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世帯 数　1,001
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(49.  2.28現在)

「
蓬
　

門
」
　
原

稿

募

集

「
蓬
門
」
の
原
稿

を
募
集
い
た
し
ま
す
。

ど
ん
な
事
で
も
よ
い
で
す

。
原
稿
を
送

っ
て

下

さ
い
。

原
稿
送
付
先

蓬
田
村
教
育
委
員
会

昭和49年 ４月１日
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六
十
三
名

、
女
五
十
四
名

、

計
百

十
七
名

昭
和
四

十

八
年

度

蓬
中
卒
就
職
生
激
励
会
開
く

三
月
十
一
日
午
後
一
時

よ
り
役
場
会
議

室

に
て
蓬
中
卒
就
職

生
激
励
会
を
開
催
し

村
長
始

め
来
賓
の
方
か
ら
一
生
懸
命
頑
張

る
よ
う
励
し
９
言
葉
を
受

け
最
後

に
就
職

生
代
表

よ
り
蓬

中
の
名
を
は
じ
か
し

め
な

い
よ
う
頑
張
る
と
誓
い
村

長
よ
り
記
念
品

を
贈
ら

れ
閉
会
し
た
。

就
職
生
次

の
通
り
。
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睦
子
　
　

阿
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以
上
十

六
名

大
和
（
一
）

飛

鳥

路

万
葉

の
ふ

る
さ

と
、
目
本
建
国

の
地
飛

鳥
路
へ
、
毎

々
心

は
飛

ん
で
お
づ
た
が
中

々
そ
の
機
会
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来

ず
モ

タ
モ

タ
し
て
い

る
う
ち
に
馬
令
を
重

ね
る

ば
か
り
、
内

心
イ
ラ
イ
ラ
病
の
岸
辺

に
彷

徨
っ
て

い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

今
回

や
っ
と
そ
の
チ

十
ソ
ス
を
得

た
わ

け
で

、
チ

ャ
ン
ス
は
待
つ
も
の
で

は
な
く

自
ら
得

る
も

の
で
あ
る
と
の
言
葉
を
泌
と

体
得

し
た
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

毎
年

そ
の
附
近
ま
で
瓲
を
運
ぶ
の
で
す

、か
交
通
図
を
み
て
も
古

墳
、
陵
の
詣
で
と

が
寄

り
道
で
と
て
も
私
の
歩
行
範
囲
で
は

及

ぶ
も

の
で
な
く
多

少
さ
じ
を
な
け

て
き

た
こ
と
は
結
論

づ
け
ら

れ
る
。

昨
年

は
法
隆
寺

か
ら
薬

師
寺

へ
廻
り
、

山
鳳
時
代

の
再

現
、
薬

師
寺

の
金
堂
建
立

の
工
事
現
場
を
み
て
今

だ
古
代

の
宮

大
工

の
存
在
す
る
こ
と
を
感

じ
と
る
こ
と
が
出

来

た
。

百
万

巻
の
写
経
を
収
め
る
と
こ

は
近
代

的
防
火
及
永
久
保
存
し
、
薬
師
像
三
体
も

安
置

す
る
よ
う

に
な

っ
て
お
り
、
他
は

オ

ー
ル
木
造
で
古
代
再
現
の
建
築
で
あ
り
、

用
材
は
台
湾

桧
と
云

れ
て
い
る
。
写
経
場

は
別
院
で
般

若
心
経
を
特
製

の
和
紙

に
写

経
し
て
収
め
る
よ
う

に
な
っ
て
お
る
。
私

は
約
四
十
分
位
で
写
し
て
収
め
て

き
た
。

「
青
丹
よ
し
平
城
（
奈
良
）
の
都
は
さ
く

花
の
匂
ふ
が
ご
と
く
今
さ
か
り
な

り
」
万

葉
集
古
都
、
京

、
奈
艮

は
ど
な
た
で
も
多

少

に
か
か
わ
ら

ず
感

触
は
あ
る
は
ず
で
あ

ろ
う

。

今
回
の
私
の
目
的

は
古
代

文
化
を
解
明

す

る
力
な

ど
勿
論
な

く
、
建
国
の
歴
史
を

極

め
る
微

々
た
る
も

の
も
な
く
、
な
に
か

し
ら
私
の
胸
に
響
く
な

に
か
を
得

れ
ば

よ

い
だ
ろ
う
と
い
と
も
漠
然

と
乗
り
込

ん
だ

の
は
偽

ざ
る
気
持
で
あ

っ
た
。

武
井
己
之
吉
、
武
井
石
太
郎
両

先
輩
の

同
行
で
心
強
か
っ
た
。
飛
鳥
盆
地
は
奈
良

盆
地

に
続
く
小

さ
い
盆
地
で
別
に
大
和
盆

地
と
も
言

わ
れ
て
い
る
。

桜
井
市

か
ら
は
国
道
一

六
九
号
線
を
通

り
橿
原
市

か
ら
明

日
香
村

へ
出
る
。

明
日
香
村
は

ど
こ
の
農
村
で
も
み
ら

れ

る
風
景
で
千
四
百
余
年
前

飛
鳥
文
化
を
今

日
ま
で
伝
え
た
藤
原
宮

の
歴
史
の
跡
と
は

思

わ
ぬ
ひ

っ
そ
り
と
し
た
佇
で
あ
っ
た
。

一

六
九
号
線
か
ら
横
丁

に
入
っ
た
た
ん

ぼ
の
緇
い
道
を
通
っ
て
高
松
古
墳
に
至

る

正
確
な
地
名
は
奈
良
県
高
市
郡
明

日
香
村

大
字
平
田
字
高
松

の
国
有
地
の
竹

や
ぶ
の

中

に
あ

る
小
古
墳
で
あ

る
。

せ
ま
い
駐
車
場
の
向
側
の
小

高
い
丘

は

文
武
天

皇
陵
で
そ
こ
か
ら
み
か
ん
畑
の
中

の
細
い
砂
利
道
を
通
り

Ｉ
〇
〇

米
位
で
古

墳

に
至
る
。

竹
や
ぶ
の
中

に
こ

ん
も
り
し
た
円
墳
で

横
口
式
石
槨
（
か
く
）
と
云
わ
れ
発

堀
の
後

に
角
材
を
以

っ
て
侵
入
を
防

い
で

お
り
角

（ ２ ）

豊
　
水
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の
問
か
ら
覗
く
と
石
榔

だ
け
が
み
え
て
い

る
。「

古
墳
内
部
の
石
壁

に
白
虎
、
青
竜
、

男
女
像

の
極
彩
色
で
描

か
れ
法
隆
寺

の
壁

画

に
匹
敵
す

る
」
（
毎
日
新
聞
四

七
、
三

二
七
）
と
発
表
し
て
お
る
。

発
見
以
来
学
