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旧 新 印 刷 興 業

長

科

溜

池

で

っ

り

ぼ

り

長
科
振
興
組
合
で
は
昭

和
四
十
五
年
か
ら
農
業
用

溜
池
を
利
川
し
て
、
コ
イ

の
養
殖
を
は
じ
め
現
在
十

万
匹
の
コ
イ
が
放
さ
れ
て

お
り
、
村
内
外
か
ら
大
勢

の
つ
り
マ
ニ
ア
が
来
て
お

り
と
く
に
日
曜
や
祭
日
な

ど
は
大
変
に

ぎ

や

か
で

す
。

大
き
い
の
で
は
一
尺
五
寸

か
ら
二
尺
の
コ
イ
が
っ
れ

て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
、
一
度
つ
り
に
い

つ
た
ら
ど
う
で
し
よ
う
。

（
り
・

。（
り
・
・

。
瑁
境
は
人

を
つ
く
り
。
人
は
ま
た
瑁

境
を
つ
く
る

”
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま

す

。こ
の
た
び
、
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
、
す

ば
ら
し
い
施
設
と
設
備

の

整

っ

た

「
見

事
」
と
い
う

二
耳
に
尽
き
る
新
校
舎
が
完

成
し
ま
し
た
。

こ
の
狂
乱
物
価

の
中

に
、
村
長
さ

ん
の

勇
断
、
地
教
委
議
会

の
先
見

の
明

と
熱
意

が
新
建
設
の
社
長
さ
ん
を
動
か
し
、
こ
の

快
挙

と
な
っ
た
と
思

い
ま
す
が
、
只

々
、

感
謝
す
る

の
み
で
あ
り
ま
す

。

つ

い
先
日
も
、
生
徒
会

の
新
聞
「

新
世

界
」

に
新
校
舎
の
施
設

、
設

備
の
ア
ウ
ト

ラ
イ
ン
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
関
係
者

み

な
さ
ん
の
「

善
意
」
の
結
晶
で
あ
る
こ

と
を
忘

れ
て

は
い
け
な
い
。

新

校
舎
に
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
立

派
な
生
徒

が
い
て
こ
そ
価
値
が
あ
る
と
の

べ
、
新

校
舎
に
学
ぶ

心
構
え

と
期
待
を
諮

新

校

舎

の

落

成

に

あ

た

っ

て

蓬
田
中
学
校
長
　
中
　

村
　
　
　

毅

国

民

年

金

シ

リ

ー

ズ

老
令
福
祉
年
金

は
五
十

。勹
Ｉ
セ
ソ
ト

の
大

幅
ア
ッ
プ

＝

改
正

さ
れ
た
国
民
年
金
＝

国
民
年
金

に
加
入
し
て
い
る
人

や
受
給

者
が
待

ち
望
ん
で

い
た
、
国
民
年
金
法

の

一
部
改
正
案

が
五
月
二
十
七
日
に
成
立
し

ま
し
た
。

改
正
の
主
な
内
容

は
次
の

と

お

り

で

す

。

つ
よ
う
望

ん
で
結
び

と
し
ま
し
た
。

私

の
教
員
生
活
三
十
三
年
間
に
、
二
度

新
校
舎
建
設

の
機
会
に
恵
ま
れ
ま
し

た
が

こ

の
た
び
程
、
校
舎
を
使
用
す
る
学
校
側

の
意
見

を
尊
重
し
、

と
り
入
れ
て
く
れ
た

こ
と
は
あ

り
ま

せ
ん
。
教
育
界
の
諸

先
輩

に
聞

い
て
み
て

も
、
こ

ん
な
例
は
な
い
の

で
す
。
教
育
立
村

の
基
本
線
が
、
こ
こ
に

輝
い
て
い
る
と
思

い
ま
す

。

私
達
十
九
名
の
教

師
団

は
、
伝
統
の
干

松
精
神
を
も
つ
だ
、
立
派

な
人
間

に
育
て

て
ほ
し

い
と
い
う
、
み
な
さ
ん
の
期
待
に

そ
う
べ
く
、
新

鋭
の
教
育
機
器

を
じ
ゆ
芍

ぶ

ん
覚

に
活
用
し
、
教
育

に
全
力
投
球
寸

る
悟
で

い
る
こ
と
を
の
べ
、

お
礼

の
こ
八

ば
と
い
た
し

ま
す

。

「

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

世帯と人口

世帯数 985

2,300

2,382

4.682

男
　

女

ｔ
人

口

(49　7.31現在)

