に
復
活

し

た

の
は
喜

ば
し

い
。

こ
こ

の
お
か
み
さ

ん
は
昔

の
お
茶

の
水

学
校

を
出

た
オ
援

で
、

子
供

だ

っ
た
私
は
、

お
菓

子

を
買

い
に
行

っ
て
も
、

か
し

こ
ま

っ

て
注
文
す

る
位

の
気

品

が
う
か

が
え
た
。
旦

那
は
、
浅
嘉

町

の
松
仙

堂

と
同
じ
く
、
本
郷

日
影

町

の
藤
村

で
修
業

し

た
と

い
い
、
荷

台

の
大
き

な
自
転
車

の

＾
ン
ド

ル
に
、
木
綿

の

風
呂
敷

を
包

び

つ
け

て
、
毎

日
用
足
し

に
行

く
姿

を
見

か
け
た
。

日
中
戦
争

か
ら
第

二
次

大
戦

へ
と
拡
大

さ
れ
た
昭
和
十

六
年
頃

に
は
、

米

や
麦

の
主
食

は
固

よ
り
、
砂
糖

や
響
油

な

ど
も
配
給
制

と
な

っ
た

。

こ

の
時
分
、　
一
炉

庵

で
は
毎

日
百
人
分
と
か

二
百
人
分

と
定

め

て
和
菓

子

を
制
限
販
売
し

た
。
朝

か
ら
自

分

の
家

用

の
器
を
持

っ
た
ま
ま

主
婦

が
店
前

に

行
列

を
作

っ
た
。
今

み
た

い
に
銘

々
の
お
好

み
は
も
う

出
来
ず
、
　
一
人

に
十
個

と
か
十

五

個

と

か

の
定

っ
た

一
組

の

が
菓

子
を
売

っ
て

い
た
と
記
憶
し

て
い
る
。
中

に
は
親

と
娘
と

で
二
人
並

ん

で
、
ち

ゃ

っ
か
り

三
倍
も
買

っ

て
帰

る

お
客
も

あ

っ
た
。
恩

田
さ
ん

の
長
男

編集者 文 化 都

凧
好

き

の
い
た
頃
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幸
雄

さ

ん
は
私

よ
り

三
級

上

の
誠

之
の
先
輩

で
、
開
成
中
学

か
ら
旧
制
新
潟
高
校

を
経

て

東
大

の
水
産
学
科

を
卒

え

て
、
農
林
省

に
出

て
居
ら

れ

た
。
た
ま

に
都

バ

ス
の
中

で

お
見

か
け
す

る
が
、
最
近

は
昔

の
旦
那

に
似

て
来

ら

れ
た
な
ら
と
思
う

。

そ

の
西
隣
り

の

「
さ
し

だ
」
は
、
戦
前

は

八
百
屋
と
乾
物
屋

を
や

っ
て
い
て
、
ご
当

主

の
岸

田
喜

一
さ
ん
は

「
さ

い
ち

ゃ
ん
」

の
愛

称

て
親
し

ま
れ
、　
一
寸
し

た
兄
責
分

た

っ
た
。

私
は
、

こ
と
遊
び

に
関
し

て
は
、
さ

い
ち

ゃ

ん

に
訓
育

を
受
け

た
と
言

っ
て
よ
い
。
京
北

実
業

か
ら

明
大

へ
と
進

ま
れ
た
が
、
き

い
ち

ゃ
ん

の
や
る
こ
と
は
、

な
ん
で
も
本
物

主
義

て
、

ま
た

お
や
し
さ

ん
か
な
か
な
か

の
通
人

だ

っ
た

の
だ
ろ
う

。
凧

を
揚
げ
る
に
し

て
も
、

江
戸
凧

の
西

ノ
内

二
枚

半

と

い
り
、
大
張

り

を

異
に

五
本
も

つ
け

る
大

き
な
凧
を
し

つ
ら

え
、
糸
目
も
総
糸

目

を
十
米
も
長
く
し

て

恰

好

を

つ
け
、

お
ま
け

に
本
格
的
な
う

な
り

を

凧

の
上
に
乗

せ

て
、

そ
れ

を
綺
麗