界

を
あ
げ
調
査
研
究
、か
進

め

ら

れ
今
日

に
至
る
も
未
発
表
の
数

々
の
も

の
が
残

さ
れ
て
お
る
よ
う

だ
。
一
人
の
管

理
者
か
い
て
発
堀
の
経
緯
を
き
く
と
、
古

代

か
ら
古
墳
と
さ
れ
伝
え
ら
れ
て
き
て
い

る
、
よ
っ
て
国
有
地
と
し
て
残
さ
れ
て
き

た
。
発
堀
の
直
接

の
動
機
は
明
日
香
村
史

編
さ
ん
で
そ
の
準
備

の
た
め
こ
れ
ま
で
明

ら

か
で
な
か
っ
た
古
墳

を
発
堀
調
査
し
た

の
だ
と
云
う
。

か
っ
て
江
戸

時
代

に
文
武
天
皇
陵
で

は

な
い
か

と
考
え
ら

れ
た
こ
と
も
補
足
し
て

語

っ
た
。

発
堀
し
て
み
る
と
か
な
り
の
古

い
穴
、か

お

り
穴
は
長
い
年
月
を
経
て
土
砂
で

埋
っ

て

お
る
が
明
か
に
盗
堀
さ
れ
て
お
る
こ

と

は
瑤
か
と
な
り
こ
の
分

だ
と
遺
物
な

ど
持

去
ら
れ
て
お
る
だ
ろ
う

と
発
見
者
は
述
懐

し

、
そ
の
通
り
遺
物
も
少
な
か
っ
た
と
語

っ
て
く
れ
た
。

築
造
年
代

は
今

だ
は
っ
き
り
公
表

の
段

階
で
な
く
推
定
年
代
を
考
察
中
で

、
従

っ

て
被
葬
者
は
淮
な

の
か
判

っ
て

お

ら

ず

壁
画
の
衣

、
冠

、
も
ち
物
等

か
ら
み
て
学

者
の
こ
れ
か
ら

の
研
究
課
題

と
さ
れ
て

お

る
。
（

日
本

の
歴
史
）
丘
か
ら
眺

め
る
飛

鳥
盆
地
は
丘
々
の
裾
か
ら
広
が

る
水
田

は

段

々
水
田
で
小

さ
く
な

ん
の
改
良
を
加
え

た
後
も
な
く
古
代
か
ら
そ
の
ま
ま
引
継
か

れ
て
き
た
よ
う

に
見
受
け
ら

れ
た
。

こ
の
耕
地
を
み
て
も
生
産
性

は
高
い

と

考
え
ら
れ
ず
明
日
香
村
の
経
済
を
な

に
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

お
る
の
か
調

べ
る
時

間
が
な
か
っ
た
こ

と
は
遺
憾
で
あ

っ
た
。

丘
か
ら
丘
を
結
ぶ
た
ん
ぼ
の
あ

ぜ
道
で
普

通
車
が
や
っ
と
通
れ
る
曲
り
く
ね
っ
た
緇

道
で
こ
れ
も
古
代

か
ら
の
ま
ま
の
よ
う
だ

高
松
塚
の
近
く
に
天

武
、
持
統
両
天
皇

の
合
葬
さ
れ
た
桧
隈
大
内
陵
（

ひ
の
く
ま

お
お
ち
）
が
あ

る
。
天

皇
の
陵

は
多
少
の

差
、か
お

る
が
同
型
で
あ
る
。

正
面

に
小

さ
な
鳥
居

を
建

て
廻

り
に
玉

砂
利
を
敷
き
、
木
の
塀

を
巡
ら

し
て
一
般

の
大
は
入
れ
な
い
よ
う
に
な

っ
て

お
る
。

持
統
天
皇

は
女
帝
で
天

武
の
皇
后
で
天

武
天
皇
死
後
即
位
し
て
い
る
（
日
本

の
歴

史

）
よ
っ
て
一
つ
の
陵
に
葬
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
か
ら
飛
鳥
寺

へ
足
を
運
ぶ
。

現
在
の
飛
鳥
寺

は
当
時

の
規
模

か
ら

し
て

二
十
分

の
一

に
せ
ま
め
ら

れ
て
い

る
。

橿
原
市
考
古
研
究
所

の
手

に
よ
っ
て
附

近

の
水
田
を
発
堀
調
査

し
た
ら
当
時

の
広

大
な
寺

の
跡
と
数
々
の
遺
跡
、か
発
見

さ
れ

当
時

の
面
影
が
立
証
さ
れ
て

お
る
。

日
本
最
古
の
寺
と
し
て
ひ
っ
そ

り
と
古

代

を
物
語

っ
て
い
る
よ
う
だ
。

境
内

に
は
蘇
我
入
鹿

の
首

塚
と
伝
え
ら

れ
る
石
碑
が
あ
り
。
入
鹿

は
ど
こ

に
葬
ら

れ
た
か
明
か
で
な
い
。

「
日
本
書
記
」
像
に
よ
れ
ば
歛
明
天
皇
十

三
年
（
五
五
二
）
百

済
（

く
だ
ら
）
の
聖

明
王
が
仏
経
論
を
献
じ
我
が
国

に
は
じ

め

て
仏
教
を
伝
え
た
と
言
わ
れ
て
い

る
。

八
世
紀
こ
ろ
の
文
献

に
よ
る
と
仏
教
の

伝
来

は
互

二
八
年
と
あ

り
こ
の
方
が
正

し

い
よ
う
で
あ

る
が
、
い
づ
れ
に
せ
よ
、
ほ

ぼ
六
世
紀
の
中
頃
に
仏
教
が
伝
え
ら

れ
た

こ
と
は
蓙
で
あ
る
と
「
日
本
の
歴
史
」
が

書
い
て
い

る
。

飛
鳥
寺
の
造
営
に
百
済
（

く
だ
ら
）
工

人
が
参
加
し

た
と
い
う
が

、
そ
の
こ
と
は

出
土
品
か
ら
み
て
、も
、
百
済
か
ら
出
土
し

た
も

の
と
近
似
し
て
い
る
こ

と
な

ど
で
裘

付
ら

れ
る
。

推
古
朝
三
年
高
句
麗
（
こ
う
く
り
）
か

ら
羆
慈
（
え
じ
）
と
い
う
僧

が
帰
化
し
太

子

の
師
と
な
り
、
同
年
百

済

か
ら
彗
丿聴

（
え

そ
う
）

と
い
う
憎
が
帰
化
し
、
飛
鳥

仏
教
は
百

済
、
高
句
麗
の
二
僧

に
よ

っ
て

支
え
ら

れ
て
い
た
の
で
あ

る
（

日
本
の
歴

史
）
皇
室

や
豪
族
の
帰
衣

と
保
護

に
よ

っ

て
次
第
に
隆

ん
に
な
り
各
種

の
仏
教
芸
術

が
生

み
だ
さ
れ
、
古
墳
に
代
表
さ
れ
る
文

化
は
面
目
を

Ｉ
新
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

崔
古
朝

か
ら
聖
徳
太
子
死
後
蘇
我
一
族

は
更

に
勢
力
を
得
て
、
馬
子
が
没

し
そ
の

子
蝦
夷
が
大
臣
と
な
り
皇
極
朝
（

女
帝
）

六
四
三
年

に
蘇
我
入
鹿
が
斑
鳩
宮
（

い
が

る
が
の
み

や
）
を
襲
い
聖
徳
太
子
の
長
子

山
背
大
兄
王
（

や
ま
し
ろ
の
お
お
い
）
や

そ
の
一
族
を
滅
し
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
二
年
後
中
大
兄
皇
（