計
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福
祉
年
金
の
改

善

○
年
金
額
の
引

上
げ

△
老
令
福
祉
年
金

は
月
額
五
千
円

か
ら

七
千
五
百
円

に

△
障
害
福
祉
年
金

は
一
級
障
害
者

で
月

額
七
千

五
百
円

か
ら
一
万

一
千
三
百

円

、
二
級
障
害
者
で
月
額
五
千
円

か

ら
七
千
五
百
円

に

△
老
令
特
別
給
付
金
は
月
額
四
千
円

か

ら
五
千
五
百
円

に

そ
れ
ぞ
れ
昭

和
四
十
九
年
九
月

か
ら
引

上
げ
ら
れ
ま
す
。

拠
出
年

金
の
改
善

○
物
価

ス
ラ
イ
ド
の
実
施

物
価
変

動
に
対
し
て
、
拠
出
憫
国
民

年
金

の
年
金
額
の
価

値
を
保
つ

た
め
の

ス
ラ
イ
ド
の
実
施
は
、
昭
和
四
十
九
年

九
月

か
ら
四
十
八
年
度
の
物
価
上
昇
率

（

一
六
・

匸
パ
ー
セ
ン
ト
）
に
ス
ラ
イ

ド
し
て
増
額
さ
れ
ま
す
。

○
保
険
料

の
改
定

高
額
療
養
費
の
申

請
を
し
て
く
だ
さ

い
四
月
か
ら
病
気
、
ヶ

が
な
ど
で

お
医

者

去

る
六
月
三
十
日
蓬
田
小

学
校

グ
ラ

ウ

ン
ド
で
村
民
野
球
大
会
が
開
催

さ
れ
ま
し

た
。
年

々
盛
ん
に
な
っ
て
来
た
野
球
大
会

も
各
部
落
の
力
が
接
近

し
て
来
て

お
り
今

回

は
、
瀬
辺
地
部
落
が
中

沢
部

落
を
や
ぶ

り
初
優
勝
し
ま
し
た
。

優
　

勝
　
　

瀬
辺
地
部

落

準
優
勝
　
　

中
沢
　

″

三
　

位
　
　

長
科
　

々

″
　
　

阿

弥
陀
川
部
落

村
民
野
球
大
会

昭
和
五
十
年
一
月

か
ら
、
保
険
料
額

を
千
百
円
（

現
行
九
百
円

）
に
引
上
げ

ら
れ
ま
す

。

さ
ん
に
か
か
つ
て
一
人
、
一
ヶ
月
（
一
日

か
ら
月
末
）
の
間
に
、
一
つ
の
病
院
、
診

療
所
に
三
万
円
を
こ
え
て
医
療
費
の
支
払

い
（
自
己
負
担
）
を
さ
れ
た
か
た
は
高
額

療
養
の
支
給
対
象
に
た
り
ま
す
か
ら
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
い
こ
と
は
民
生
課
国
保
係
ま
で
。

