
　

街
並
み
を
美
し
く
し
よ

う
と
い
う
市
民
の
熱
い
希

い
が
実
り
、
よ
う
や
く
基

本
的
な
法
律
が
誕
生
し
た
。

ず
ば
り｢
景
観
法｣

と
い

う
。
三
文
字
法
は
、「
海

岸
法
」
が
定
め
ら
れ
て
以

来
、
四
十
年
ぶ
り
と
の
こ

と
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
立

役
者
と
な
っ
た
国
土
交
通

省
の
意
気
込
み
が
う
か
が

わ
れ
る
。

　

電
柱
が
立
ち
並
び
、
電

線
が
張
り
巡
ら
さ
れ
、
ま

た
道
沿
い
に
貼
ら
れ
た
身

勝
手
な
広
告
、
看
板
が
目

立
つ
日
本
の
風
景
、
電
柱
、

電
話
ボ
ッ
ク
ス
、
ト
イ
レ

に
ま
で
貼
ら
れ
た
広
告
。

乱
雑
な
広
告
が
溢
れ
る
都

心
の
風
景
は
、
欧
米
か
ら

の
観
光
客
を
び
っ
く
り
さ

せ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
引
き
換
え
、
日

本
人
が
欧
米
を
旅
し
て
驚

く
の
は
、
屋
根
の
向
き
や

壁
の
色
を
そ
ろ
え
、
街
路

樹
が
植
え
ら
れ
た
美
し
い

街
や
村
の
景
観
で
あ
る
。

英
国
な
ど
で
は
、
教
会
が

見
え
な
く
な
る
よ
う
な
建

物
は
つ
く
れ
な
い
と
い
う
。

　

景
観
は
国
民
の
共
有
の

財
産
な
の
だ
。

　

す
で
に
京
都
、
倉
敷
な

ど
六
つ
の
都
市
で
美
観

条
例
が
定
め
ら
れ
、
独
自

に
景
観
条
例
や
要
綱
を
つ

く
っ
た
自
治
体
も
少
な

く
な
か
っ
た
。
ま
た
屋
外

広
告
な
ど
、
個
別
に
規
制

す
る
法
律
も
あ
っ
た
。
し

か
し
規
制
に
は
限
界
が
あ

り
、
景
観
を
整
え
よ
う
と

す
る
力
は
十
分
と
は
い
え

な
か
っ
た
。

　　
「
景
観
法
」
は
衆
議
院

で
審
議
し
た
の
ち
参
議
院

に
送
ら
れ
、
六
月
十
日
、

可
決
さ
れ
て
日
の
目
を
見

る
こ
と
に
な
っ
た
。
美
し

い
街
並
み
が
で
き
る
こ
と

は
、
観
光
は
も
ち
ろ
ん
地

域
の
経
済
全
般
に
も
よ
い

影
響
を
も
た
ら
す
に
違
い

な
い
。

　

こ
の
法
律
で
は
、
市
町

村
に
多
く
の
権
限
を
お
ろ

し
た
。
住
民
が
景
観
計
画

を
提
案
す
る
制
度
も
取
り

入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

行
政
は
景
観
計
画
区
域

内
の
建
築
物
な
ど
に
対
し

て
、
届
出
、
勧
告
に
よ
る

規
制
を
行
う
と
と
も
に
、

建
築
物
な
ど
の
形
態
、
色

彩
、
意
匠
な
ど
に
変
更

命
令
を
出
す
こ
と
も
で
き

る
。

　

一
方
区
域
内
の
優
れ

た
景
観
の
形
成
を
図
る
た

め
、
景
観
協
議
会
を
組
織

し
、
行
政
は
そ
の
協
議
を

尊
重
す
る
こ
と
を
定
め
て

い
る
。
ま
た
行
政
は
、
景

観
形
成
の
た
め
の
業
務
を

公
益
法
人
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

に
委
託
す
る
こ
と
も
で
き

る
。

　

こ
れ
か
ら
市
町
村
を
核

と
す
る
景
観
へ
の
取
り
組

み
と
、市
民
の
啓
発
に
よ
っ

て
美
（
う
ま
）
し
国
づ
く

り
が
進
む
こ
と
を
希
っ
て

止
ま
な
い
。
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質
評
価
は
今
年
の
秋
に
は

出
揃
う
こ
と
に
な
る
。

　　

身
近
な
河
川
の
上
流
、

下
流
や
ほ
か
の
川
の
水
質

と
比
較
し
、
環
境
に
つ
い

て
真
剣
に
考
え
る
こ
と
は
、

参
加
団
体
の
方
々
ば
か
り

で
な
く
、
市
民
全
体
の
つ

と
め
で
も
あ
る
。

　

水
質
へ
の
影
響
が
大
き

い
下
水
処
理
水
に
つ
い
て

も
学
習
し
、
市
民
環
境
科

学
へ
の
ひ
ろ
が
り
を
期
待

し
た
い
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ｢

エ
コ
シ
テ
ィ

志
木｣
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笹
橋
ま
で
か
ら
採
水
、
笹

橋
付
近
の
湧
水
、
黒
目
川

が
合
流
す
る
新
河
岸
川
、

さ
ら
に
荒
川
か
ら
も
採
水

し
て
水
質
を
調
査
し
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ

は
、
宗
岡
中
、
朝
霞
十
小

で
、
水
素
イ
オ
ン
濃
度
、

電
気
伝
導
度(

Ｅ
Ｃ)

、
化

学
的
酸
素
消
費
量(

Ｃ
Ｏ

Ｄ)

、
亜
硝
酸
系
窒
素
、
ア

ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
量
を
測

定
し
た
。

　　