な
か
の

お
お
へ
の
お
お
じ
）
中
臣
鎌
足
（

な
か
と

み
）
二
人
が
相
謀
り
入
鹿
を
板
蓋
宮
（

い

た
ぶ
き
の
み
や
）
に
誘
い
入
鹿
を
斬
殺
し

中
大
兄
王
ら

は
蘇
我
一
族
を
滅
し
た
飛
鳥

寺

に
陣
を
敷
く
、か
蝦
夷

は
自
邸
に
火
を
か

け
自
殺
蘇
我
一
族
は
滅

び
る
の
で
あ
る
。

（

六
四
五
、
大
化
一
年

）

我

々
小
学
校
の
頃

の
国
史
（

国
定
教
科

書
）
は
中
大
兄
王
と
中
臣
鎌
足
は
入
鹿
を

誅
す

と
あ

る
。
（
誅
す

、
罪
悪
の
も
の
を

殺
す

）
当
時
の
歴
史

は
入
鹿
は
罪
悪

人
と

さ
れ
て

お
り

。
近
代
日
本

の
歴
史
は
い

づ

れ
も
殺
す

と
あ
り
、
殺
す

と
誅
す
は
大
き

な
異
な

る
意
味

を
以

っ
て
い

る
と
思
わ
れ

る
。
蘇
我
馬
子

は
五
九
二
年
崇
峻
天

皇
を

殺
し
推
古
女
帝
を
即
位

せ
し

め
孫
の
入
鹿

が
山
背
大
兄
王
を
殺

し
て

お
る
点

か
ら

す

れ
ば
当
然
罪
悪
人
で
あ

る
こ

と
に
は
か
わ

り
な
い

。

蘇
我

】
族
は
大
陸

の
文
化
を
取
り
入
れ

仏
教
を
広

め
飛
鳥
仏
教

美
術
を
基
調

と
す

る
文
化
を
興
し
た
こ
と
は
評
価
す

べ
き
だ

と
思

れ
る
。

蘇
我
一
族
は
扶

び
こ
こ
で
年
号
を
大
化

と
改

め
世

に
大
化
の
改
進

と
云

れ
律
令
国

家

と
な
り
屯
倉
（

み
や
け
）
が
設
定
さ
れ

統
一
集
権
国
家
、か
誕
生
す

る
の
で
あ

る
。

憲
法
十
七
条
は
推
古
朝
（
太
子
摂
政
）

十
二
年
（

六
〇
四

）
発

布
さ
れ
た
と
し
て

い

る
が
推
古
朝
で

な
く
大
化

の
改
進
以
後

の
も

の
だ
と
す
る
幾
つ
か
の
偽
作
説
を
唱

い
る
学
者
か
お

る
。

私
の
小
学
校
の
頃
は
聖
徳
太
子
が
憲
法

十
七
条
を
設
定
し
大
化
の
糒

と
な

る
。

今
な
ほ
記
倥
に
あ
る
。

大
化
の
改
進
は
年
代
表

か
ら
み
れ
ば
六

四
五
年
皇
極
女
帝
、
中
大
兄
王
、か
入
鹿
を

殺
し
、
左
右
大
臣
、
内
臣

、
国
博

士
を
置

き
官
僚
制
の
強
化
を
計

り
律
令
官
僚
体
制

の
官
人
法
基
本
と
な
り
年
号
も
大
化

と
改

め
て
ゆ
く

。

偽
作
説
の
論
拠
は
推
古
朝
時
代

は
律
令

時
代

よ
り
前
に
官
人
制

を
前
提

と
す
る
法

が

説
か
れ
る
わ
け
が
な

い
と

云

っ

て

お

る
。い

づ
れ
に
し
て
も
今
後

の
歴
史
学
者
に

残
さ
れ
た
論
点
と
し
て

興
味
あ

る
こ
と
で

あ

る
。

大
化
の
改
進

は
国
家
権
力
、
中
央
集
中

権
力
の
源
泉
と
な

り
、
政
治

の
中
心
と
な

る
歴
代

の
皇
居
が

大
和
盆
地

の
南
隅
飛
鳥

の
地
で
あ
り
、
平
城
（

奈
良
）
遷
都
ま
で

飛
鳥
文
化
の
華
を
咲
か
せ
る

こ

と

に

な

る
。牋

肪
洛

乃
道
管

こ
牧

在
す

る
占
質
、
凌

は
古
代
の
激
し
い
変
動
も
な
に
ご
と
も
な

い

よ
う
に
ひ
っ
そ
り

と
な
に
か
を
み
つ
め

て

お
る

か
の
佇
い
が
印
象

づ
け
ら
れ
た
。

飛
鳥
川
　

川
淀

さ
ら
ず
立
つ
霧

の
　
思
い

過
ぐ

べ
き
恋
に
あ
ら
な
く
に
。

（
万
葉
集

）

正
法
院
訪
問
記

木
　

村
　

慎
　
一

”
不
葷
酒
入

山
門
内

”
の
石

塔
を
左

に

見
て

、
こ
の
禅
寺

の
山
門
を
く
ぐ
る
の
は

二
度
目
で
あ
る
。

初

め
は
、
今
か
ら
約
十
年
ほ
ど
前

、
モ

の
昔
円
空
か
彫

っ
た
と
い
わ
れ
る
仏
像
を

拝
観

さ
せ
て
も
ら
う

た
め
で
あ
っ
た

″
菩

薩
座
像
「

江
戸
時
代
作
」
″
と
し
て
、
昭

和
四
十
一
年
に
、
県
重
宝
に
指
定
さ
れ
た

木
彫

の
こ

と
で
あ
る
。

こ

の
た
び
の
訪
問
の
ね
ら
い
は
、
本
堂

に
掲
げ
ら
れ
て
あ
る
と
い
う
俳
句
掲
額
を

調
べ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
、
公

民
館
長

の
坂
本
さ
ん
に
、
こ
の
こ
と
を
知

ら

さ
れ
て

か
ら
、
わ
た
し

は
楽
し
み
に
機

会

を
待

っ
て
い
た
。

三
月
上
旬
の
あ
る
目
、
車
を
お
り
た
ら

濡

れ
雪
が
肩
に
か
か
っ
た
。
カ
メ
ラ
を
首

に
さ
げ
、
ノ

ー
ト
や
ら
年
表
や
ら

、
そ
の

ほ
か
郷
土
調
査
七
つ
道
具
の
は
い
っ
た
紙

袋
を

か
か
え
、
わ
た
し

は
庫
裡
の
戸

を
あ

け
た
。
出
て
き
た
少
年

に
来

意

を

告

げ

た
。
す
ぐ
、
お
住
職

さ
ま
が
現
れ
た
。
竜

沢
山
正
法
院
十
三
世
奐
嶺
師
は
、
法
衣

に

身
を
つ
つ
み
、
禅
僧
ら
し
く
端
正

な
姿
で

静

か
に
わ
た
し
の
前

に
立
っ
て
い
た
。

１

さ
あ

ど
う
ぞ
。
あ
ち
ら
の
方
か
ら
上

が

っ
て
く
だ
さ
い
Ｉ

こ

と
ば
は
少

な
い
け
れ

ど
も
、
い
ん
ぎ

ん
に
招
じ
入
れ
て
く
だ
さ
る

。

わ
た
し
は
地
方
俳
諧
史
に
興
味

を
持

っ

て
お
り
、
こ
の
地
域

に
覡
さ
れ
て
い
る
古

（ ３ ）
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い
俳
諧
資
料
を
収
集
し
て
、
系
統
的
に
位