に
揚

げ

て

見

せ
た
。

戦
前

は
、
年

の
暮

れ
と
も
な
る
と
、
軒
並

に
門

松

や
笹

を
立

て
て
、
北
風

に
笹

の
葉

が

か
さ
か
さ
と
鳴

っ
て
師
走

の
あ
わ

た
だ
し

‘

が
感
じ
ら

れ
、
襟

を
立

て
て
家
路

を
急

ぐ
員

物

客

の
下
駄

の
音

が
、

カ
ラ

コ
ロ
カ
ラ

コ

ロ

と
町
に
響

い
た
。

こ

の
頃
か
ら

お
正
月

に
か

け

て
は
、
郁

文
館

の
運
動
場

は
絶
好

の
凧
場

げ
場

で
、

町
内

の
子
と
も

や
大

入

が
、

思

い

思

い
の
凧

を
競

っ
て
場
げ

た
。
そ

の
数

は
三

十

に
も

四
十

に
も
及
ん
だ
。

郁
文
館

の
門

の
前

か
ら
旧

電
車
通

り

に
出

る
商
店
街

の
右
手
、
構

口
理
髪

店

の
手
前

に

い
た
、
大

工

の
棟
梁
高

岡
さ
ん

は
俄
造

り

の

凧
屋

に
な

っ
た
。
高
岡
さ
ん
は
今

も
近
く

て

御
健
在
だ
が
、
音

の
お
店
は
、
下

が
土
間

で
、

壁

に
幾

つ
も
凧

を
並

べ
て
売

っ
て
い
た
。

四

角

い
中
張
り
凧

は
十
銭
か
ら

二
十
銭

、

オ
か

め
、

ひ

ょ
っ
と

こ
、
当
り
矢
、
波
う

さ
ぎ
、

雪
た
る
ま
、

そ
れ

に
軍
艦
旗

な
ど

の
絵
柄

が

こ
の
中
張
り
凧

で
、
他

に
鳶
凧

や
せ
み
凧

に

混

っ
て
、
西

の
内

二
枚
半

の
大
凧
も

あ

っ
て
、

こ
れ

は

一
枚

六
十
銭
か
ら

八
十
銭
も
し

た
。

錦
絵
風

の
武

者
絵
、
例
え
は
川

中
島

合
戦
、

一
の
谷
、
宇

治
川

合
戦

な
ど

が
描

か
れ

て
い

て
、

こ
れ
だ
と

「
巻
骨

」
と
言

っ
て
、
凧

の

骨
に
細
く
切

っ
た
和
紙

を
斜

め
　

に
ぐ

る
ぐ

る
巻

い
て
あ

っ
て
、
贅
沢
な
も

の
た

っ
た
。

何
し

ろ
五
十
銭
銀
貨

一
枚

の
値

打
ち

が
あ

っ

た
時
分

の
こ
と
、

二
枚
半

の
凧

は
な

か
な
か

手
が
出
な
か

っ
た
。

で
も
、

も

っ
と
気

軽

に
揚
げ

よ
う

と
思
え

ば

「
一
銭
凧

」
を
買
え
ば

よ
か

っ
た
。
滞

ロ

理
髪

店

■

で
行
か
な

い
反
対

側

に
前

田
お
ば

あ
ち

ゃ
ん

の
駄
菓
子
屋
が

あ

っ
て
、
駒
凧

を

売

っ
て
い
た
。
横
長

四
角

の
形

の
上
と
下

に
、

小
さ
な

三
角

の
紙

を
貼

っ
た

コ

マ
の
形

を
し

た
凧

で
、

こ
れ
は

一
銭

て
員

え
た

の
で

「
一

銭
凧

」
と
言

っ
た
。

こ

の
駒

凧

は
和
紙

で
は

な
く

西
洋
半
紙

て
出
来

て
店

り
、
手
推
き

で

は
な
く
、
近
代
印

刷

て
大
量

に
作
ら

れ

て
い

た
。
童

子
格

子
と
言

っ
て
、

紫
色

の
格

子

の

真
中

に

日

の
丸

の
あ
る
絵

や
、
赤

の
竜
字

や
、

き
わ
も

の
の
、
ポ
パ

イ
と
か

の
ら
く

ろ
な
ど

の
絵

が
主

で
あ

っ
た
。

こ

の
凧

は
秋
頃

か
ら

も
う
駄
菓