今
年
は
、
市
民
の
活
動

が
全
国
規
模
に
成
長
し
、

全
国
水
環
境
マ
ッ
プ
実
行

委
員
会
の
主
催
に
よ
っ
て
、

全
河
川
の
一
斉
調
査
が
行

わ
れ
た
。
全
国
規
模
の
水

タ
ー
に
よ
っ
て
採
水
、
測

定
は
予
定
ど
お
り
終
了
し

た
。

　

志
木
地
区
を
担
当
し
た

Ｎ
Ｐ
Ｏ
「
エ
コ
シ
テ
ィ
志

木
」
は
、
志
木
市
立
宗
岡

中
学
科
学
部
の
協
力
を
得

て
、
新
河
岸
川
の
袋
橋
、

い
ろ
は
橋
、
宮
戸
橋
で
、

ま
た
支
流
と
な
る
柳
瀬
川

の
志
木
大
橋
、
栄
橋
の
ほ

か
、
新
河
岸
川
の
本
流
で

あ
る
荒
川
の
秋
ヶ
瀬
取
水

堰
な
ど
で
採
水
し
、
た
だ

ち
に
水
温
、
臭
気
を
確
認

し
た
の
ち
、
測
定
作
業
に

移
っ
た
。

　

朝
霞
地
区
で
は
、「
黒
目

川
に
親
し
む
会
」
ほ
か
が
、

黒
目
川
大
橋
か
ら
下
流
の

写
真
は
水
質
を
真
剣
に

測
定
す
る
サ
ポ
ー
タ
ー

　

こ
う
ほ
ね　

　
　
　

川
骨
ま
た
は 

河
骨

　

宗
岡
中
学
校
庭
の
一
隅

で
開
い
た
一
輪
の
花
。

　

か
つ
て
は
新
河
岸
川
の

川
辺
に
群
生
し
て
い
た
。

　

新
河
岸
川
の
堤
外
に

建
つ
宗
中
と
隣
り
の
県
立

志
木
高
校
は
と
も
に
創
立

三
十
周
年
を
迎
え
た
。
校

歌
の
中
で
、
い
ま
も

「
水
の
辺
（
べ
）
に 

若
き

い
の
ち
か

河
骨
の 

生
（
お
）
う
る
か

ぎ
り
を
集
い
来
て
」
と
詠

わ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
ほ
ね
は
、
池
沼
ま

た
は
浅
い
川
の
縁
に
自
生

す
る
ス
イ
レ
ン
科
の
多
年

草
。
葉
は
箭
状
で
厚
く
、

沈
水
葉
は
薄
く
て
色
が
浅

い
。

　

夏
季
に
は
、
長
い
花
柄

を
水
面
に
出
し
て
、
そ
の

頂
き
に
黄
色
の
一
花
を
開

く
。
た
だ
し
花
の
い
の
ち

は
短
く
、
二
、三
日
で
そ
の

鮮
や
か
な
色
彩
は
失
わ
れ

る
。

　

根
茎
は
太
く
、
薬
用
に

用
い
ら
れ
る
。
強
壮
、
止

血
剤
。

新
河
岸
川
流
域
の

水
質
調
査
行
わ
れ
る

　

新
河
岸
川
流
域
の
市
民

団
体
が
集
ま
っ
て
、
水
質

を
一
斉
に
調
査
し
、
そ
の

報
告
書
、
マ
ッ
プ
の
作
成

を
は
じ
め
て
か
ら
十
年
が

経
っ
た
。

　

新
河
岸
川
水
系
水
環
境

連
絡
会
（
連
絡
先
・
藤
井

由
美
子
さ
ん
℡
０
４
８
‐

４
６
６
‐
０
９
１
６
）
が

ス
タ
ー
ト
し
て
十
一
回
目

を
迎
え
た
今
年
は
、
さ
る

六
月
六
日
（
調
査
日
は

毎
年
六
月
の
第
一
、
又
は

第
二
日
曜
日
と
定
め
ら
れ

た
）、
雨
も
よ
い
で
は
あ
っ

た
が
、
多
く
の
サ
ポ
ー

地域住民の
ネットワークで一斉に

地
域
の
街
並
み
づ
く
り
を
法
律
で

国
交
省
の
画
期
的
な｢

景
観
法｣

が
成
立

　

宗
岡
の
風
景

１
．
畦
道
の
若
い
ハ
ン
ノ
キ

（
下
宗
岡
で
）

　

生
産
農
家
を
営
む
細
田
さ

ん
が
丹
精
し
て
育
て
た
貴
重

な
若
木
（
十
五
年
く
ら
い
）。

　

ハ
ン
ノ
キ
（
カ
バ
ノ
キ
科
）

は
湿
地
を
好
む
樹
木
。
田
の

畦
沿
え
に
植
え
、
か
つ
て
は

下
枝
を
切
っ
て
、
刈
り
取
っ

た
稲
を
干
す
「
は
さ
（
稲
架
）」

と
し
て
使
わ
れ
た
。
田
圃
の

並
木
と
い
う
風
格
を
も
っ
た

景
観
が
こ
こ
か
し
こ
に
見
ら

れ
た
が
、
開
発
の
邪
魔
に
さ

れ
、
相
次
い
で
伐
採
さ
れ
た
。

昔
は
薪
と
し
て
炊
事
な
ど
に

使
わ
れ
た
と
い
う
が
。

　