置

づ
け
て
み

た
い

と
考
え

て
い
る
。

さ
て
、
正
法
院
の
俳
句

掲
額

は
、
入

っ

て
左

、
須
弥
壇
（

し
ゅ
み

だ
ん
）
側
に
面

し
て
、
高

い
梁

に
懸
け
ら

れ
て
あ

っ
た
。

掲
額
の
大
き
さ
は
、
横
に
約
ニ

メ
ー
ト
ル

五
十
。
た
て
約
一
メ
ー
ト
ル
で
、
板
に
は

ら
れ
た
紙

の
上
に
、
八
十
三
の
俳
句
が
書

か
れ
て
い
た
。
紙
が
半
分

く
ら
い
は
げ

て

い
る
の
で

、
全
句
を
解
読
で
き
な
い
の
が

と
て
も
惜
し
ま
れ
る
。
し
か
し

、歟
句
者
の

ほ
と
ん
ど
の
雅
号
が
読
み

と
れ
る
し
、
さ

ら
に
、
そ
の
地
域
の
村

や
町
の
名
が
、
雅
号

の
肩

に
書

か
れ
て
い
る
の
で
、
わ
た
し
に

と
っ
て

は
貴
重
な
資
料
の
一
つ
と
た
っ
た

こ
の
俳
句
掲
額
は
、
１

故
艸

々
庵

句
仏

大
祥
忌
追
倬
－

と
題

し
て
い
る
。
右
端

に

明

治
三
十
五
年

、
五
月
十
二
目
と
日
付

け

が
書

か
れ
て
い
る
。

わ
た
し
は
、
艸

々
庵

の
門
弟
が
、
蓬
田

辺
り
ま
で
広
げ
ら

れ
て
い

た
こ
と
を
知

っ

て
、
な
る
ほ
ど
と
思

っ
た
。
油
川

熊
野
宮

に
も

、
－

艸
々
庵
先
生
郎
―
と
題

し
た
雑

俳
（

ざ
っ
ぱ
い
）
掲
額
、か
あ
っ
た
こ

と
を

思

い
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。

卿

々
庵
（

そ
う

そ
う
あ

ん
）
は
、
明

治

前
半

に
お
け
る
弘
前
俳

壇
の
第
一
人
者
で

発
句
や
、
雑
俳
の
師
匠

と
し
て
著
名
な
人

で
あ

っ
た
。
身
分

は
、
箱
舘
戦

争
に
参
加

し
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
、
れ

っ
き
と
し

た
二
百
石
取
り
の
元

弘
前
藩

士
で
あ
る
。

本
名
を
千
葉

胤
任

と
い
う
。
何
々
庵

の
俳

諧

の
師
は
、
弘
前

の
三
谷
句
仏
で
あ
る
。

句
仏
は
町

人
の
出
で
あ

る
、か
、
仙
台
の
松

窓
乙
二
か
ら

、
正
統
的
な
俳
諧
で
あ
る
蕉

風
俳
諧
を
伝
受

さ
れ
た
こ
と
か

お
り
、
津

軽
俳
諧
史
上

の
貴
重
な
存
在
で
あ
る
。
句

仏

は
寛
攷

の
こ
ろ
か
ら
作
句
活
動
を
初
め

て
い
る
。
句

仏
に
し
ろ
、
戸

々
庵

に
し
ろ

彼
等

は
、
請
わ
れ
る
ま
ま
に
、
津
軽
の
各

地

へ
俳
諧
の
指
導

に
行
脚
（

あ
ん
ぎ
や
）

し

た
も
の
で
あ

ろ
う

。
三
谷
句
仏
の
献
句

は
、
油
川
明
誓
寺

の
、
天

保
四
年

の
俳
諧

掲
額
に
も
み
ら
れ

る
。

句

仏
の
’高
弟
で
あ

っ
た
卿
々
庵

は
、
師

か
ら
同

じ
雅
号
を
使
う
こ
と
を
許

さ
れ
た

が
、
一
般

に
戸

々
庵

と
し
て
知
ら

れ
て

い

る
。思

う

に
、
津
軽
の
俳
諧

は
、
寛
效
の
こ

ろ
か
ら
明
治
前
半
ま
で
、
三
谷
句
仏
と
千

葉
岬

々
庵
の
影

響
を
、
多

か
れ
少
な

か
れ

受
け
て
い
る
と
言
え

よ
う

。
戸

々
庵
は
、

明
治
三
十
三
年

、
六
十

八
才
で
亡
く
な

っ

た
こ

と
に
な

っ
て
い
る
。

正
法
院
掲
額
の
主
旨
は
、
詞
書
き
（

こ

と
ば
が
き
）
に
述
べ
ら

れ
て
い

る
わ
け
だ

が

、
大
部
分
剥
落
（

は
く
ら
く

）
し
て
い

る
の
で
完
全
に
は
読
み
取

れ
な

い
。
お
よ

そ
判
読
し
て
み
れ
ば
、
１

師
匠
戸

々
庵
が

亡
く
な

っ
て

か
ら
三
回
目

の
命
日

に
あ
た

り
、
教
え
を
受
け
た
門
弟
一
同
が
、
師
匠

の
霊
を
な
ぐ
さ
め
る
た
め
句
を
献
じ
、
そ

れ
を
一
枚
の
額
に
収
め
て
正
法
院

に
掲
げ

た
Ｉ

と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う

。

掲
額
中
の
最
初
に
は
、
句
仏

の
句
が
あ

り
、
そ
の
次

に
琢
庵

の
句
が

見

え

て

い

る
。
琢
庵
は
、
正
法

院
十
世
琢
宗

の
法
弟

で
あ

る
。
十
世
の
琢
宗
は
、
明

治
六
年

か

ら
同
四
十
年

ま
で
の
正

法
院
住
職
で
あ

っ

た
か
ら
、
こ
の
掲
額
が
懸
げ
ら
れ
た
明

治

三
十
五
年

は
当
時
者
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
そ
し
て
ま
た
、
琢

宗
和
尚
も
俳
諧
に

無
緑
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
の
で

あ

る
い
は
詞
書
き

の
執

筆
者
で
も
あ
り
、

判
者
で
も
あ
っ
た
夏
雪
が
そ
の
大
で
あ
る

か
も
知
れ
な
い
。

八
十
八
翁
祗
年
と
あ
る
の
は
、
幕
末

か

ら
明
治
前
半

に
お
け
る
青
森
俳

壇
の
総
帥

浅
田
祗
年

の
こ

と
で
あ
る
。
名
を
理
助
と

い
い
、
菓
子
舗
「

甘
精

堂
」

の
創
設
者
で

も
あ
る
。
た
だ
彼
は
明

治
二
十

九
年

に
亡

く
な
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
、が
、
こ
の

掲
額
か
ら

察
す

る
と
ま
だ
生
存
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

門
弟
の
地
域
的
な
広
が

り
を
示
す
と
、

今

別
、
大
泊
、
蟹
田
、
中
沢

、
小
橋
、
油

川
、
青
森

、
尾
上
、
五
所
川