子
屋

で
は
天
丼

か
ら
東

で
吊
り
下

げ

て
売

っ
て
い
た
。
駒

凧

は
小

さ
く

て
場
げ

易
い
の
で
初
心
者

向
き

で
あ

っ
た
。
糸

も
縫

糸
程

度

で
揚
け

ら

れ

る

の
で
、

母
親

の
針
箱

か
ら

糸
巻
き

を
持
ち

出
し

て
は
ょ
く
叱
ら

れ

た
も

の
だ
。
中
張
り

の
凧

は

「
六

っ
こ
糸

」

で
な

い
と
途
中

で
切
れ

て
し

ま
う

こ
と
も
あ

っ
た
。
根
津
下

に
並
本

と

い
う
糸

屋
が
あ

っ

て
、
き

い
ち

ゃ
ん
や
私

は
そ

こ
に
糸

を
買

い

に
行

っ
た
。

岸

田

の
西
隣
り
が
、

尾
張

屋

と

い
う
駄
餅

屋

で
、

こ
の
旦
那
が
ま
た
大

の
凧
好
き
。

東

京

で
は
見
ら

れ
な

い
日

玉
が

二

つ
あ
る
大
き

な
虫

の
凧
、
今

に
な

っ
て
わ

か

っ
た

こ
と
た

が
、

こ
れ

は
旦
那

の
出
身

地
名

古
屋

の
あ
ぶ
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凧

だ

っ
た
が
、

こ

の
あ
ぶ
凧

が
医
専

の
坂

の

上
空

に
気
持
ち

よ
さ

そ
う

に
場

が

っ
て
い
る
。

こ
の
風

が
少

い
の
に
誰

か
揚
げ

て
い
る

の
だ

ろ
う

と
、
揚
げ
糸

を
た
ど

っ
て
い
く
と
、
糸

は
尾
張
屋

の
裏

の
路
次

で
消
え

て
し
ま

う
。

こ
ん

な
狭

い
路
地
か
ら
誰

が
、
ど
う

や

っ
て

場
け
た
も

の
か

と
不
思
議

に
思

っ
た
。

そ
ん
な
あ
る

日
、

尾
張

屋

の
旦
那

が
、
秘

密

兵
器

で
凧

を
揚
け

る

こ
と
を
知

っ
た
。

こ

れ

は
凧

の
字
宙

ス
テ
ー

シ

ョ
ン
と

で
も
言
う

の
で
あ

ろ
う
。
旗
竿

を

二
本
位
継

い
て
、
そ

の
先
端

に
針
金

で
直

径

五
糎
程

の
丸

い
輸

を

作

る
。
そ

の
輸

に
場
げ
糸

を
く
ぐ
し

て
、
尾

張
屋

さ
ん
は
、
竿

を
屋
根

よ
り

一
尺
位

上

に

持
ち
上
げ

る
。
す

る
と
ど
う
だ

ろ
う

。
あ
ぶ

凧
は
、
屋
根
越
し

の
風

に
乗

っ
て
す

い
す

い

場

が

っ
て
い
く

で
は
な

い
か
。
場

が
り
切

っ

て
し
ま
え
は
、
竿

を
下

ろ
し

て
知
ら

ん
顔
、

凧

を
下

ろ
す
時

に
は
、

ま
た

ス
テ
ー

シ

ョ
ン

を
作

る
と

い
う
仕
掛

け

で
あ

っ
た
。

尾
張

屋

の
様

の
狭

い
路
次

を
は
さ
ん

で
、

プ
リ

キ
屋

の
木
下

さ
ん
が

い
た
。
私
と
同

い

年

の
清
君

と
兄
さ
ん
が

い
て
、
ま
た
、

こ
の

木
下

さ
ん
父
子
が
凧
揚
げ

の
名
人
だ

っ
た
。

北
風

の
強

い
あ
る

日
、
本

下

の
お
や
し

さ

ん

と
息
子

二
人

が
、
大
き

な
だ
る
ま
凧

に
う

な

り
を
付

け

て
、
郁

文
館

で
揚
げ

て

い
た

の
が

眼
底
に
焼
き

つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
西

ノ
内

四