水
田
の
水
は
、
む
か
し
は

野
火
止
用
水
を
使
っ
て
い
た

が
、
い
ま
で
は
地
下
水
を
汲
み

上
げ
て
い
る
。

①

②

湿
地
帯
を
好
む
と
云
へ
る
榛
の
木
は
馴
染
み
の
木
な
り

畦
木
・
境
木

舟
運
の
新
河
岸
川
の
川
淀
に
咲
き
し
河
骨
い
ま
は
ま
ぼ

ろ
し

２
．
倉
庫
と
接
し
た
水
田
と
農

道
（
上
宗
岡
）

河
骨
の
花　
　
　
　
　
　
　

千
虎

榛
の
木　
　
　
　
　
　
　
　

千
虎
（　
　
　
　

）
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た
。
追
っ
手
の
役
人
た
ち

は
、
野
原
に
ひ
そ
む
男
を

あ
ぶ
り
出
す
た
め
草
原
に

火
を
つ
け
た
。
女
は
役
人

に
た
の
ん
だ
。
武
蔵
野
を

今
日
は
焼
か
な
い
で
下
さ

い
。
草
む
ら
に
は
夫
も
私

も
こ
も
っ
て
い
る
の
で
す

か
ら
、
と
。
そ
こ
で
、
草

原
を
燃
や
し
始
め
た
火
は

と
め
ら
れ
た
の
で
、
こ
の

塚
を
野
火
止
塚
と
名
づ
け

た
と
い
う
。
道
興
准
后
は

こ
の
伝
承
を
う
け
て
、
愛

す
る
女
が
こ
も
る
こ
と
も

な
い
も
の
寂
し
い
冬
の
野

火
止
塚
を
よ
ん
だ
の
だ
。

「
こ
れ
を
す
ぎ
て
、膝
折(

ひ

ざ
お
り)

と
い
へ
る
里
に

市(

い
ち)

侍
り
。
暫(

し
ば
ら)

く
か
り
や
に
休
み
て
、
例

の
俳
諧(

は
い
か
い)

を
詠
じ

て
、
同
行
に
語
り
侍
る
。

商
人(

あ
き
び
と)

は
い
か
で

立
つ
ら
む　

膝
折
の
市
に

脚
気(

か
つ
け)

を
売
り
に
ぞ

あ
り
け
り
」

　

膝
折
は
、
江
戸
時
代

に
は
川
越
街
道
の
宿
場
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
の

室
町
時
代
か
ら
市
が
た
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

歌
中
に
あ
る
「
か
っ
け
」

と
は
、
竹
で
編
ん
で
つ
く
っ

た
茶
碗
な
ど
を
入
れ
る
脚

つ
き
の
籠(

か
ご)

を
さ
し
、

正
し
く
は
「
脚
籠
」
と
書

く
。
道
興
准
后
は
、
脚
の

病
の
「
脚
気
」
と
、
売
り

物
の
「
脚
籠
」
を
か
け
て
、

「
膝
を
折
る
と
い
う
地
名

の
市
で
か
っ
け
（
脚
籠
）
と

い
う
籠
を
売
っ
て
い
る
商

人
は
、
か
っ
け
（
脚
気
）
と

い
う
脚
の
病
に
か
か
っ
て
、

ど
う
や
っ
て
歩
く
の
だ
ろ

う
」
と
戯(

ざ)

れ
歌
を
つ

く
っ
て
楽
し
ん
だ
の
で
あ

ろ
う
。

　

旅
に
出
て
半
年
が
過
ぎ
、

道
興
准
后
は
正
月
を
武
蔵

国
で
過
ご
し
た
。

「
武
蔵
野
の
末
に
浜
崎
と
い

へ
る
里
侍
り
。
か
し
こ
に

　

文
明
十
八
年
六
月
中
旬

に
京
都
を
出
発
し
た
道
興
准

后
は
、
北
陸
道
を
通
っ
て
越

後
国
に
至
り
、
そ
こ
か
ら
南

下
し
て
関
東
に
入
る
。
し
か

し
、
そ
の
行
程
路
は
自
由
気

ま
ま
と
し
か
言
い
よ
う
が
な

く
、
武
蔵
国
に
も
四
回
に
わ

た
っ
て
出
入
り
を
繰
り
返
し

て
い
る
。
こ
の
年
の
秋
、
道

興
准
后
は
、
現
在
の
志
木
市

域
の
宗
岡
に
入
っ
た
。
以

下
、『
廻
国
雑
記
』
に
よ
っ

て
見
て
い
こ
う
。

「
む
ね
お
か
と
い
へ
る
所
を

と
お
り
侍(

は
べ)

り
け
る
に
、

夕
の
煙
を
見
て
、

夕
け
ぶ
り　

あ
ら
そ
う
暮
を

見
せ
て
け
り　

わ
が
家
々
の

宗
岡
の
宿
」

　

夕
食
を
つ
く
る
煙
が
、
あ

ち
こ
ち
か
ら
争
う
よ
う
に

立
ち
の
ぼ
る
様
子
を
う
た
っ

た
も
の
だ
が
、
江
戸
時
代
の

よ
う
な
に
ぎ
や
か
宿
場
を
想

　

歴
史
上
の
人
物
の
中
に

は
、
多
く
の
人
た
ち
に
は

ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な

い
が
、
知
っ
て
い
る
ひ
と

に
と
っ
て
は
、
き
わ
め
て

ビ
ッ
グ
な
存
在
の
人
が
い

る
。
道
興
准
后
も
そ
う
し

た
ひ
と
り
だ
。
道
興
准
后

は
、
今
か
ら
お
よ
そ
五
〇
〇

年
前
の
十
五
世
紀
末
に
京
都

か
ら
関
東
に
は
い
り
、
現
在

の
朝
霞
・
新
座
・
和
光
・
志

木
を
含
む
か
つ
て
の
新
座
郡

に
も
や
っ
て
き
て
、
歌
を
よ

ん
で
い
る
。

　