国
民
健
康
係
険
係
よ
り

。蓬
田
村
体
協
よ

り
お
知
ら
せ
″

体
協
で

は
今
年
度
か
ら
新
し
く
「

部
」

を
設
け
村
民
全
般
に
健

康
で
健
全
な
ス
ポ

ー
ツ
の
普
及
を
図
る
こ
と
に

な

り

ま

し

た
。
い
ず
れ

か
の
部
に
入
っ
て
日
頃
の
運

動
不
足

を
解
消
し
よ
う
。

野
球
部
、
陸
上
競
技

部
、

バ
ド
ミ
ン
ト

ン
部
、

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
部
、
柔
道
部
、
剣

道

部
、

相
撲
部
、
卓
球
部
。

所
得
税
第
一
期
分
の

納
税
は
七
月
三
十
一

日
ま
で
で
す

七
月

は
所
得
税
の
予
定
納
税
第
一
期
分

の
納
税

を
す
る
月
で
す
。

納
税
額

は
、
前

年
分

の
所
得
金
額
を
基

と
し
て
計
算
し
た
も
の
で
、
六
月
中

旬
に

税
務
署

か
ら
通
知
さ
れ
ま
す

。

こ
の
金
額
を
七
月
一
日

か
ら
七
月
三
十

一
日
ま
で
に
納
め
る
こ
と
に
な
つ
て
い
ま

す
が
、
納
税
の
際

に
は
、
電
話
料
や
Ｎ
Ｈ

Ｋ
の
払

い
込
み
と
同

じ
よ
う
に
、
預
金

口

座

か
ら
自
動
的
に
支

払
わ
れ
る
振
替
納
税

制
度
を
利
用
さ
れ
ま
す
と
手
数
が
省
け
て

便
利
で
す

。

振
替
納
税
の
手
続
き

は
、
税
務
署
か
金

融
機
関

の
窓
口
で
ご
相

談
下
さ
い
。

警
察
か
ら
家
出
人

相
談
所
関
設
の
か

知
ら
せ

家
出
人
や
ゆ
く
え

の
わ
か
ら
な

い
人
を
お
搜
し

の
方
へ

自
動
車
重
量
税
の

あ
ら
ま
し

自

動
車
に

か
か
る
税
金
に
は
、
物
品
税

自

動
車
重
量
税
の
ほ
か
自
動
車
取
得
税
、

自
動
車
税
、
軽
自
動
車
税
が
あ
り
ま
す

。

こ
の
う

ち
の
自
動
車
重
量
税
の
あ
ら
ま
し

は
次

の
と
お
り
で
す
。

１
　

自
動
車
重
量
税
は
、
道

路
運
送
車
両

法
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査

を
受
け

る
自
動
車
（

軽
自
動
車
を
含
む

。
）
及

び
使
用
の
届

け
出
に
よ
り
車
両
番
号
の

指
定
を
受
け
る
軽
自
動
車

に
対
し
、
モ

の
重
量
に
応
じ
て

か
か
り
ま
す

。

た
だ
し
、
大
型
特
殊
自
動
車

は
無
条

件
で
、
ま
た
、
届

出
軽
自
動
車
の
う
ち

既
に
車
両

番
号
の
指
定

を
受
け

た
こ
と

の
あ
る
中
古
車
は
、
一
定

の
手
続
き
に

よ

り
非
課
税
と
さ
れ
ま
す
。

な

お
、
原
動
機
付
自
転
車

や
小
型

特

殊
自
動
車
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

２
　

自
動
車

重
量
税

を
納

め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
人
は
、
検
査
自
動
車

や
届
出
軽

自
動
車

の
使
用
者
で
、
新
規
検
査
や
継

続
検
査
な
ど
を
受
け
て
自
動
車
検
査
証

の
交
付

を
受

け
る
際
や
、
軽
自
動
車

の

使
用
の
届
け

出
を
し
て
車
両
番

号
の
指

定
を
受

け
る
と
き
な
ど
に
税
額
に
相
当

す
る
金
額
の
自

動
車
重
量
税
印
紙
を
所

定
の
納
付
書
に
は
っ
て
、
陸
運
事
務
所

や
軽
自
動
車
協
会

の
窓
口

に
提
出
し
て

納

め
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す

。

３
　

税
額
は
、
車

の
種
類

や
重
量
に
よ
っ

て
そ
れ
そ
れ
定
め
ら

れ
て

い
ま
す
。

警
察
で
は
家
出
人
や
ゆ
く
え

の
わ

か
ら

な
い
人

に
つ
い
て
、
そ
の
居
所

の
発
見
や

行

き
先
き

の
瑤
認
に
つ
と
め
て

い
ま
す
が

今

だ
に
手
が

か
り
の
な
い
人
も
相
当
あ
り

ま
す
。

こ
の
よ
う

な
人
た
ち
を
一
日

も
早
く
発

見

し
、
家
族
の
方

々
に
安
心
し
て

い
た
だ

き
た
い
と
考
え

。

八
月

一
日

か
ら
八
月

三
十
一
目
ま
で
の
一
ヶ
月
間

蟹

田

警

察

署

に
家
出
人

と
身
許
不
明
者

の
相
談
所
を
関

設
す

る
こ

と
に