枚
半

の
だ

る
ま
凧

で
、
子
供

の
背

よ
り
高

い

凧
だ

っ
た
。

我

々
逢
茉

町

の
凧
揚
げ

の
間

で
は

「
三
な

い
」
と

い
う

こ
と
が
言
わ
れ

て

い
て
、
凡

そ

凧
揚
げ

の
達

人

た
る
者
、

こ
の
二

つ
の

「
な

い
」
を
守

る
べ
き

だ
と
さ
れ

て
い
た
。
即
ち
、

第

一
に

駈
け
出

さ
な

い
、

第

二
に
尾

っ
ば
を

付
け
な

い
、

第

二
に
他
人

の
糸
筋

に
揚
げ
な

い
の
二

つ
こ
れ

で
あ

る
。
第

一
は
、

よ
く
幼

児

が
や

っ
て
い
る
様

に
、
凧

を
場
げ

る
時
に

駈
け
だ
す

こ
と

は
決
し

て
し
な

い
で
、
手
も

と
か
ら

た
ぐ

つ
て
は
糸

を
出
し
、

た
ぐ

っ
て

は
糸

を
出
し

て

（
こ
の
こ
と
を
だ
ま

（
工
）

を
呉
れ

る
と
言
う
、
糸

玉
を
凧

に
あ
げ

る
と

い
う
意
味

）
、

次
第

に
風

に
乗

せ

て
揚

け
ら

れ
る
技
術

を
言
う

。
　
一
歩
も
動

か
ず

と
も
、

手
も
と
か
ら

揚
け

て
手
も
と
ま

で
取

り
込

め

る
技
術

を
身

に

つ
け

て
い
た
。
第

二

の
な

い

は
、
凧

に
尾

っ
ぼ
を
付
け
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
凧

は
糸
目
が
巧
く
と
れ

て
い
れ
は
、

め
ん
く
ら

っ
た
り
、
か
し

い
だ
り
す

る
こ
と

は
な

い
。
凧

の
も

つ
癖

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

糸

目
を
正
し

く

と
れ
れ
ば
、
尾

っ
ば
な
ど
な

く

て
も

パ
ラ

ン

ス
が
と
れ

て
綺
麗

に
揚
げ
ら

れ

る
。
尾

っ
ぼ
を

つ
け
る
と
皆

に

バ
カ
に
さ

れ
た
。
第

二
は
、
同
じ
広
場

で
大
勢

の
人

が

凧
を
揚
け

て
い
る
の
だ
か
ら

、
後

か
ら

揚
け

る
者

は
先
人

の
場
糸

と
同

じ

コ
ー

ス
に
向
か

っ
て
凧

を
場

げ

て
は

い
け
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

お
互

い
に
凧
が
か
ら

ま

つ
て
凧

を

落
す
結

果

と
な
る

の
で
、
他
人

の
場
系

を
避

け

て
あ
げ

る
。
当
節

の
連
中

は
こ
の
点

が
ま

っ
た
く

ゼ

ロ
で
あ
る
。
こ

―
ち

ゃ
ん
や
木
下

君
は
勿
論

、

こ
の
三

つ
を
十
分

に
体
得
し

て

い
た

の

で
、
強
風

の

日
な
ど
、
他

の
凧
が
み

ん
な

め
ん
く
ら

っ
て
落
ち

て
し

ま

っ
て
も
、

堂

々
と
天
空
高
く
ぴ
た

っ
と
き
ま

っ
て
い
る

凧

の
姿

は
に
く

い
位

だ

っ
た
。
他
人

の
凧

と

か
ら

ま

っ
た
り
、　
一
カ
所

で
糸

を
た
ぐ

っ
た

り
す

る
と
、
揚
げ
糸

が
こ
ん
が
ら

か

っ
て
、

握
り

こ
ぶ
し
程

の
糸

玉
に
な

っ
て
し
ま
う

。

こ
ん
か
ら

か

っ
て
い
て
も
元

は

一
本

の
糸

、

他
人

が
順

風

に
凧

を
す

い
す