こ
の
道
興
の
勢
威
は
、
並

の
も
の
で
は
な
い
。
ま
ず
か

れ
は
、
関
白
の
ち
に
は
太
政

大
臣
と
な
る
近
衛
房
嗣(

こ
の

え
ふ
さ
つ
ぐ)

の
二
男
と
し
て
、

永
享
二
（
一
四
三
〇
）
年
に

う
ま
れ
た
。
そ
し
て
、
幼
い

こ
ろ
か
ら
出
家
し
、
や
が
て

聖
護
院
門
跡(

し
ょ
う
ご
い
ん
も

ん
ぜ
き)

と
な
っ
た
。
聖
護
院

と
は
、
聖
体
（
天
皇
）
護
持

の
寺
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
付

け
ら
れ
た
名
だ
。
ま
た
、
門

跡
と
は
、
皇
族
や
上
級
貴
族

が
は
い
る
特
定
の
寺
、
ま
た

そ
の
寺
の
統
括
者
に
つ
け
ら

れ
た
呼
称
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、園
城
寺(

お
ん
じ
ょ

う
じ)
（
三
井
寺
【
み
い
で
ら
】）
の

長
吏(
ち
ょ
う
り)

、
熊
野(

く

ま
の)

三
山
お
よ
び
新(

い
ま)

熊
野
の
検
校(
け
ん
ぎ
ょ
う)

も

兼
ね
た
。
寺
院
の
職
名
は
宗

派
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
っ
て

い
る
が
、
長
吏
も
検
校
も
寺

の
代
表
者
と
考
え
て
よ
い
。

さ
ら
に
道
興
は
大
僧
正
に
任

じ
ら
れ
、
准
后
と
な
っ
た
。

こ
れ
以
後
、
道
興
は
「
道

興
准
后
」
と
書
か
れ
る
よ
う

に
な
る
。
准
后
と
は
太
皇
太

后
・
皇
太
后
・
皇
后
の
三
后

に
準
ず
る
待
遇
を
与
え
ら
れ

た
人
の
こ
と
だ
。
戦
乱
が
相

つ
い
だ
こ
の
時
代
、
経
済
的

な
恩
典
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
が
、
大
変
な

名
誉
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ

り
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
道
興
准

后
は
天
皇
家
の
信
任
が
あ
つ

か
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

な
い
。
室
町
幕
府
の
八
代
将

軍
足
利
義
政(

よ
し
ま
さ)

お
抱

え
の
護
持
僧(

ご
じ
そ
う)

も
務

め
て
い
た
。
足
利
義
政
と

い
え
ば
、
東
山
文
化
を
代

表
す
る
銀
閣
（
国
宝
。
世

界
遺
産
に
も
登
録
）
を
つ

く
っ
た
将
軍
で
あ
る
。
武

家
政
権
と
の
固
い
き
ず
な

も
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

八
代
将
軍
足
利
義
政
の

跡
目
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の

弟
義
視
（
よ
し
み
）
と
実
子

義
尚
（
よ
し
ひ
さ
）
の
相
続

争
い
に
端
を
発
し
た
応
仁

(

お
う
に
ん)

の
乱（
一
四
六
七

〜
七
七
年
）
は
、
有
力

大
名
の
家
督
争
い
と
も

複
雑
に
連
動
し
て
十
一
年

も
繰
り
広
げ
ら
れ
、
京
都

を
焼
け
野
原
に
し
た
。
乱

は
一
応
の
終
息
を
み
た

も
の
の
、
時
代
は
本
格
的

な
戦
国
乱
世
に
向
か
い
つ

つ
あ
り
、
そ
れ
は
武
蔵
国

と
て
同
様
で
あ
っ
た
。
道

興
准
后
の
諸
国
巡
歴
の
旅

が
始
ま
っ
た
の
は
、
そ
う

し
た
さ
な
か
の
文
明
十
八

（
一
四
八
六
）
年
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
と
き
年
齢
は

五
十
七
歳
。
か
れ
は
、
こ

の
廻
国
の
旅
で
、
和
歌
や

漢
詩
を
数
多
く
よ
ん
だ
。

そ
れ
ら
は
帰
国
後
に
『
廻

国
雑
記(

か
い
こ
く
ざ
っ
き)

』

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
。

定
し
て
は
間
違
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
集
落
が
で
き
て

い
た
こ
と
は
確
か
だ
。
志

木
市
内
の
地
名
が
文
献
上

に
現
れ
た
最
初
の
も
の
と

い
う
。上
宗
岡
の
千
光
寺(

せ

ん
こ
う
じ)

近
く
に
は
、
こ
の

歌
碑
が
た
て
ら
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
は
新
座
市
域
の
歌
で

あ
る
。

「
ま
た
、
野
寺(

の
で
ら)

と

い
へ
る
所
こ
こ
に
も
侍
り
。

こ
れ
も
鐘
の
名
所
な
り
と

い
ふ
。
こ
の
鐘
、
古(

い
に

し)

へ
の
乱
れ
に
よ
り
、
土

の
底
に
埋
み
け
る
と
な
む
。

そ
の
ま
ま
掘
り
出
さ
ざ
り

け
れ
ば
、

音
に
き
く
野
寺
を
と
へ
ば

跡(

あ
と)

古(

ふ)

り
て　

こ

た
ふ
る
鐘
も
な
き
夕(

ゆ
う

べ)

か
な
」

　

片
山
の
野
寺
の
鐘
で
知

ら
れ
た
八
幡
社
は
、
明
治

末
期
に
近
在
の
神
社
と
合

祀
さ
れ
て
、現
在
は
武
野(

た

け
し
の)