し
ま
し

た
。

こ

の
相
談
所
に
は
全
国
各
地
で
取
扱

っ

た
身
許
の
わ
か
な
い
死
者

の
記
録
や
写
真

も
準
備
し
て
い
ま
す
の
で
、
お
心
あ
た
り

の
方

は
警
察
署
に
お
い
で
下
さ
い
。

二
輪
車
の
運
転
に
は

ヘ
ル
メ
ッ
ト
を

こ

れ
か
ら
多
く
な
る
交
通
事
故
の
｛

つ

に
オ
ー
ト

バ
イ
や
モ
ー
タ
ー
バ
イ
ク
等

の

二
輪
車
に
よ
る
も
の
、か
あ
り
ま
す
。

昨
年
二
輪
車

に
よ
る
交
通
事
故
は
一
一

七
三
件
、
死

者
五

一
人
、
傷
者
一
三
四

六

大
（

全
体
の
二
七

・
四
％

）
に
な
っ
て

い

ま
す

。

二
輪
車
事
故
の
場

合
に
は
構
造
が
無
防

備

の
状
態
で
あ
る
た
め
、
運
転
者
自
身
が

加
害
者
で
あ
る
と
と
も
に
被
害
者
と
な
る

ケ
ー
ス
が
多
く
、
し

か
も
負
傷
者
の
う

ち

頭
に
怪
我
し
た
大

は
二
〇
三
人
（

二
三

・

四
％

）
で
、
ま
た
二
輪
車

を
運
転

し
た
り

こ
れ
に
同
乗
中

の
事
故
で
死

亡
し
た
四

九

人
の
う
ち
、
頭
を
打
っ
て
死

亡
し
た
大
が

三
六
人
（

七
三
・
五
％

）
に
も
及

ん
で
い

ま
す

。

ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
か
ぶ
ら
な
い
で
事
故

を

起
し
た
人

の
頭
部

の
負
傷
率
、
死

亡
率

は

か
ぶ
っ
た
人

の
二
佶
に
な
っ
て
い
ま
す

。

（ ２ ）
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頭

の
怪
我
が
死

亡
事
故

に
つ
な
が
る

ケ

ー
ス
の
非
常
に
多
い
こ
と
は
統
計

か
ら
気

明
ら

か
で
す

。

二
輪
車
に
乗
る
と
き
は
必
ず
ヘ
ル
メ
ッ

ト
を
か
ぶ

り
ま
し
よ
う
。

「

命
を
大
切
に
致
し
ま
し
よ
う
」

警
察

官
の

募

集

明

年
四
月
採
用

の
大
学
卒
業

者
（

卒
業

見
込

者
を
含

む
）
を
対
象

と
し
た
警
察
官

の
募
集
を
行

な
っ
て

い
ま
す
。
あ
な
た
の

豊

か
な
知

識
と
社
会
正
義
感
を
県
民
の
生

活
を
守
る
生
き
が

い
の
あ
る
職

場
に
打

ち

込

ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

今

年
も
、
青
森
県

の
警
察
官
に
な
ろ
う

と
す
る
人
と
、
警
視
庁
、
神
奈
川
県
、
埼

玉
県
、
千
葉
県
、
静
岡
県
の
警
察
官

を
希

望
す
る
人

が
、
同
時
に
受
験
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す

。

１

、
申
込
受
付
期
間

六
月
二
十
四
日
（

月
）
か
ら
七
月
二

十
三
日
（

火

）
ま
で

２

、
採
用
予
定
人
員

青
森
県
　

約
二
五
名

警
視

庁
　
神
奈
川
県
　
埼

玉
県

千

葉
県
　

静
岡
県
　

合
計
約
三
〇
名

３
、
受

験
資
格

昭
和
二
十
二
年

四
月
二
日

か
ら
昭
和
二

十
八
年
四
月
一
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
男
子

で
、
学
校
教
育
法

に
定
め
る
大
学
の
学
部

の
卒
業
者
（

卒
業
見
込
者
を
含
む

。
）

く

わ
し

い
こ
と
は
最
寄

り
の
警
察
署
派

出
所
、
駐
在
所
等
に
お
問
い
合

わ
せ
下

さ

い
。

去
る
六

月

九
日

「
県
民
の
森
」
眺
望

山
に
て
村
民
一
日
遊

歩
登
山
を
実
施
い
た

し
ま
し
た
。
登
山
道

の
両
側
は
ひ
ば
林
に

か
こ
ま
れ
て
非
常
に

静
か
な
と
こ
ろ
で
小

鳥
の
声
が
と
て
も
き

れ
い
で
し
た
。
小
学

生
か
ら
大
人
ま
で
五

十
名
位
参
加
し
ゲ
ー

ム
を
し
た
り
歌
を
う

た
つ
た
り
大
変
だ
の

し
い
一
日
で
し
た
。

大

和

（

二

）

竹
　
内
　
街
　
道

豊

水

太

子
町
に
は
皇
陵
、
古
憤
二
九
ヶ
所

も

転
在
し
帰
化
系
豪

族
の
も
の
も
あ
る
と
い

わ
れ
て

お
る
。

こ
の
際
古
代

の
庶
民

の
姿

は
ど
う
で
あ

っ

た
か
、
生
活
が
ど
ん
な
も

の
で
あ
っ
た

か
考
え
て
み
る