い
場
げ

て
い
る

の
に
、
歯

を
く

い
し
ば

っ
て
糸

を
に
ぐ
す

の

に
涙

を

の
む
。
　
一
本

一
本

町
嘩

に
糸

を
に
ぐ

し

て
行
く

こ
と
が
ま
た
大

切

て
、
子
供

の
時

の
こ
う

い
う
辛
抱

が
後

日
に
な

っ
て
生
き

る

こ
と
が
あ
る
。
先
輩
達

か
ら

こ
う
し

て
か
ら

だ

で
教

わ

っ
た
こ
と
が
実

に
あ
り
が
た

い
。

今
時

の
子
供

な
ら

、
糸

は
捨

て
て
、

ま
た
新

ら
し

い
糸

を
使
え
ば

い
い
よ
と

い
う

か
も
知

れ
な

い
。
昔

の
子
供

は
こ
う

し

て
、
知
ら
ず

知
ら

ず

の
う
ち

に
手
先

が
器
用

に
な

っ
た
し

、
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こ
れ
が
ま
た
、
職
人

の
予
備
軍
と
し

て
の
見

え
き

る
勉
強

に
も
な

っ
た

の
だ
ろ
う
。

閑
話
休

題
、
本
下
ブ

リ

キ
屋

の
西
隣

り

の
、

今

駐
車
場

と
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
滝

口

と

い
う
長
唄

の
オ
師

匠
さ

ん
が

い
た
。
そ

の

角

に
大
き

た
車

よ
け

の
石
柱
が
あ

っ
て
、

そ

れ

に

つ
い
て
右

に
曲
が
れ

ば
突
き
当
た
り

に

郁

文
館

が
見

え

て
、
右
途
中

に
蓬
ボ

町
郵
便

局

の
豊

田
さ
ん
が

い
た
。
長
男

の
繁

さ
ん
は

昭
和

二
年
生
ま
れ

て
私

の

一
つ
上
、
弟

の

馨

さ
ん

は

一
つ
下
だ

っ
た

の
で
よ
く
遊

ん
だ
。

こ
こ

の
お
し

い
ち

ゃ
ん
が
た

い

へ
ん
な
人

で

自
宅

の
庭

に

フ
イ
ゴ
を
置
き
、

Ｓ
Ｌ
を
手
造

り

で
杵
え
、
私
共

を
乗

せ
て
走

っ
た

の
で
、

よ
く
雑

誌

や
新
間

に
出

た
。

こ
の
豊

田
の
お

し

い
ち

ゃ
ん
や
、
鍛

治
屋

の
福
島

さ
ん

や
、

経
師

屋

の
鯨
丼
さ

ん
が
ま

た
凧
好
き

で
、

こ

の
人

た
ち

は
畳

よ
り
大
き

い
凧
を
組

み
立

て

式

に
作

り
、
そ
れ

を
町
内

の
電
信
柱

に
結

び

つ
け

て
、
長
さ

二
十
間

（
三
十

五
米

）
も

あ

る
給
糸

目

の
調
子
を
整
え

て
い
た
光
景

が
印

象

的

だ
。
当
時
は
自
動
車

な
ど
め

っ
た
に
横

丁
に
入

っ
て
来

な
か

っ
た
か
ら
、

の
ん
び
り

と

こ
ん
な
こ
と
も
し

て
い
ら

れ
た
。

そ

の
頃

は
、
月
島
が
大
凧
場
げ

の
本
場

で
、
蓬
茉

町

か
ら

も
遠
征
し

て
行

っ
た
。

ま

た
、
浄
真
寺

の
お
弟

子

で
凧
揚
け

の
名

人
が

い
て
、
北

風

が
吹
く
と
、
自
雷

也

の
大

凧

に
う
な
り
を
付
け

て
、
寺

の
境
内

か
ら
郁

文
館

の
円

の
上
く
ら

い
ま
で
場
け

て
い
た
。

ぶ
―
ん
ぶ

―
ん
と
う

な
り

の
音

が
聞

こ
え

て

来

て
、
私

は

何
時
も
勉
強

の
手

が

つ
か
な

い

の
で
あ