神
社
と
な
っ
て
い

る
。
こ
こ
に
は
十
一
世
紀

の
中
頃
、
安
倍
氏
を
討
つ

た
め
奥
州
に
向
か
う
八
幡

太
郎
義
家
が
戦
勝
を
祈
願

し
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。

ま
た
、
野
寺
の
鐘
に
つ
い

て
は
、
在
原
業
平(

あ
り
わ
ら

の
な
り
ひ
ら)

や
紀
貫
之(

き
の

つ
ら
ゆ
き)
の
歌
も
残
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
昔
、

鐘
は
火
事
の
さ
い
に
池
の

中
に
投
げ
込
ま
れ
、
そ
の

ま
ま
に
放
置
し
て
い
た
の

で
、
す
で
に
な
く
な
っ
て

い
た
と
い
う
。

　

つ
ぎ
は
野
火
止
塚(

の
び

ど
め
づ
か)

で
あ
る
。
現
在
は

平
林
寺
の
境
内
に
あ
る
が
、

当
時
平
林
寺
は
ま
だ
な
い
。

平
林
寺
よ
り
野
火
止
塚
の

ほ
う
が
歴
史
が
古
い
の
だ
。

「
此(

こ)

の
あ
た
り
に
野
び

ど
め
の
つ
か
と
い
う
塚
あ

り
。
け
ふ
は
な
焼
き
そ
と

詠(

え
い)

ぜ
し
に
よ
り
て
、

烽
火(

の
ろ
し)

忽(

た
ち
ま)

ち

や
け
と
ま
り
け
る
と
な
む
。

そ
れ
よ
り
此
の
塚
を
の
び

ど
め
と
名
づ
け
侍
る
よ
し
、

国
の
人
申
し
侍
り
け
れ
ば
、

わ
か
草
の
妻
も
籠(

こ
も)

ら

ぬ
冬
さ
れ
に　

や
が
て
も

か
る
ゝ
野
火
止
の
塚
」

　
『
伊
勢
物
語
』
に
よ
る
と
、

あ
る
男
が
人
の
娘
を
盗
ん

で
武
蔵
野
に
は
い
り
、
女

を
草
む
ら
に
隠
し
て
逃
げ
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並
は
ず
れ
た
貴
族

宗
岡
の
夕
け
む
り

野
寺
と
野
火
止
塚

膝
折
と
浜
崎

その⑮

①

④

③

②

巡
歴
の
高
僧
・
道
興
准
后

　
　
　
（
ど
う
こ
う
じ
ゅ
ご
う
）
の
歌

新
座
郡
（
に
い
く
ら
ご
お
り
）

に
残
さ
れ
た
五
百
年
前
の
足
跡

郷
土
史
家　

安
斎　

達
雄宗岡の夕べに立つ煙　　細田千虎氏描く・墨絵から

←

写
真
①　

宗
岡
の
歌
碑

写
真
②　

千
光
寺
の
長
屋
門
・

い
ま

写
真
③　

武
野
神
社
・
い
ま

道
路
を
隔
て
て
向
側
に
は
満
行
寺

が
あ
り
、
江
戸
幕
府
が
編
纂
し
た

新
編
武
蔵
風
土
記
稿
に
よ
れ
ば
、

古
歌
に
あ
る
「
野
寺
の
鐘
」
は
こ

の
寺
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

写
真
④　

平
林
寺
境
内
に
あ
る
野

火
止
塚
・
い
ま

　

こ
の
塚
は
、九
十
九
（
つ
く
も
）

塚
と
も
云
わ
れ
、
火
田
狩
猟
に
よ

る
野
火
を
見
張
っ
た
も
の
か
、
焼

畑
耕
法
に
よ
る
火
勢
を
見
張
っ
た

も
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

野
火
の
見
張
台
で
あ
っ
た
と
の
説

が
有
力
で
あ
る
と
い
う
（
平
林
寺

内
の
掲
示
板
か
ら
）。

写
真
⑤　

和
光
郵
便
局
の
隣
り
の

稲
荷
神
社
に
所
在
す
る
歌
碑

⑤



ま
か
り
て
、

武
蔵
野
を
わ
け
つ
ゝ
ゆ
け

ば
浜
崎
の　

里
と
は
き
け

ど
立
つ
波
も
な
し
」

　

武
蔵
野
の
草
を
分
け
な

が
ら
、
浜
崎
と
い
う
名
の

地
に
向
か
っ
た
が
、
波
が

立
つ
浜
な
ど
な
か
っ
た
と

い
う
意
味
の
歌
だ
。
脚
気

と
い
い
、
浜
崎
と
い
い
、

言
葉
あ
そ
び
の
歌
に
す
ぎ

な
い
と
も
言
え
る
が
、
当

時
、
こ
う
し
た
歌
風
は
一

般
的
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

残
念
な
が
ら
『
廻
国
雑

記
』
に
は
、
和
光
市
域
を

よ
ん
だ
歌
は
な
い
。
し
か

し
、
白
子
あ
た
り
を
通
っ

た
り
宿
泊
し
た
り
し
た
可

能
性
は
大
い
に
あ
る
。
ま

た
、
東
上
線
和
光
市
駅
南

口
か
ら
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、

道
興
准
后
が
よ
ん
だ
和

歌
五
首
を
刻
ん
だ
文
化
六

（
一
八
〇
九
）
年
造
立
の
石

碑
が
残
る
。
そ
の
う
ち
の

一
首
は
、『
廻
国
雑
記
』
に

は
記
さ
れ
て
い
な
い
歌
で
、

広
沢
を
よ
ん
だ
も
の
で
あ

る
。
広
沢
と
い
う
地
名
は

和
光
市
や
朝
霞
市
に
残
る
。

こ
の
あ
た
り
一
帯
は
か
つ

て
広
沢
の
庄
と
呼
ば
れ
て

い
た
。
道
興
准
后
の
足
跡

は
新
座
郡
を
お
お
っ
て
い

た
と
い
え
よ
う
。

　