必
要

が
あ
ろ
う

。

「
調
と
武
器
」
み
っ
き
は
三
ッ

か
ら
な

っ
て

お
り
、
特
定
の
面
積

の
田
地
を
単
位

と
し
て
課
す
る
田

調
、
一
戸

に
つ
き
課
す

る
戸
調
、
調
副
物
で
あ
る
。
こ
れ
は
み
な

丁

調
（

正
丁
一
人
に
つ
き
調
の
額
を
定

め

る
）
を
原
則

と
す
る
大
宝
令

と
は
徴
収
の

原
則
を
具

に
す
る
の
で
、
田

調

田

一

町

（
町
数
歩
制
は
浄
御
原
令
以
後

な
の
で
正

し
く

は
五
百
尋
）
に
つ
き
布

な
ら
長

さ
四

丈
広
さ
二
尺
半
、
繿（

あ
し
ぎ
ぬ
）
な
ら
そ

の
二
分
の
一
、
稲
な
ら
四
分

の
一
を

だ
さ

せ
る
も
の
で
あ

る
。

戸
調

は
一
戸

に
つ
い
て
布

一
丈
二
尺
、

調
副
物

は
、
そ
の
土
地
土
地

の
状
況

に
し

た
が
っ
て
塩

と
贄
（

に
え
、
朝

延
ま
た
は

神
に
奉

る
土
地
の
産
物
）
を
収
め
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
官

馬
で
、
百
戸

ご
と
に
馬
一
匹
、

上
等

の
馬
な
ら
二
亘

尸
に
一
匹
を
輸
さ
せ

馬
を
輸
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
と
き
は
、

一
戸
に
つ
い
て
一

丈
二
尺
の
布
を
戸
税

と

し
て
お
さ
め
さ
せ
る
こ
と
を
規
定
し
て

い

る
。武

器
と
し
て

一
人

ず
つ
「

刀
、
甲
、
弓

矢

お
よ
び
幡
、
鼓

を
輸
せ
」
と
い
う
輸
す

る
と
は
徴
発

し
て
武
器
庫

に
い
れ
る
こ
と

で
あ
り
、
関
塞
（

せ
き
こ
そ
）
斤
候
（
う

か
み
）
防
人
（

さ
き
も
り
）
を
規
定
し
武

備
に
力
を
い
れ
る
に
し

た
が
い
庶
民
は
苦

し
い
生
活

に
追

い
こ

ま
れ
て
ゆ
く
の
で
あ

る
（

日
本
の
歴
史
）

更

に
力
役
、
役
民
、
奴
婢

を
徴
発
し
て

い
る
。

任
丁
、
安
女
（

う
ね
め
）
を
規
定
し
、

任
丁

は
五
土

戸
ご
と
一
人
、
別

に
炊
飯
に

従
事
す

る
廝
丁
（

か
し
わ
で
）
と
あ
わ
せ

て
二
人
朝
廷
に
お
く
り
諸
司

の
労
役
に
使

役
す

る
の
で
あ
る
。

妥
女

は
「
郡
少
領
以
上
」
姉
妹
、
子
女

の
形
容
端
正

の
も
の
一
人

、
別

に
従
丁

一

人
従
女

二
人

を
そ
え
て
朝
廷
に
お
く
る
も

の
で
あ
る
。

前

者
は
五
十
戸

か
ら
、
諸
者
は
亘

戸
か

ら
、
別

に
従
丁
、
妥
女
ら
の
資
養
の
た
め

布

一
丈

二
尺
、
米
五
斗
も
貢
納
す
る
こ

と

に
規
定
し
て
い
る
（
日
本
の
歴
史
）
食
糧

衣
類
も
っ
で
徴
発

さ
れ
庶
民
の
美
女
を
集

め
皇

室
高
官

の
な
ぐ
さ
み
者
に
さ
れ
た
こ

と
は
古
代

か
ら
江
戸
末
期
ま
で
多
少
の
差

が
あ
っ
て
も
続
く

の
で
あ
る
。

江

戸
時
代

の
大
奥
の
実
態
を
み
て
も

は

っ
き
り
い
え

る
こ

と
で
あ
る
。
現
代

に
お

い
て
も
型

は
違
っ
て
も
中
央
政

治
を
司

る

も
の
、
高
級
官
僚
、
財
ば
っ
ら
は
赤
坂
、

新
橋
あ
た
り
で
美
妓
を

は
べ
ら
し
て
お
る

と
・の
噂

さ
。が
真
実
で
あ

る
な
ら
現
代

お
か

れ
て

い
る
庶
民
と
は
古
代

と
あ

ま
り
違
っ

て

い
な
い
こ

と
に
な
る
。
次
は
役
民
で
国

の
営

造
に
か
か
は
る
も

の
に
国
家
的
賦

役

を
人

民
に
課
し
て
い
る
。

こ

の
ほ
か
奴
婢
の
こ
と
が
あ

り
、
外
国

の
奴
隷

に
等
し
く
重
労
働
が
し
い
ら

れ
牛

馬
の
如

く
悲
惨
さ
が
説
か
れ
て

い
る
。
然

し
外

国
み

た
い
に
金
銭
で
売
買

さ
れ
奴
婢

の
市
場
の
記
録

は
な
い
。
た
と
え
あ
っ

た

に
し
て
も
当
時

の
権
力
者
た
ち
は
記
絛

に

と

ど
め
な
か
っ

た
か
も
知
れ
な
い
。

明
治
政

府
に
な
っ
て

か
ら
皇
室
中
心

と

な
り
神
国
日
本

に
衣
替
す
る
た
め
明
治
の

国
営
者
の
手
に
よ
っ
て
消
さ
れ
た
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
。