っ
た
。

昭
和
口
年
ｌｏ
月
か
ら
沼
利
“
年
１
月
（４
カ
月
間
）

防
　
火
　
部

”
年
１０
月
の

「
私
の
防
火
違
ヨ
」
“
『
中
に
左
記
●

訓
総
か
ら
り
、
当
町
会
で
は
、
各
“
の
部
員
が
参
“
し

て
短
時
間
で
す
が
、
防
人
に
関
す
る
た
々
の
知
識
を
学

ん
で
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
防
災
に
関
す
る
ｔ
構
え

は
、
町
内
皆
様
に
徹
底
し
て
こ
そ
役
立
つ
も
●
思

っ
て

お
り
ま
す
の
で
、
本
年
に
、
消
防
婚
の
指
導
●
４
て
、

町
内
●
防
災
普
及
行
事
を
企
画
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ

の
折
に
は
、
多
数
を
ご
参
■
を

，
Ｆ
い
い
た
し
ま
す
。

１
昭
和
”
年
度
　
向
丘
地
区
結
合
防
災
訓
練

曰
　
時
　
ｎ
月
１４
日
０
午
前
八
時
二
し
分
～

午
前
十

一
時
二
０
分

場
　
所
　
女
京
区
立
第
六
中
学
●

内
　
容
　
情
報
連
絡
　
初
期
消
火
　
応
急
故
設

２
昭
和

，
年
度
　
防
災
訓
練

コ
ン
ク
ー
ル

日
　
時
　
１．
月
２３
曰

（祭
日
）

午
前
八
時

〓
●
分
～
午
前
十

一
時

三
●
分

場
　
所
　
　
丈
京
区
立
第
六
中
学
技

コ
ン
ク
ー
ル
参
皿
団
■

（
町
会
及
び
自
治
会
）

湯
島
地
区
８
チ
ー
ム
　
向
丘
地
区
９
チ
ー
ム

汐
見
梵
区
７
チ
ー
ム
　
駒
込
地
区
４
チ
ー
ム

林

昭
和
　
一二
年

昭
和
二
七
年

者
書

筆 続 都 乍  汽 を 4ヽ 東 京

う  発  行  受 行   .1 育

だ主気～C～I～ξ二 ～～■鷲～■



こ
●
コ
ン
´
―
ル
は
、
１
チ
ー
ム
を
４
人
で
編
成
し
、

制
限
時
間

（
二
分
三
０
秒
）
の
間
に
、
各
人
の
チ
ー
ム

プ
レ
ー
に
よ

●
て
、
火
災
発
生
の
通
報
、
初
期
消
火
、

応
故
技
護
、
怪
我
人
の
泄
架
搬
送
ま
で
を
的
確
か
つ
迅

速
に
行
う
こ
と
を
競
う
ヽ
の
で
し
た
。
当
町
会
で
は
２

チ
ー
ム
が
参
「
し
、
相
応
の
成
績
を
収
め
ま
し
た
。

防

　

犯

　

部

第
六
口
　
全
国
防
犯
運
動
Ю
月
１０
日
～
“
月
２０
ぃ

当
運
砿
ｏ
普
及
行
事
と
し
て
、

１０
月
Ю
日
駒
込
警
察

署
首
内
●
パ
レ
ー
ド
が
行
わ
れ
、
当
町
会
で
は
、
防
犯
、

防
人
、
婦
人
の
各
部
員
が
参
加
し
て
ま
い
０
ま
し
た
。

婦

　

人

　

部

募
金
に
つ
い
て

秋
か
ら
年
末
に
か
け
て
、
共
同
募
金
と
歳
末
助
け
合

い
募
金
と
続
い
て
ら
り
ま
し
た
が
、

町
内
皆
様
力
の
温

か
い
ご
厚
志
、
ご
協
力
を
賜
レ
、　
左
記
０
金
円
を
か
寄

せ

頂
き
ま
し
た
の
で
、
ご
報
告
と
共
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

今
後
共
宣
敷
し
く
ご
協
力
方
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

記

共
　
同
　
募
　
金
　
一
一
ｉ
一、
■
０
０
円

歳
末
助
合
い
募
金

　