原
、
弘
前
、

蔵
舘
、
大
鰐

、
秋
田
ま
で

は

い

っ

て

い

る
。掲

額

に

″
施
主
″
と
あ

る
の
は
、
今

日

で

い
う
発
起
人
の
こ
と
で
、
こ
の
人
々
は

地
元
阿
弥
陀
川
の
俳
大

た
ち
で
あ
ろ
う

と

思

わ
れ
る
。
梅
庄

、
簇
山
、
春
耕
、
紫

紋

柳
豊

、
一
風
、
称

大
、
一
林
、
一
粒
、
友

花

、
潮
山
、
呉
牛
、
判
者
夏
雪
を
含
め
る

と
十
三
人
で
あ
る
。

今
ま
で
に
解
読
で
き

た
額
中
の
俳
句
を

あ
げ
て
み

よ
う
。

亡
き
人
の
記
念
と
も
見
む
牡
丹
か
な

大
鰐
　

柳
月

こ

の
道
を
問
う
大
去
り
て
夏
涼
し

阿
弥
陀
川
　
紫
紋

草

の
戸

は
今
日
も
留
居
な
り
閑
古

鳥

同
　
　

梅
左

落

ち
合
ふ
て
汲

む
や
柳
の
下

清
水

同
　
　

友
花

蓮

の
露
な
が
め
つ
語

る
な
ら
い
か
な

同
　
　

春
耕

は
や
三

と
せ
立
ち
ぬ
鹿
の
子
の
乳
ば
な

れ
　
　
　
　
　
　
　
　

同
　
　

呉
牛

葉
桜

や
う
き
身
に
早
し
立
つ
月
日

孝
子
　
　

一
草

明
治
三
十
年
代

は
、
俳
諧
史
で

は
、
新

派
と
旧
派

の
交
替
期

で
あ

っ
た
。
旧
派
と

は
、
江
戸
時
代
の
初
期
、
か
の
俳
聖
、
松

風

巴
蕉
が
確
立
し
た
、
わ
び
、
さ
び
を
基

調

と
す

る
、
い
わ
ゆ
る
蕉
風
俳
諧

の
正
統

を
継
ぐ
側
で
あ
り
、

▽
万
、
明
治
三
十
年

に
な

っ
て
、
正

岡
子

規
が
俳
句
革
新
を
唱

え

、
リ

ア
リ
ズ

ム
俳
句
と
し
て

さ
か
ん
に

発
表
し

た
。
こ
の
運
動
に
組
し

た
俳
人
や

作
風
を
新
派
と
よ
ん
で

い
る
。
旧
派
は
い

つ
し

か
新
派
に
押

さ
れ
、
や
が
て
現
代
俳

句
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。

わ
が
青
森
県
の
俳

壇
に
、
子
規
が
提
唱

し
た
新
派
俳
句
の
影

響
が
見
ら

れ
る
の
は

明
治
三
十
一
年

、
俳

句
結
社

無
名
会
結
成

の
あ

た
り
か
ら
で
あ
ろ
う

。

さ
ら
に
、
翌
三
十
二
年

に
は
、
佐
藤
肛

緑

、
木
村
横
斜
ら
の
太
平
会
結
成

に
よ
っ

て
、
青
森
県
に
お
け
る
、
俳
句
革
新
運
動

の
拠
点
が
生
ま
れ
た
。
紅
緑

は
、
東
京
に

お
い
て
、
弘
前
出
身

の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

陸
指
宿
（

く
が
か
つ
な

ん
）
が
主
宰
す
る

新
聞

社
、
「
日
本
」
把

務

め
た
こ
と
が
あ

る
。
こ
こ
に
正

岡
子
規

か
い
た

。
紅

緑
や

子
規
の
活
動
す

る
舞
台

は
、

新
聞
　
「
日

本
」
で
あ
っ
た
た
め
、
彼
等

の
グ
ル
ー
プ

を
、

″
日
本
派
″
と
よ
ぶ
こ

と
が
あ
る
の

は
そ
の
た
め
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
、
青
森
県
に

お
い
て
も
、

す
で
に
新
派
俳

句
の
運
動

は
始

め
ら
れ
て

い
た
わ
け
だ
が

、
明
治

の
末
ま
で
は
、
大

勢
は
旧
派
で
占

め
ら

れ
て
い
た
と
思
う
。

そ
れ
は
、
俳
句
の
師
匠
が
、
幕
末

の
教
養

を
身
に
つ
け
た
人

ば
か
り
で

、
蕉
風
の
根

強
い
信
奉
者
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
阿
弥
陀
川
俳
諧

グ
ル

ー
プ
の

師
匠
で
あ
っ
た
千
葉
鮃

々
庵
も
、
藩
学
稽

古
舘
に
お
い
て
、
か
っ
て
文
武
の
修
行
を

受
け
、
句
仏
仏
か
ら
蕉
風
を
伝
受
さ
れ
た

人
で
あ

る
。
さ
ら

に
は
、
明
治
三
十
年
代

の
、
県
内

に
お
け
る
い
ず
れ
の
俳

句
結
社

に
も
組
し
て
い
な
い
。

し
た
が

っ
て
、
正
法
院
掲
額
に
見

る
か

ぎ
り
、
明
治
三
十
年
代

の
阿
弥
陀
川

の
句

風

は
、
旧
派
に
膕

し
て
い

た

こ

と

に

な

る
。わ

た
し

は
先
に
、
文
政
八
年

に
緇
さ
ん

さ
れ
た
、
「

俳
句
合
浦
名
玉
集
」

の
中
で

中
沢
村

の
一
虎
、
阿
弥
陀
川
村
の
九
合

。

明

和
六
年

に
書
か
れ
た
「
外
が
浜
」
中

に

阿
弥
陀
川
の
蘭
舟

の
句
が
集
録
さ
れ
て
い

る
こ

と
を
知
っ
た
。
中
沢
の
一
虎

は
、
天

保
四
年

の
油
川
明

誓
寺
掲
額
に

置

く
露
に
亡
き
名
し

た
わ
し
荳

の
う

へ

と
献
句
し
て
い
る
。

「
俳
譜
合
浦
名
玉
集
」
に
は
、
九
合

の
、

払
う
開

に
袖
は
濡
れ
ゆ
き
春
の
雪

細
帯
の
め
り
通
る
な
り

は
つ
袷

葉
桜

や
庵
主
は
猫

と
眠
り
合
い

水
の
音
苔
に
沈
ん
で
暑
さ

が
な

が
集
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
虎

は
、

殿
原
の
素
足
や
三
日

の
磯
は
し
り

常

盤
木
を
力
鮃
に
や
ふ
じ
の
花

旅

の
憂
さ
語

り
あ
ま
す
や
木
曾

の
秋

が
集
録
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
嘉
永
四
年

編

の
「

合
浦
遊
魚
集
」
に
は
、
九
合

の

親
里
の
文
の
ヶ
条
や
二
日
灸

春
宵
や
知
る
人

に
知

る
其
価

が
集
録
さ
れ
、
一
虎
の

二
葉
三
葉

残
り
て
柳
な

お
寒
し

が
集
録
さ
れ
て

い
る
。

こ
れ
ら
の
先