浜
崎
の
あ
と
道
興
准
后

は
、
甲
斐
や
奥
羽
地
方
を

ま
わ
り
、
五
月
に
京
都
に

戻
っ
て
二
年
間
に
わ
た
る
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大
塚
の
十
玉
坊
へ
の
滞
在

　

か
つ
て
は
武
蔵
武
士
が

活
躍
し
た
新
座
市
片
山
に

所
在
、
中
央
公
民
館
の
向

か
い
側
。

　

貴
重
な
民
俗
資
料
が
と

こ
ろ
狭
し
と
陳
列
さ
れ
て

い
る
。

　

壁
面
に
は
、
原
始
の
生

活
を
し
の
ん
で
描
か
れ
た

絵
画
が
並
ぶ
。

　

ま
た
、
時
代
は
下
が
っ

て
、
江
戸
時
代
に
つ
く
ら

れ
た
野
火
止
用
水
、
黒
目

川
の
水
車
の
地
図
、
写
真
、

模
型
な
ど
の
展
示
も
見
落

と
せ
な
い
。

　

静
か
な
館
内
で
過
ご
す

時
間
は
、
必
ず
や
あ
な
た

に
安
ら
ぎ
を
与
え
る
に
違

い
な
い
。

上
写
真
・
街
道
の
向
か
い

に
平
林
寺
の
大
門
を
見
て

由
緒
あ
る
野
火
止
の
石
川

家

１
．
夏
休
み
（
下
）

　

庭
の
一
隅
に
は
、
つ
る

べ
井
戸
、
そ
ば
で
鶏
が
餌

を
つ
ま
む
。

２
．
み
ど
り
に
包
ま
れ
た

か
つ
て
の
民
家
（
左
下
）

　

三
芳
町
、
竹
間
沢
の
抜

井
家

（
大
木
さ
ん
の
プ
ロ
フ
ィ
ー

ル
は
本
紙
12
号
参
照
）

巡
歴
の
旅
を
終
え
た
。
か

れ
は
、
な
ぜ
、
東
国
に
お

も
む
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

か
れ
の
聖
護
院
門
跡
と
い

う
地
位
は
、
天
台
宗(

て
ん
だ

い
し
ゅ
う)

系
の
修
験(

し
ゅ
げ

ん
／
本
山
【
ほ
ん
ざ
ん
】
派
）

の
総
帥
の
立
場
に
あ
る
。

修
験
と
は
山
岳
で
修
行
を

積
む
こ
と
に
よ
っ
て
呪
力

を
強
め
よ
う
と
す
る
信
仰

を
い
う
。
い
わ
ば
原
始
的

な
山
岳
信
仰
と
仏
教
が
結

び
つ
い
た
宗
教
で
、
修
行

に
は
げ
む
人
を
山
伏(

や
ま
ぶ

ク
ロ
ス
ワ
ー
ド

解
答

問題は４面にあります。

膝
折

修
行
僧
・
膝
折
郵
便
局
の

ス
タ
ン
プ
か
ら

脚
籠
（
か
っ
け
）
の
絵
・

新
編
武
蔵
風
土
記
稿
か
ら

←

尾
崎
水
車
の
裏
手
の
崖

か
ら
流
れ
る
滝
（
左
）

　

尾
崎
水
車
（
本
紙
９
号
）

は
、
野
火
止
用
水
で
回
っ

て
い
た
。
使
っ
た
水
は
滝

と
な
っ
て
流
れ
、
田
園
に

注
い
だ
。
滝
の
高
さ
は
約

６
メ
ー
ト
ル
。
一
面
の
田

園
に
は
「
志
木
ニ
ュ
ー
タ

ウ
ン
」
が
建
設
さ
れ
、
崖

は
崩
さ
れ
、
こ
の
地
域
に

付
設
さ
れ
た
中
学
校
の
通

学
路
と
な
っ
た
。

大
木
新
司
さ
ん
が

描
か
れ
た

大
野　

進
さ
ん
が

描
か
れ
た

心象風景

新
座
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館

景
観
を
創
る

し)

と
呼
ん
だ
り
す
る
。

　

修
験
に
は
、
ほ
か
に
真

言
宗(

し
ん
ご
ん
し
ゅ
う)

系
の

も
の
（
当
山
【
と
う
ざ
ん
】
派
）

も
あ
り
、
東
国
で
は
真
言

宗
系
統
が
勢
い
を
増
し
つ

つ
あ
っ
た
よ
う
だ
。
守
勢

に
た
た
さ
れ
た
道
興
准
后

は
、
教
線
拡
大
の
た
め
東

国
に
の
り
込
み
、
同
時
に

足
利
義
政
の
た
め
に
東
国

武
将
の
動
き
に
つ
い
て
の

情
報
収
拾
に
あ
た
っ
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

当
時
、
道
興
准
后
は
大

塚
の
十
玉
坊(

じ
ゅ
う
ぎ
ょ
く

ぼ
う)