「

囗
本
の
歴

史
」

に
よ

る
と
大
化

二
年

新
冠
位
制
定
に
あ

た
っ
て
有
位
者
の
冠
や

服
の
型

態
色
な
ど
規
定
し
、
薄
葬
令
が
発

せ
ら
れ
古
憤
を
規
制
の
制
定
が
な
さ
れ
て

お
る
。

そ

れ
は
古
憤
の
憤
丘
の
形
態
、
内
部
主

体
ま
た
は
石
室
、
石
槨
の
大
き
さ
、
造
営

に
姿
す
る
役
夫
の
人
数
、
日
数
を
そ
れ
ぞ

れ
身
分
に
応
じ
て
定

め
て

お
る
。（

別
表
。

そ
れ
を
み
る
と
庶
民

は
墓

を
造
る
こ
と

は
許
さ
れ
て

お
ら

な
か
っ

た
。

現
代
で
も
青
森
市

で
は
墓
地
の
広
さ
か

規
定
し
て
い
る
。
墓
標
な
ど
は
自
由
で
あ

る
が
、
広
さ

は
地
積
の
関
係

で
財
力
者
に

対
し
必
要
以
上
の
広
さ
を
押

へ
て

お
る
点

は
古
代
と
遣
い
民
主
化
さ
れ
た
と
云
え
よ

太
子
廟
は
叡
福
寺
の
境
内
を
通
り
、
つ

き
当
り
か
ら
丘
陵
に
な
り
そ
の
横
を
切
り

別 表 薄葬 令規 定

役　夫 憤 丘 石　 室

一

八　　
丶

七　〇
日　Ｏ
？二〇
三 五人
目○ ？
し 人

高　方

さ

五
２

二 五
尋　尋
半

広 高 長

さ さ さ

五 五 九
尺 尺 尺

王
以

上

上
臣
下
臣

－

⌒　
○

－　○
目五 ？

し ○
人

な

し

広 高 長

さ さ さ

四 四 九
尺 尺 尺

Ejj万

省

な

し

な

し

な

し

庶

民

（ 匸 ）

蓬
田
駐
在
所
だ
よ
り

村
民
一
日

遊
歩
登
山
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堀
っ
だ
円

憤
で
あ
り
、
自
然
地
形

を
利
用

し
て
築
造
さ
れ
今
の
ト
ン
ネ
ル
堀
さ
く
方

式

の
よ
う
で
あ

る
。
憤
丘
端

は
現
在
の
憤

丘
に
そ
っ
て

め
ぐ
ら
さ
れ
た
二
重
の
結
界

石

に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
墓
の
内
部
は
勿

論

実
見
す

る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ

に
は
前

述
し
た

ご
と
く
、
母
子
、
妃
の
三

人

が
葬
さ
れ
て

お
る
こ
と
に
な
る

。

亀 徳 太 子 廟 正 ｉ

靭 搖 女 子 巓 結 界 石

太
子
町
北
西
に
石

切
り
場
が
あ
り
運
搬

用
の

ケ
し

フ
ル
が
設
置

さ
れ
て

お
り
、
石

棺
や
石
室
古
憤
が
造
営

さ
れ
た
の
も
古
代

か
ら
附
近
に
石

、か
生
産

さ
れ
た
か
ら

と
思

れ

る
。

夕
映
の
空
か
ら
粉
雪

が
チ
ラ
チ
ラ
寒
さ

が
加
わ
り
名
残
惜

し
く
太
子
町

を
後
に
き

た
竹
内
街
道
を
通
り
県

境
に
か
か
る
と
大

和
路

は
眼
下

に
見
る
こ
と
が
出
来

た
。

は
る
か
二
上
山
項

に
あ
る
大

津
皇
子
墓

を
な
が

め
な
、か
ら
大
和
へ
下
っ

た
。

現
身
の
人
な
る
吾

や
明
日

よ
り

は

二
上
山
を
兄
弟
と
吾

が
見

む

（
万
葉
集
）

出
　

稼
　
文
　

集

わ
た
し
の
父
は
。
毎
年
冬

、
田

植
え
の

終

わ
り
に
な
る
と
出
か
せ
ぎ
に
行
く

。
お

た
し

は
、
父
が
出
か
せ
ぎ
に
行
く

た
び

に

一
日
で
も
早
く
帰
っ
て
来
て

ほ
し

い
と
、

い
つ
も
思
う

。
そ
れ
よ
り
出
か
せ
ぎ
に
行

か
な

い
で
く
れ
た
ほ
う
が
も
っ

と
い
い
と

思
う

。

父
、か
出
か
せ
ぎ
に
行
く
と
、

夕
飯
は
い

つ
も

わ
た
し

と
母
と
二
人

で
食

べ
る
。

一
週

間
ぐ
ら
い
た
っ

と
わ
た
し

は
、
父

か
ら
手
紙
が
く
れ
ば

い
い
と
思
う

。
で
も

父

は
、
筆
ぶ
し
よ
う
と