輩
の
俳
人
と
、
明
治
期

の

俳
人

と
が
、
同

郷
で
あ
る
故
に
、
あ

る
い

は
、
作
句
の
う
え
で
の
交
渉
が
あ

っ
た
か

ど
う

か
に
つ
い
て
調

べ
る
こ
と
は
、
俳
諧

史
研
究
上
、
き
わ
め
て
価
値
あ
る
問
題
で

あ

る
。

最
近
で
は
昭
和
二
十
二
年

に
、
坂
本
太

白
（
大
博
－

現
村

長
ら
）
の
俳
句
結
社
、

茜
吟
社
が
結
成
さ
れ
て
い

た
。
茜
吟
社

は

先
輩
俳
人
追
悼
法
要
会
も
催
し
た
そ
う
で

（ ４ ）



昭和49年 ４月１日蓬　　　　門蓬圧1村公民館報第90 号（ ５ ）

あ

る
か
ら
、
わ
た
し
が
あ
げ
た
江
戸
時
代

の
先
輩
俳
人
の
研
究
も
な

さ
れ
た
こ
と
だ

ろ
う

と
思
う
。

思
う

に
、
明
和
六
年
（

一
七
六
九
）
か

ら
昭

和
二
十
年

に
い
た
る
間
二
百
年

、
蓬

田

に
は
雅
人
が
絶
え
な

か
っ
た
こ
と
に
な

ろ
う

。
風
雪
に
耐
え

、
き
び
し
い
農
耕

や

漁
労

に
た
ず
さ
わ
っ
て
き
た
村
人

が
、
い

か
に
し
て
俳
諧
を
ひ

ね
る
心
の
ゆ
と
り
を

得

た
も
の
だ
ろ
う

か
。

生
活

と
た
た
か
い
な
が
ら
、
執
拗
（

し

つ
よ
う
）
に
心
の
ゆ
と
り
を
見
出

だ
そ
う

と
す
る
祖
先

の
、
高
い
生
活
意

識
が

、
現

在

の
村
民

に
受
け
つ
が
れ
て
い
る
だ
ろ
う

か
。が

ら

ん
と
し
た
広

い
本
堂
で
、
わ
た
し

は
カ
メ
ラ
を

ケ
ー
ス
に
収

め
、
ノ

ー
ト
を

紙
袋
に
し
ま
っ
た
。
そ
っ
と
や
っ
て
も
、

紙

の
ガ
サ

ガ
サ
と
い
う
竒
か
妙
に
高
く
聞

こ
え
る
。
再

び
庫
裡

に
行
き
、
謝
意
を
述

べ
て
山
門
か
ら
出

る
。
予
想
以

上
の
資
料

収
集

が
で
き
た
の
で
濟
足
た
っ
た
。
外

は

あ
い
か
わ
ら

ず
灰
色

の
空

か
ら
、
重
い
濡

れ
雪
が

ぼ
た
ぼ
た
と
落
ち
て
い
た
。
庫
裡

の
二

階
か
ら
和
賛

の
声
が
低
く
流
れ
て
い

た
。

蓬

田

中

学

校

教

諭

（

青
森
県
文
化
財
保
護
協
会
会
員
）

域
市
町
村
圈
で
行

っ
て
い
る
糞
尿

処
理

、

ご
み
処
理
、
広
域
消
防
に
つ
い
て
村
長

か

ら
説
明
が
あ
っ
た
あ

と
、
次
の
よ
う
な
質

問
が
出
ま
し
た
。
診
療
所

に
通
う
患
者
を

バ
ス
輸
送
で
き
な
い
も
の

か
。
出
稼

ぎ
な

ど
に

よ
り
消
防
体
制
が
充
分

に
と
れ
て
い

な
い
点
。
火
を
消
す
消
防
よ
り
火
を
出
さ

な
い
為

の
消
防
対
策
を
等

々
。

教
育
関
係
で

は
村
民

大
会
が
年

々
マ
ン

ネ
リ
化
し
つ
つ
あ
り
盛
り
上

り
が
足
り
な

い

。
こ
こ
い
ら
で
子
供

も
大
人
も
一
体
と

な
っ
た
運
動
会
・
文
化
祭
を
開
き
村
民
ぐ

る
み
の
憩
い

の
場
、
郷
土
文
化
保
存
の
場

と
し
て
は
ど
う

か
と
い
う

提
案
が
あ
り
ま

し
た
。

次
代
を
担
う
者
と
し
て
私
道
青
年

を
こ

の
地
域

に
対
し
常
に
関
心
の
目
を
向
け
る

必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
で
し

ょ
う

か
。

蓬
田
体
協
よ
り

バ
ド
ミ

ン
ト
ン
ク
ラ

ブ
員
募
集

お
問
い
合
わ
せ
Ｉ

蓬
田
村
役
場
内

福
田

ま
で

Ｔ
Ｅ
Ｌ
蓬
田
一
番

村
づ
く
り
と
教
育
を

語

る

村

民

集

会

去

る
三
月
二
日
蓬
田
中
学
校
に
お
い
て

開
催

さ
れ
、
日
頃
本
村
社
会
教
育
発
展

に

ご
協
力
を
下

さ
っ
て
い
る
諸
先
生
方

は
じ

め
各
学
級
生
婦
人
会
な
ど
多
数

の
村
民
が

参
加
し
て
研

究
討
議

さ
れ
そ
の
目
的
は
、

十
分
に
違
成

さ
れ
ま
し
た
、
こ
れ
を
機
会

に
本
村
社
会
教
育
を
一
層
盛
り
立
て
て
い

き
た
い
も

の
で
す

。

こ
れ
か
ら
は
、
日
一
日
と
雪
も
消
え
暖

か
さ
も
増
し
て
き
ま
す

。

そ
れ

に
伴
っ
て
、
子
供
鵬
か
、
海
、
沼

堤

、
河
川
等
で
遊

ぶ
よ
う
に
な
り
ま
す

。

警
察
で
は
、
子
供
道
が
、
水
辺
に
近

よ

る
前

に
、
水
死

事
故
防
止
上
の
意
味

か
ら

危
険
個
所
を
調
査
す

る
こ
と
に
し
て
い

ま

す

。昨
年
の
水
死
事
故

の
状
況
を
み
ま
す

と

一
〇
三
名
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

で
も
前
の
年

に
比
べ
六
名
少
く
な
っ
て
い

ま
す

。
特
に
、
溜
池
や
用
水
堰
等
で

の
水

死
事
故
が
七
名
も

減
っ
て
い
ま
す

。

こ
れ
は
昨
年
一
月
県
内
の
貯
水
槽
、
古

井
戸

、
用

水
堰
、
溜
池
等

の
危
険
個
所
の

調
査

を
実
施

し
、
二
五
九
個
所
の
危
険

個

所

を
抽
出

し
て
、
関

係
機
関
等
の
協
力
に

よ
り
、
こ
れ
に
防
護
柵
、
立
札
、
埋
立
等

の
防
護
措
置

を
講
じ

た
り
、
危
険
個
所
に

近

づ
か
な
い
よ
う
広
報
活
動
を
積
極
的
に

実
施
し
た
結
果

に
よ
る
も
の
と
み
ら
れ
ま

す
。一

方

、
調
査
も
れ
の
個
所
、
あ
る
い
は

危
険
視

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
個
所
で
事
故

が
発
生
し
て
い
ま
す

。

「
命
を
大
切
に
し
よ
う
」

こ

の
運
動
は
昨
年

六
月
、
県
警
察
が
中

心
に