一
〓
一七
、　
二

七
円

い
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
中
間
報
告
で
す
が
、
昭
和
５７
年

‐２
月
末
■
在
の
廃
品
回
収
に
よ
る
売
却
益
金
は
、
左
記

の
金
額
に
達
し
ま
し
た

の
で
報
告
き
せ
て
頂
き
ま
す
。

記

売
却
益
積
立
額

　
一
四
四
、
ｔ
四
八
円

な
が
、
こ
●
廃
品
売
却
に
よ
る
益
金
は
、　
一
応
目
標

と
す
る
金
額
ま
で
達
し
ま
し
た
ら
慈
害
金
と
し
て
、
公

的
機
関
を
通
し
て
寄
贈
し
、
恵
ま
れ
な
い
方
々
０

一
助

の
役
に
立
た
せ
て
頂
き
ま
す
。

文

　

化

　

部

町
会
員
の
ご
家
族
て
本
年
成
人
を
迎
え
ら
れ
た
方
は

左
記
に

，
名
前
を
載
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

訳
に
お
巨
出
度
う
ご
ざ
い
ま
す
。

当
町
会
で
は
、
新
成
人
と
な
ら
れ
た
方
々
に
心
ば
か

り
の
祝
品
を
お
贈
り

い
た
し
ま
し
た
。

記

豊
田
　
統
様

青

　

年

　

部

年
末
夜
警
　
　
１２
月
１８
日
か
ら
１２
月
”
日
ま
で

青
年
部
で
は
、
町
会
各
部
役
員
の
協
力
を
得
ま
し
て
、

本
年
も
町
内
を
巡
回
し
、
年
末
夜
螢
を
実
施
い
た
し
ま

し
た
。

幸
に
し
て
、
当
町
内
で
は
火
災
、
盗
難
等
の
不
幸
な
事

故
は

一
件
ヽ
無
く
前
年
を
迎
え
ま
し
た
こ
と
は
、
町
会

皆
様
の
ご
協
力
に
よ
る
も
の
と

，
し
ま
す
。

今
後
も
益
々
住
み
良

い
町
内
づ
く
り
に
若
者
と
し
て

一

層
努
力
し
て
な
い
り
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
指
導
ご
協

力
を
お
願
い
申
上
げ
ま
す
。

総

　

務

　

部

・２
月
‐０
口
に
文
京
区
役
所
防
災
課
か
ら
当
町
会
宛
に

担
架

一
本
　
三
角
巾
三
０
枚
の
配
布
が
あ
り
ま
し
た
。

小
幡
昌
生
様
　
　
当
町
会
に
ｒ
住

い
０
方
で
、

１０
月
か
ら
１
月
ま
で
の

佐
藤
ツ
樹
様
　
間
に
ご
逝
去
さ
れ
た
方
々
の
ご
氏
名
は
左
記
の
と
お
り

宮
城
盛
之
様
　
で
ご
ざ
い
ま
す
。
謹
ん
で
弔
意
を
申
し
上
げ
、
ご
冥
福

葛
橋
智
子
様
　
を
卜
祈
り
い
た
し
ま
す
。

森
近
年
登
様

　

　