に
四
回
も
滞
在
し
た
。

十
玉
坊
は
、
こ
の
あ
た
り

の
聖
護
院
系
統
の
修
験
の

拠
点
で
あ
る
。
こ
の
大
塚

の
地
に
つ
い
て
は
、
川
越

の
南
大
塚
だ
と
の
説
も

あ
っ
た
が
、
近
年
の
研
究

で
は
、
志
木
市
幸
町
の
大

塚
説
が
主
流
と
な
っ
て
い

る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
道

興
准
后
と
新
座
郡
と
の
結

び
つ
き
は
さ
ら
に
強
く
な

る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、

別
稿
が
必
要
で
あ
ろ
う

休
館
日
・
月
曜
、
祝
日(

11

月
３
日
の
み
開
館)

開
館
９
時
〜
17
時

℡
０
４
８
‐
４
８
１
‐

０
１
７
７

新
座
市
片
山
１
‐
21
‐
25

志
木
駅
南
口
、
ひ
ば
り
ヶ

丘
駅
北
口
、
大
泉
学
園
駅

か
ら
バ
ス
の
便
あ
り｢

道

場｣

又
は｢

片
山
小
学
校｣

下
車

　

野
火
止
の
石
川
家
は
、
新

座
市
内
で
も
っ
と
も
古
い
民

家
（
新
座
市
の
民
家
、
市
史

調
査
報
告
10
、
昭
和
60
年
）

で
あ
る
。
二
百
五
十
年
も
の

齢
を
重
ね
、
い
ま
も
健
在
。

　

屋
敷
の
樹
木
に
も
心
を

配
っ
た
佇
ま
い
は
、
時
代

を
越
え
て
川
越
街
道
を
往
く

人
々
の
目
を
癒
や
す
。

　

昭
和
六
十
年
三
月
、
新

座
市
教
育
委
員
会
市
史
編

さ
ん
室
は
、
新
座
市
内
に

残
さ
れ
た
古
民
家
を
詳
細

に
調
査
し
て
、
報
告
書
を

出
版
し
た
。
対
象
と
し
た

の
は
、
四
十
軒
あ
ま
り
、

い
ず
れ
も
掛
け
替
え
の
な

い
歴
史
的
な
遺
産
で
あ
っ

た
。

　

当
時
、
教
育
長
で
あ
っ

た
中
村
廠
一
郎
氏
は
、
序

文
の
中
で
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

　

｢

昭
和
三
十
年
こ
ろ
の

新
座
は
、
の
ど
か
な
農
村

型
の
町
だ
っ
た
。
実
り
豊

か
な
田
畑
と
雑
木
林
や
屋

敷
林
に
囲
ま
れ
た
萱
葺
き
、

藁
葺
き
屋
根
の
農
家
の
た

た
ず
ま
い
は
、
ま
さ
に
武

蔵
野
の
風
情
そ
の
ま
ま
で

し
た
。
そ
の
後
の
経
済
的

な
発
展
に
つ
れ
て
、
こ
れ

ら
の
民
家
の
多
く
は
建
て

替
え
ら
れ
ま
し
た
。
自
然

に
溶
け
込
ん
だ
民
家
の
た

た
ず
ま
い
、
近
ず
く
と
柱
、

貫
と
壁
の
造
り
出
す
快
調
、

内
に
入
る
と
大
黒
柱
な
ど

と
梁
と
の
交
錯
す
る
力
強

い
小
屋
組
、
い
ろ
り
を
中

心
と
し
た
居
間
の
い
か
に

も
生
活
の
中
心
と
い
っ
た

落
ち
つ
き
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
美
し
さ
を
そ
こ
に
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。｣

　

こ
の
調
査
で
は
、
市
域

に
残
る
約
四
十
軒
ほ
ど
の

民
家
を
対
象
と
し
た
が
、

そ
れ
か
ら
約
二
十
年
、
い

ま
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、

わ
ず
か
に
数
軒
に
過
ぎ
な

い
と
い
う
。
市
域
の
発
展

か
、遺
産
の
保
護
か
。
嗚
呼
、

時
す
で
に
遅
す
ぎ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

多
く
の
文
人
が
野
火
止

を
往
来
し
ま
し
た
が
、
江

戸
時
代
に
俳
諧
師
と
し

て
名
を
あ
げ
た
小
林
一
茶

（
い
っ
さ
）
も
、
百
九
十
年

前
に
、
こ
の
地
で
見
聞
し

新
座
市
の
古
民
家

絵
は
江
戸
名
所
図
会
か
ら

大
門
を
望
む
、
川
越
街
道

の
風
景

下
の
写
真
は
街
道
沿
い

に
建
て
ら
れ
た
平
林
寺
大

門
、
つ
づ
く
大
門
通
り

た
こ
と
を
日
記
に
記
し
て

い
ま
す
。

　

文
化
五
年
、
江
戸
か
ら

信
濃
国
に
帰
郷
す
る
途
中
、

野
火
止
の
素
朴
な
情
景
と
、

作
物
と
し
て
西
瓜
（
す
い

か
）
に
つ
い
て

　

野
火
止
の
里
は　

昔
男

の
我
も
こ
も
れ
り
と
あ
り

し
と
こ
ろ
と
聞
く
に　

そ

の
あ
た
り
に
思
わ
れ
て
な

つ
か
し
く　

こ
の
あ
た
り

西
瓜
を
作
る

　
「
瓜
（
う
り
）
む
い
て
す

す
き
の
風
に
吹
か
れ
け
り
」

と
い
う
俳
句
を
残
し
て
い

ま
す
。

　

新
座
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
に
い
ざ
見
聞
録
」
を
資
料

と
し
て
記
し
ま
し
た
。

野
火
止
の
里



　

特
定
非
営
利
活
動
法
人

Ｎ
Ｐ
Ｏ「
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

　