い
っ
て
あ

ま
り
手

紙

を
書
き
だ
、か
ら
な
い
。
だ
か
ら

い
つ
も

わ
た
し
か
ら
や
る
。
手

紙
で
な

い
と
父
の

こ

と
が
何
も
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
よ
り
、

県
内
で
働
ら
い
て
く
れ
た
ほ
う
が

い
い
。

出
か
せ
ぎ
は
、
行

っ
て

ほ
し
く
な
い

と

思
う

。

（

詩
）

出

か

せ

ぎ

に

つ

い

て

六
ノ
三
　
工

藤

仁

志

田
辛
畑

を
、
一
生
け
ん
め
い
や
っ
て
も

父
、か
い
る
と
、
い
ろ
ん
な
こ

と
で
叱

ら

れ
る
。

酒

を
の
め
ば
う
る
さ
い
こ

と
、
う
る
さ

い
こ

と
。

う

た
を
う

た
え
ば
、
ま
ぜ
こ

ぜ
だ
。

ぼ
く

の
吹
き
こ
ん
だ
テ
ー
プ
を
み

ん
な

消
し
て
し

ま
う
父
。

で
も
父

は
や
っ
ぱ
り
大
事
な
父

だ
。

六
年
三
組

木

村

百
六
司

父

〔

詩

〕

ぼ
く

の
父

は
、
冬
に
な
る
と
出
か
せ
ぎ

に
行

く
。

ぼ
く

は
、

さ
っ

ぱ
り
す
る
気
持
ち
に
な

る
。

そ
れ
は
、
父
が
い
つ
も
お
こ

る
こ

と
が

多

い
か
ら
だ
。

で
も

そ
れ
は
、

は
じ
め
の
う
ち
だ
け
だ

日
、か
た
っ

に
っ
れ
て
、
だ
ん
だ
ん
淋
し

く
な
る
。

だ
か
ら
電
話

を
か
け
る
、
手
紙
を
書
く

出
か
せ
ぎ
か
ら
か
え
る
と
き

は
、
い
い

父
が

か
え

る
う
れ
し
さ
と
、
み
や
げ
だ

み
や
げ
の
こ

と
を
思

う
と
何
回
も
い
け

ば
い
い
と
思
う

。

で
も
父
が
い
な
い
と
や
っ

ぱ
り
淋
し
い

出
か
せ
ぎ
に
行
っ
て

い
る
父
も
お
な
じ

だ
と
思
う

。 六

ノ
三
　

八

幡

昭

彦

出
か
せ
ぎ
に
行
く
父

（

詩

）

お
金

が
た
り

な
い
。

く
ら
し

に
こ

ま
る

。

だ
か
ら
、
出
か
せ
ぎ
が
っ

づ
く

。

遠

い
土
地
で
、
父
や
母

は
、
ひ

と
り
で

多
く
の
仲
間

と
は
た
ら
く
。

つ
ら

い
と
思
う

。

残

さ
れ
た
子

ど
も
も
、
つ
ら
く
か
わ
い

そ
う
だ
。

一
年

に
、
三
回
か
四
回
し

か
、
か
え
っ

て
こ

な
い
父

。

農
協

や
国
が
、
米
を
な

ぜ
、
高
く
買
っ

て
く
れ
な
い
の
か
な
あ
。

一

回
交
通
事
故

に
あ
っ
た
。

ぼ
く

は
ね
む
れ
な
か
っ
た
。

冬

に
で
か
せ
ぎ
に
い
く
父
。

遠
く

の
山
へ

は
た
ら
き
に
い
く
父

。

そ
ん
な

と
き

は
や
っ
ぱ
り
淋
し

い
。

叱
ら

れ
る
の

は
い
や
だ
。

で
も

い
な

い
よ
り
い
る
方
、か
い
い
。

や
っ

ぱ
り
父

は
毎
日
い
る
方
が
い
い
。

戸
籍
の
窓
口

（
市
町
村
名

は
本
籍
の
表
示
で
す

。
）

○

ご
誕
生

お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す

。

（

五
月
受
付
分
）

津
　
島
　

健
　
司
（

康
宏
・
二
男

）

掛
　

村
　

広
　
美
（

敏
正

・
長
女

）

坂

本

琢

玄
（

匸
一
・
二
男
）

久
　
慈
　

め
ぐ
み
（

幸
一
郎
・
長
女
）

八
　
幡
　

浩
　

二
（

幸
市

・
長
男

）

川
　

崎
　

剛
　

史
（
義
行

・
二
男

）

福
　
井
　

美
　

香
（

強
・
長

女
）

田
　

中
　

信
　

孝
（

誠

∵

二
男

）

飯
　
田
　

英
　

樹
（

計
吾

・
長
男

）

工
　

藤
　

清
　

生
（

正
監
・
二
女

）

（

六
月
受
付
分
）

角
　
山
　

孝
　

之
（

清
孝

・
長
男

）

藤
　

本
　

日
出
衙
（

日
出