大
塚
工
夫
様
　
　
小
笠
原
せ
い
様
　
北
島
軍
治
様

稲
村
光
弘
様
　
　
　
倉
田
　
司
様
　
　
梶
谷
亮
兵
衛
様

藤
井
由
香
里
様

廃
品
回
収
に
つ
い
て

毎
月
の
廃
品
回
収
口
に
は
、
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力

⑤

　
力
を
得
て
、
本
事
業
ヽ
輸
が
ム
が

，
大
き
く
育
っ
て
ま

根
上
浩
嗣
様

飛
山
　
貴
様

飛
田
健

一
様

前
田
　
力
様

三
宅
　
豊
様

渋
谷
潤

一
様

永
口
善
裕
様

足
立
弘
之
様

田
頭
美
知
子
様

渡
辺
雅
樹
様

露
久
保
尚
樹
様

川
田
文
枝
様

多
日
里
美
様

藍
原
玲
子
様



吉
田
　
す
み

本
郷
弥
生
練
瓦
校
合
に
陽
は
照

，
て

銀
杏
秀
つ
板
の
萌
え
か
す
む
町

粘
真
菰
古
利
根
河
原
に
冬
の
陽
の

霞
み
て
通
し
大
江
戸
の
空

山
崎
　
〓
雪

一
瞬
の
開
け
さ
あ
り
て
冬
の
海
の

波
麓
は
足
元
に
舞
ふ

学
生
が
ひ
と

，
驚
鳥
と
遊
び
を
♪

三
四
郎
池
の
春
の
日
暮
れ
を

添
戸
　
　
寿

秋
落
暉
野
は
と
け
の
笑
み
金
色
に

簿
よ
り
消
す
旧
友
ｏ
名
前
や

，
そ
れ
ふ
る

あ
ら
れ
盛
り
川
に
押
し
出
す
流
し
擁

椿
　
ヽ
と
子

生
活

の
灯
か
か
け

て
露
地
に
春

た
ち

ぬ

秋
槃

の
ぶ
る
ま

い
次
さ
恋
に
似

て

ゆ
く
年

を
借

し
み

て
裁

て
り
縞

つ
む
ざ

大
貫
　
弘
子

身
に
泌
む
や
己
れ
の
裡
に

ユ
グ
を
見

て

埋
み
火

の
ご
と
き
恋
ち
ン
寒
茜

パ
レ

ン
タ
イ

ン

ホ

ロ
ホ

ロ
苦
さ

チ

●
コ
ン
ー
ト池

田
　
あ
さ
ら

初
笑

い
邪
気
を
払
う
や
孫

ひ
孫

藪
入
り

の
吉
語

，
や
狐
母
床
に

惚
の
芽
を
生
産
に
友
の
国
な
ま
り

膿
仰

謝

蓬
茉
町
だ
よ
り
も
創
刊
満

一
年
を
迎
え
ま
す
。
会
貝

の
皆
様
に
楽
し
く
読
ん
て
い
た
だ
く
た
め
に
係

一
同
苦

心
し
て
お
り
ま
す
が
、
今
回
か
ら

「
蓬
末
町
界
限
」
と

題
し
て
民
俗
文
化
研
究
家
０
ホ
順
信
氏
の
ご
寄
稿
を
い

た
だ
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

ま
た
、
前
号
て
ご
案
内
Ｌ
ま
し
た

「
蓬
末
歌
　
句
壇
」

を
設
け
ま
し
た
。

「
町
会
活
動
の
概
要
」
に
つ
い
て
は
、
当
期
間
の
定
例

的
な
事
業
活
動
並
び
に
会
議
等
は
、
省
略
さ
せ
て
頂
さ

主
た
る
行
事
に
つ
い
て
の
み
記
載
し
て
あ
り
ま
す
の
で

ｄ
了
承
下
さ
い
。

本
町
会
の
事
業
活
動
に
つ
い
て
、
ご
意
見
を
、
ぜ
ひ
●

寄
せ
下
さ
い
ま
す
様
本
年
も
宜
敷
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

な
お
、
連
絡
は
、
文
化
部
あ
て
お
寄
せ
下
さ
い
。

連
絡
先

（
八
二
三
）

一
三
六
五
　
池
田

編
集
委
員

小
ホ
音
吉
　
　
竹
中

一
馬
　
　
猪
熊
良
晃

高
橋

一
郎
　
　
翁
　
松
夫
　
　
池
田
　
暉

※
一　
次
回
の
発
行
は
二
月
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

ご
投
稲
を
お
待
ち
し
ま
す
。

採
用
の
方
に
は
、
町
会
よ
り

「
記
念
品
」
を
贈
里

し
ま
す
。

宛
先
　
向
丘
２
１
・４
‐
９

池
　
田
　
　
暉
　
気
付

蓬
来
町
文
化
部