な

っ
て
す
す

め
ま
し
た
。
こ

の
運
動

を
絶
や
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

危
険
個
所

の
調
査

は
、
昨
年
抽
出
し

た

二
五

九
個
所
の
危
険
個
所
の
再

点
検

や
、

護

岸
、
岸
壁
、
河
川

、
用
水
堰

等
あ
ら

だ

な
危
険
個
所
に
つ
い
て
調
査
し
、
次
の
よ

う

な
措
置

を
行
な
う
こ

と
に
し
て
い
ま
す

の
で

、
村
当
局
な
ら

び
に
、
村
民
み
な
さ

ん
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す

。

一

、
施
設

の
管
理
者
等

の
協
力
を
得
て
防

護
柵
、
立
入
禁

止
の
立
札
、
注
意
表
示

（ ５ ）

蓬
田
村
青
年
団
体
連
絡
協
議
会

『
村
長
と
語
る
青
年
の
つ
ど
い
』

を
　
開
　
催

私
道
が
生
ま

れ
育
っ
た
蓬
田

海
を
赤

く
染

め
る
太
陽

耳

を
澄
ま
せ
ば
聞

こ
え

る
潮
騒

松

を
ゆ
さ
ぶ
る
風
の
ざ
わ
め
き

春
の
日

ざ
し
に
揺
れ
る
陽
炎

そ
し
て
土

の
香
り

そ
ん
な
中
で
私
達

の
日

々
が
過

ぎ
て
行

き
ま
す

。
今
回
の
つ
ど
い

は
『
毎
日

の
暮

ら
し

の
中
に
地
域

の
抱
え
て
い
る
問
題

点

を
発
見
し
、
青
年

の
意
見
を
住
み

よ
い
地

域
社
会

づ
く
り
の
為

に
反

映
さ
せ
よ
う

』

と
い
う
テ
ー
マ
の
も

と
二
月
二
十
四
日
中

央
公
民
舘
に
お
い
て
開

か
れ
ま
し

た
。

話
し
合
い
は
村

の
農
業
に
始
ま
り
、
生

活
環
境
、
教

育
に
つ
い
て
を
村
長
と
私
道

の
質
疑
応
答
で
進

め
ら
れ
ま
し
た
。
農
業

に
関
し
て
は
後
継
者

の
間
か
ら
村

は
米
作

り
が
主
体
で
あ

る
が
、
青
森
米

の
評
判
が

悪
い
。
良
質
米
生
産
対
策
と
し
て

ど
ん
な

施
策
が
あ

る
の
か
と
い
う
質

問
が
出
ま
し

た
。
こ
れ

に
対
し
て
村

長
は
米
も
商
品
の

一

つ
で
あ
る
こ
と
。
今

ま
で

は
収
量
増
収

の
為

に
新
規
開
ｍ

と
共

に
規
模
拡
大
を
進

め
て
来
た
が
、
こ
れ
か
ら

は
食
味
の
方
も

向
上
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
と

述

べ

ま

し

た
。
叉
、
大
型
農
業
機
械
を
個
人
で
買

っ

て
い
る
場
食
が
多
く
不
合
理
な
面
が
見
え

る
と
い
う
意
見

に
対
し
て
は
、
農
業
機
械

銀
行
と
い
っ
て
大
型
農
業
機
械
所
有
農
家

が
、
機
械

の
な
い
農
家
の
作
業

を
委
託
し

機
械
の
フ
ル
活
用
を
図
る
方
法
、か
あ

る
と

説
明
、か
あ

り
ま
し

た
。
肉
用

牛
生
産
振
興

計
画

に
つ
い
て

は
、
資
金
、
管
理
、
技
術

者
対
策
等

に
つ
い
て
質
問
、か
出
ま
し
た
。

こ
れ
に
つ
い
て

は
利
子
補
給

の
点
、
村
有

牛
の
貸
し
付
け
制
度
、
事
業

は
農
鵑

と
夕

イ
ア
ッ
プ
し
て
行
な
う
な
ど
事
業
内
容

の

説
明

が
あ

り
ま
し

た
。

生
活
環
境
に
つ
い
て
は
今
計
画
が
組
ま

れ
て
い

る
農
村
環
境
モ
デ
ル
事
業

と
、
広

あ
な
た
も
や

っ
て
み
ま
せ
ん
か
／

ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て

健
康
な
体
と
明
る
い
心
を
／

募
集
綛
囲
－

村
内
在
住
の
青
年

（

定
時
制
生
徒
可
一

練

習

日
―
毎
週

火
・
木
・

金

夜
八
時
～

九
時
半

練
習
場
所
－

蓬

田
小

学
校
体
育
館

会
　
　

費
－

毎
月
一
人
三
〇
〇
円

（

シ
ャ
ト
ル
代
）

（
蓬

田
駐
在
所
だ
よ
り
）

水
死
事
故
危
険
個
所
の
調
査

に
ご
協
力
を
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等
の
措
泄

を
講
ず
る
。

二
、
安
全
施
設
等
防
護
措
泄

に
予
算
を
伴

う
も
の
に
つ
い
て

は
、
管
理
者
等
に
予

算
措
置

を
講

ず
る
よ
う
申
し
入

れ
る
と

と
も
に
防
犯
協
会
等

の
協
力
の
も

と
に

早
期
に
、
ざ
ん
定
措
置

を
講

じ
、
段
階

的
に
整
備
を
促
進
す

る
。

三

、
広
報
紙
、
有

線
放
送
等
の
ほ
か
、
防

犯
協
会
、
学
校
等

に
積
極
的
に
広
報
を

図

る
。

四

、
関
係
機
関
を
通

じ
て
、
学
童
、
幼
児

の
水
死
事
故
防
止
の
推
進
を
申
し
入

れ

る
。

五
、
危
険
個
所
の

パ
ト
ロ
ー
ル
を
強
め
、

水
死
事
故
の
未

然
防
止
に
つ

と
め
る
。

皿
搬
作
四

縦
覧
期
間
を
延
期

固
定
資
産

（

土
地

、

家
屋
、

償
却
資

産
）
を
お
も

ち
の

か
た
に
固
定
資
産
の
価

格
な
ど
を
蒂
認
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
毎

年
三
月
一
日

か
ら
二
十
日
ま
で

固
定
資
産

名
寄
帳
を
お
見

せ
し
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
昭
和
四
十
九
年
分

に
つ
い
て

は
家
屋
の
建
っ
て
い

る
小
規
模

住
宅
用
地

に
対
す
る
税
額
の
軽
減
を
図
る
た
め
地
方

税
法
の
一
部
改
正
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
法
律
の
成
立
時
期
の
関