こ
の
法
人
は
地
域
住
民

と
行
政
に
対
し
て
取
材
活

動
を
行
い
、
報
道
に
よ
っ

て
市
民
の
公
共
参
加
を
推

進
し
、
地
域
内
の
メ
デ
ィ
ア

事
業
を
行
っ
て
、
市
民
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
向
上

さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。
地
域
情
報
紙
「
市

民
プ
レ
ス
」
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
市
民

フ
ォ
ー
ラ
ム
が
編
集
・
発
行

し
、
無
料
で
配
布
し
ま
す
。

( ４)市民プレス　２００４年０７月発行（隔月刊）

□　

本
紙
は
暮
ら
し
や
す

い
地
域
を
創
る
た
め
に
、

市
民
の
方
々
の
取
材
を
通

し
て
皆
様
と
共
に
考
え
ま

す
。

□　

ま
た
市
民
が
行
政
と

情
報
を
共
有
す
る
こ
と
を

求
め
ま
す
。

　
　
　

＊　

＊　

＊

◇　

読
者
の
「
オ
ピ
ニ
オ

ン(

意
見
／
考
え)

」
を
募

集
し
ま
す
。

℡　

０
９
０
‐
３
０
４
８

‐
５
５
０
２

編
集　

原
宛
に
ど
う
ぞ

タテのかぎ
1   　　海水浴場解禁日
2　　　パスネットは多くの私鉄で使えます
3　　　中に含まれています
4　　　X・○○・Z
5　　　鼻カタルともいいます
7　　　一年の納めの会
10　　手が届かない○○○の花
11　　思っても見なかった
13　　相手を紹介されて一緒になる○○○結婚
16　　←→味方

ヨコのかぎ
1　　人気者です
4　　お茶の心は、○○と寂
6　　海水浴場でお世話になります
8　　クレオパトラは絶世の○○○
9   　和歌・発表・批評
12　 たまごの白身じゃない部分
14　 海辺
15　 この夏のオリンピックの開催地
17　 ○○○晩成
18　 蚊にはやはり蚊取り線香が良く効きます

　朝霞市岡３丁目の埼玉県史跡、柊塚（ひいらぎづか）古墳は、朝霞市によって整備され ､公園としてオープンした。

黒目川と新河岸川との合流点に近く、崖の上に築かれた古墳は、六世紀はじめに造られたと推定されている豪族の墓地

で、何度かの発掘調査が行われたことを除けば、ひたすら静かに眠っていた。このたび指定されたことをきっかけに、

古墳一帯が公開され、だれでもが立ち入って歴史を偲ぶ公共の広場に衣換えした ｡あわせて台地の崖線上から、眼前に

開ける低地の眺望を楽しむことができる。

　開園・９時～６時（10 ～３月は５時）　

　問合わせは朝霞市生涯学習課文化財係、℡０４８‐４６３‐２９２７

　

　朝霞市根岸台２丁目の旧高橋家住宅は、民家としては稀な重要文化財に指定され、目下整備の途上にある。ようやく

毎月第一月曜日、定期的に内部が公開されることになり、掛け替えの無い文化財を目のあたりにすることができるよう

になった。

　この一帯はかつて武蔵野台地が海に落ち込むところで、貴重な景観をいまに残し、あたり一帯を史跡として保存した

い地域である。

　問合わせは生涯学習課文化財係、℡０４８‐４６３‐２９２７

　修復は未だ完了していないが、旧高橋家の畑の一部、住宅の隣りに、４階建ての建設を告知する掲示板が立てられた。

市民センター、町内会館、児童館を含む複合施設で、すでに近隣説明、設計、予算措置も進んでいるという。

歴史的な地域は、文化財の建物だけではなく、これを取り巻く景観をも失いたくない。

　問合わせは市民生活課、℡０４８‐４６３‐１１１１内線２２５７

■
夏
の
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
パ
ズ
ル
□

　自分の誕生日はいつ、自分の性格を 12 の星座に託して
語り合う。外国人との会話で自分を紹介するときなど、軽
い会話からスタートするのは、上手な付き合い方です。
その人が星座に興味をもつとき、
　When is your birthday?  誕生日はいつですか。につづ
いて
　What is your sign ?  何座ですか。という問い掛けから
会話がはじまります。

　Horoscope（占星天宮）には 12sign（12 の星座）があ
ります。いわゆる zodiac には 12 宮があります。Zodiac 
の語源はギリシャ語で、黄道十二宮にはそれぞれ動物がい
ます。誕生日はいつ、何座と聞かれたら、つぎの 12 のサ
インと zodiac のシンボルから、答えます。

誕生日と星座を楽しむ

※
解
答
は
３
面
に
あ
り
ま
す
。

柊塚古墳歴史広場オープン

重要文化財
旧高橋家住宅はいま

お詫びと訂正：前号の記事の中で三芳町民俗資料館を
｢民族資料館 ｣と表記しました ｡
誤りを謹んで訂正させて戴きます ｡

古典の「手習子」を踊る奈菜実さん、
さいたま市文化センターで

懐かしい火の見　
竹間沢の三芳町民俗資料館にて

地域を報道する番組の取材、
志木市本町大通りで
　　　NHK首都圏ネットワーク

本紙は、各市の市民会館、図書館、市民センターなどの公共機関の、
フリーペーパーのコーナーで配布していますが、直接購読を希望さ
れる場合、送料を御負担されれば、郵送致します。郵送先を記入の
上、１部当たり送付のための切手（90 円）×部数を同封の上、本
紙１面右上の編集人までお送りください。

直接送付の御案内

①

②

①

②

ウォッチング