丸

・
長
男
）

坂
　
本
　

直

美
（

竹
利

・
二
女

）

古
　

川
　

百
　
子
（

正
隆

・
長
女

）

青
　

木
　

規
　

明
（

裕
三
・
四
男
）

山
　

舘
　

史
　
隹
（
聖
司

・
長
女
）

○

ご
結
婚

お
め
で

ど
う

ご
ざ
い
ま
す
。

（

五
月
受
付
分
）

長
　

田
　
　
　

保
（
東
京
都
）

（

越
　

田
　

恵
理
子
（
瀬
辺
地

゛

吉
　

田
　
　
　

稔
（
北
海
道
）

（

川
　

島
　

綾
　
子

中゙
沢

）

久
　

慈
　

敏
　
美
（
瀬
辺
地
）

（
遠
　

山
　

定
　
子

゛
静
岡
県

゛

松
　

村
　

昭
　

彦
（

脇
野
沢
村
）

（
坂
　

本
　

し
　
み

゛
中
沢

゛

石
　

塚
　

章

夫
（
青
森
市
）

（

小
野
寺
　
正
　

子

つ
咼
根

゛

鈴
　

木
　

秋
　
男
（
蟹
田
町
）

（

越
　

田
　

ま
り
子

゛
瀬
辺
地

゛

゛
広
　

瀬
　

道
　
雄
（
山
梨
県
）

藤
　

田
　

恵
　
子
（
中
沢

）

鈴゙
　

村
　

雅
　

弘
（
東
京
都
）

高
　

田
　

冨
美
恵
（

郷
沢

）

松
　
尾
　

寿
　

正
（

鳥
取
県
）

（

田
　
中
　

梅
　
子

゛
広
瀬
゛

森
　
　
　

光
　

秋
（
阿

弥
陀
川

）

（

野
　

口
　
美

智
子

゛
北
海
道
゛

゛
木
　
村
　

祐
　

一
（

青
森
市

）

田
　
中
　

愛
　
子
（

広
瀬
）

小
　

鹿
　

敏
　

明
（
長

科
）

（

関
　
沼
　

美
千
代

゛
群
馬
県

゛

鈴
　
木
　

正
　

幸
（
五
所
川
原
市
）

（

北
　
山
　

津
美
子

゛
広

瀬
゛

坂
　
本
　

正
　

美
（

中
沢

）

（

岩
　
谷
　

っ
　

が

゛
深
浦
町

゛

八
　
戸
　

清
　

一
　（
阿

弥
陀
川
）

（
佐
　

藤
　

リ
　

エ

゛
岩
手
県

゛

（

六
月
受
付
分
）

永
　

沢
　

勝
　

幸
（

長

科
）

（
工
　

藤
　

昇
　
子

゛
青
森
市

゛

゛
延
　

時
　

幸
　

雄
（

鹿
児
島
県
）

森
　
　
　

ユ
キ
ヱ
（

阿
弥
陀
川
）

中
　

村
　

信
　

夫
（

蓬
田

）

（
河
　

部
　

真
裕
美

゛
北
海
道

゛

福
　

浦
　

次
　

男
（

広
瀬

）

（
藤
　

田
　

て
っ
子

゛
青

森
市

゛

゛
横
　

山
　

俊
　

一
　（

蟹
田
町
）

森
　
　
　

幸
　
江
（

阿
弥
陀
川
）

゛
満
　
永
　
　
　

勉
（

東
京
都
）

森
　
　
　

登
美
子
（

阿
弥
陀
川
）

武
　

井
　

隆
　

一
（
蓬
田
）

（

工
　

藤
　

ま
　

き

゛
蟹
田
町

゛

福
　

井
　

公
　
隆
（

郷
沢
）

（
吉
　

田
　

ル
リ
子

゛
阿
弥
陀
川
゛

柿
　

崎
　

正
　

勝
（

広
瀬
）

（

坂
　

本
　

礼
　
子

゛
中
沢

゛

木
　

村
　
攷
　

寿
（

平
舘
村
）

（
工
　

藤
　

千
穂
子

゛
郷
沢
゛

乳
　

井
　

幸
　

夫
（

蓬
田
）

（

小
笠
原
　

悦
　
子

゛
青
森

市
゛

○

お
悔
み
申
し
上
し
げ

ま
す
。

（

五
月
受
付
分

）

張
　

間
　

タ
　
キ
（

長
科
）

吉
　

田
　

光
　
雄
（

中
沢
）

高
　

田
　

利
　
作
（

郷
沢
）

佐
　

井
　

ト
キ
ノ
（

広
瀬
）

松
　

本
　

ソ
　

カ
（

長
科
）

天
　

内
　

健
　

二
（

広
瀬
）

（

六
月
受
付

分
）

佐
　

井
　

ソ
　

カ
（

広
瀬
）

（ ４ ）`

。わ
た
し
の
父

六
年
三
組
　
武
井

志
保
子
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