係
で
法
定
期

間
の
縦
覧
が
困
難

に
な
り
ま
し
た
の
で
四

月
に
延
期
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

な

お
延
期
に
よ
る
四
月
縦
覧
期
間

の
日

程
な

ど
に
っ
き
ま
し
て

は
掲
示
板

に
公
示

致
し
ま
す

。

出
稼
文
集
「

ぼ
く
の
お
父

さ
ん
」
よ
り

「

お

父

さ

ん
」

蓬
小

六
年
　
小
　

鹿
　
忠
　

幸

ぼ
く
の
お
父

さ
ん
は
東
京
に
出
か
せ
ぎ

に
行
っ
て

い
ま
す

。
そ
し
て
正

月
と
お
盆

に
な
れ
ば
帰

っ
て
来

ま
す

。
帰
っ
て
く
れ

ば
お
父
さ
ん
は
ぼ
く

に
『
か
だ
も
ん
で
け

ろ
。
』
と
い
い
ま
す

。
す

る

と

ぼ

く

ぱ

『
う
ん
』
と
い
い
ま
す

。
一
時
間
ぐ
ら

い

た
っ
て
か
ら

お

父

さ

ん

は

『
あ

ど

い

い
。
』
と
い
っ
て

ぼ
く
に
百

円

く

れ

ま

す
。
ぼ
く
は
そ
の
百
円
を
く
れ

た
時
手

に

い

っ
ぱ
い
ひ
び
割
れ
、か
あ

っ
た
の
で
、
ぼ

く
は
心
の
中
で

『
お
父

さ
ん
は

Ｉ
生
け
ん

め
い
働
い
て
い
る
な
あ

。
』
と
思
い
ま
し

た
。
ぼ
く
は
大
人
に
な

っ
た
ら

お
父
さ

ん

に
負
け
な
い
く
ら
い
働
き
た
い

と
思
い
ま

す

。
そ
し
て

は
や
く
お
父
さ
ん
を
楽

に
し

た
い
と
思
い

ま
す
。

「
お

父

さ

ん
」

蓬
小

六
年
　

福
　
井
　

一
　
子

私

の
お
父
さ

ん
は
今
福
島
で
は
た
ら
い

て
い
ま
す

。
私
た
ち
の
た
め
に
毎
年
出
か

せ
ぎ
に
行
き
仟

を
流
し
て
い
っ
し

ょ
う

げ

ん
め
い
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
す

。
そ

ん

な
お
父

さ
ん
に
私

は
テ

レ
ビ
を
見
て
い
る

と
、
テ
レ
ビ
の
番

組
を
横
取
り
さ
れ
る
の

で
お
父

さ
ん
を

ど
な
り
つ
け
た
り
す

る
と

お
母
さ
ん
に
い
つ
も
、

『
お
父
さ
ん
は
は
た
ら
き
に
行
く
と
好

き
な
テ
レ
ビ
も
見
ら
れ
な
い
ん
だ
か
ら
、

家

に
い
る
時
だ
け
で
も
ゆ
っ
く
り
好
き
な

番
組
を
見
せ
な

さ
い
。
』
と
し
が
ら
れ
ま

す

。そ

ん
な
時
父
が

と
て
も
か
わ
い
そ
う
に

思
え

ま
す
。
だ
か
ら
私
は

お
父
さ
ん
が
家

に
い

る
瞼
は
、
お
父
さ

ん
が
は
た
ら
き

に

い

っ
て
い
る
幃
の
よ
う

に
が
ま
ん
す

る
よ

う

に
し
ま
す
。
そ
し
て
私
も
大
人

に
な

っ

た
ら

、
お
父
さ
ん
の
よ
う
な
、か
ま
ん
強
い

人

に
な
り

た
い
と
思
い
ま
す
。

「
お

父

さ

ん
」

蓬
小
六
年
　

船
　

橋
　

寿
　
悟

ぼ
く
の

お
父
さ
ん
は
北
海
道
の
滝
川
市

に
行

っ
て
造
林
を
し
て
い

ま
す
。
お
盆

に

帰

っ
て
来

る
と
ぼ
く
は
び
っ
く
り
し
ま
し

た
。
そ
れ
は
ぼ
く
の
手

よ
り
お
父
さ
ん
の

顔

が
黒

か
っ
た
か
ら
で
す

。

家

に
帰

っ
て
来
て
か
ら
も
休
ま
ず
仕
事

を
す
る
お
父
さ

ん
を
見
て
い
る
と
心
配

に

な
り
ま
し

た
。
ぼ
く
の
目

に
見
え
な
い
所

で
仕
事
を
し
て
い
る
の
で

、
い
つ
ど
ん
な

所

で
何
か

お
こ

る
か
知
れ
な

い

か

ら

で

す
。
こ
れ
か
ら
も
げ
が
た

ん
か
し
な
い
よ

う
に
、
い
つ
ま
で
も
健

康
で

い

て

ほ

し

い
。

戸
籍
の
窓
　
囗

（
市
町
村
名

は
本

簿
の
表
示
で
す
。
）

○

お
誕
生

お
め
で

と
う

ご
ざ
い

ま
す
。

（

一
月
受
付

分
）

坂
　

本
　

幾
　
子
（

敏
二
女
）

高
　

田
　

佐
慰
子
（
隆
広

長
女
）

藤
　

本
　

満
　
行
（

文
雄
二
男
）

稲

葉

春

賀
（
亮
丘（
衛
三
女
）

坂
　
本
　

信
　
孝
（

茂
長
男
）

山
　
谷
　

孝
　

容
（

勝
雄

長
男
）

八
　
戸
　

儷
　
朗
（

生
治
二
男
）

佐
々
木
　
　
　

移
（
忠
光

長
男

）

福
　
井
　

武
　

亮
（

孫
兵
衛
三
男
）

稲
　

葉
　
　
　

誠
（

繁
広
二
男

）

柿
　
崎
　
　
　

芫
（

昇
長
男
）

（
二
月
受
付
分
）

坂
　
本
　

久
美
子
（

不
二
蔵
長
女
）

柳
　
谷
　
　
　

功
（

利
男
二
男
）

森
　
　
　
　
　

偉
（

規
長
男
）

木
　
戸
　

武
　

一
　（

登
志

男
二
男
）

佐
　
井
　

亮
　

介
（
修
次
二
男

）

金
　

枝
　
溥
　

之
（
芫
長
男
）

八
　

戸
　
千
　

草
（

年
美
二
女

）

川
　
内
　
　

武

辺
二

二
男

）

森
　
　
　

奈
奈
子
（
司
二
女
）

七
　

戸
　
健
　

一
　（

祥
一
長
男

）

中
　

村
　

祐
　
子
（
聡
長
女
）

鳴
　

海
　

し
の
ぶ
（
泰
博
二
女
）

○

ご
結
婚

お
め
で

と
う

ご
ざ
い
ま
す

。

（

一
月
受
付
分
）

◆
戸

籍
の
届
出
は
正
し

く
、
す
み
や
か
に

た
い
せ
つ
な
戸
簿
は
、
み
な
さ

ん
方
の

届
出
に
基

づ
い
て
記
載
さ
れ
ま
す
。

届
出

は
、
正
し
く
、
す
み

や
か
に
い
た

し
ま
し
ょ
う

。

（ ６ ）

三
月
か
ら
四
月
に

森
　
　
　

柾
代
志
（

阿
弥
陀
川

）

沢
　

田
　

サ
チ
子
（

青
森
市
）

篠

谷

良
　

助
（

青
森

市
）

中
　
村
　

秀
　

子
（
蓬

田
）

佐
　
井
　

吉
　

男
（

広
瀬
）

松
　
坂
　

昌
　
子
（

埼
玉
県
）

折

笠
　

栄
　

造
（

青
森
市
）

坂
　

本
　
愛
　

子
（

中
沢

）

八

幡
　
　

稔
（

高
根
）

藤
　
井
　

つ

よ
ゑ
（

青
森

市
）

越
　

田
　
攷
　

憲
（

瀬
辺
地
）

三
　
上
　

砂
知
子
（

今
別
町

）

阿
　

部

光
　

春
（

青
森
市

）

田
　

村
　

ク
レ
コ
（

中
沢

）

佐

々
木
　
麗
　

二
（

青
森
市

）

森
　
　
　

松
　

子
（

阿
弥
陀
川
）

緇
　
谷
　

鉄
　
正
（
蓬

田
）

田
　

中
　

秀
　
子
（

東
京
都
）

赤
　

坂
　

勝
　
悦
（

中
沢

）

三
　

好
　
信
　

子
（

青
森
市

）

下
　

山
　
嘉
　

正
（

長
科
）

吉
　

田
　
栄
　

子
（

蟹
田
町

）

八
　

戸
　
昭
　

夫
（

阿
弥
陀
川
）

加
　
藤
　

広
　

子
（

北
海
道
）

坂
　

本
　
広
　

庄
（

中
沢

）

須
　
藤
　

み

や
子
（

浪
岡
町

）

松
　
谷
　

通
　

夫
（

青
森
市

）

佐
　

井
　

キ
ョ
子
（

広
瀬
）

（

二
月
受
付
分
）

飯
　

田
　
攷
　

義
（

瀬
辺
地
）

森
　
　
　

綾
　

子
（

阿
弥
陀
川

）

石
　

橋
　

昭
　
治
（

千
葉
県

）

木
　

村
　

盛
　
子
（

蓬
田
）

福
　

井
　
正
　

夫
（

中
沢
）

相
　

坂
　
陽
　

子
（

広
瀬
）

久
　

慈
　
行
　

夫
（

瀬
辺
地
）

直
　

馬
　

静
　
子
（

青
森
市
）

工
　

藤
　
攷
　

三
（

八
戸
市
）

飯
　

田
　

由
美
子
（

瀬
辺
地
）

佐
　

藤
　
兼
　

三
（

静
岡
県
）

吉
　

綺
　

る
つ
子
（

蓬
田
）

汳
　

本
　

勝
　
利
（

中
沢
）

塙
　
　
　

マ
ア
江
（

茨
城
県
）

○

お
悔
み
申
し
上
げ
ま
す

。

（

一
月
受
付
分
）

越
　
田
　

文
　
平
（

瀬
辺
地
）

北
　
山
　

り
　

ん
（
広
瀬
）

武
　
井
　

貞
太
郎
（
広
瀬
）

（
二
月
受
付
分
）

柿
　
畸
　

す
　

よ
（
広

瀬
）

森
　
　
　

光
　

秀
（

阿
弥
陀
川
）
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