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首
都
圏
は
日
本
の
行
政
、
経
済
活
動
な
ど
の
中
枢
を
占
め
る
。

東
京
都
は
そ
の
核
を
な
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
京
浜
地
区
を
加

え
、
さ
ら
に
近
接
す
る
千
葉
、
埼
玉
が
担
う
副
都
心
の
機
能
が
加
え

ら
れ
て
、
首
都
圏
内
の
活
動
は
活
発
に
な
っ
て
ゆ
く
。

圏
内
の
交
通
網
は
地
下
鉄
の
敷
設
、
高
速
鉄
道
網
、
高
速
道
路
の

建
設
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
、
住
宅
は
高
層
化
に
向
か
っ
て
、
居
住
環
境

は
激
し
い
変
化
を
遂
げ
て
い
る
。
ビ
ル
は
空
を
覆
い
、
景
観
は
劇
的
な

変
貌
を
遂
げ
て
ゆ
く
。

し
か
し
足
下
の
地
面
を
踏
み
締
め
、
ビ
ル
や
家
屋
が
建
つ
土
地
に
想

い
を
馳
せ
て
み
よ
う
。

い
ま
の
東
京
を
中
心
と
す
る
首
都
圏
は
、
広
大
な
武
蔵
野
台
地
の

上
に
載
っ
て
い
て
、
こ
の
扇
形
の
台
地
は
、
元
は
と
言
え
ば
秩
父
山
塊

の
麓
、
都
下
青
梅
市
付
近
に
発
し
、
多
摩
川
、
入
間
川
な
ど
の
河
川

が
運
ん
だ
土
砂
、
土
地
の
隆
起
、
火
山
灰
の
堆
積
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
。

こ
の
大
地
は
、
青
梅
か
ら
わ
ず
か
に
百
㍍
の
高
度
差
で
東
京
湾
の
方
向

に
広
が
っ
て
い
る
。

5
〜
6
千
年
前
に
は
、
東
京
湾
が
深
く
入
り
込
み
（「
縄
文
海
進
」、

本
紙
20
号
）、台
地
の
裾
を
洗
っ
て
い
た
。そ
の
崖
線
は
埼
玉
県
の
西
北
、

川
越
市
域
か
ら
和
光
市
を
経
て
、
丁
度
J
R
京
浜
、
山
の
手
線
が
走

る
王
子
、
日
暮
里
、
上
野
を
通
り
、
さ
ら
に
南
下
し
て
品
川
、
大
森

に
ま
で
延
び
て
い
る
。
各
地
で
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
埋
蔵
文
化
財
の「
貝

塚
」
は
明
ら
か
な
海
進
の
証
拠
だ
。

古
く
か
ら
の
地
誌
を
蘇
ら
せ
る
と
き
、
い
ま
躍
動
し
つ
つ
あ
る
現
代

の
首
都
圏
の
大
地
は
、
共
通
の
武
蔵
野
台
地
の
上
に
所
在
す
る
こ
と

が
読
者
の
方
々
に
納
得
し
て
戴
け
る
も
の
と
思
う
。

い
ま
こ
こ
で
暮
ら
す
人
々
の
祖
先
は
、
何
万
年
も
の
前
の
こ
と
、
悠

久
の
石
器
時
代
、
弥
生
地
代
か
ら
居
住
し
、
集
落
を
つ
く
り
、

と
き
に
は
戦
い
に
ま
み
れ
な
が
ら
、
地
域
に
暮
ら
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文

化
を
築
い
て
き
た
。
江
戸
時
代
に
繁
栄
し
た
東
京
の
下
町
か
ら
、
明
治

以
後
に
は
山
の
手
に
居
住
地
域
が
拡
大
さ
れ
、
地
方
か
ら
移
り
住
む

人
々
も
急
増
し
た
。
人
々
の
住
ま
い
は
、
戦
後
さ
ら
に
放
射
状
に
ベ
ッ

ト
タ
ウ
ン
へ
と
延
び
、
拡
大
し
た
通
勤
圏
が
生
ま
れ
た
。
最
近
に
な
っ

て
外
国
か
ら
も
多
く
の
人
々
が
移
り
住
み
、多
く
の
外
国
人
を
交
え
て
、

国
際
化
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。

悠
久
の
台
地
の
上
に
構
築
さ
れ
、
い
ま
躍
進
を
続
け
る
首
都
圏
で

暮
ら
す
人
々
は
、
古
さ
と
新
し
さ
が
激
し
く
ぶ
つ
か
り
あ
う
地
域
で
、

ま
た
と
な
い
時
、
夢
を
抱
い
て
、
自
ら
の
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
生
活
を

目
指
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

年
頭
に
当
っ
て

首都圏の
動脈を
空から

CREATIV
E BO

O
K

「
首
都
圏
人
」

第
一
号
発
売
御
案
内

詩
人
・
細
田
千
虎
氏
描
く

彩湖を渡る外環 -和光市から戸田市に向かう-

関越新座料金所

「
N
P
O
市
民
フ
ォ
ー
ラ

ム
」
は
、
こ
の
た
び
首
都
圏

に
住
む
人
々
の
ク
リ
エ
イ
テ
ィ

ブ
・
ラ
イ
フ
を
支
援
す
る
た
め

の CREATIVE BO
O
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発
刊
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。
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書
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御
高
覧
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戴
き
た
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謹
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申
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上
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ま
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。
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280年程前に建築された県内最古、最大規模の民家と推測されている
（和光市の文化財として指定され、市内下新倉に移築、復元工事中）
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家

首
都
圏
で
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
暮
ら
し
を

エ
ン
ジ
ョ
イ
し
よ
う
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溝
沼
と
い
う
地
名
か

ら
何
を
連
想
す
る

だ
ろ
う
か
。
溝
と
い
い
沼

と
い
い
、
低
湿
地
を
思
い

お
こ
さ
せ
る
。
地
名
の
起

源
も
、
か
つ
て
沼
地
が
広

が
り
、
北
方
へ
排
水
溝
を

通
し
た
こ
と
に
由
来
す
る

と
い
う
。

現
在
の
溝
沼
を
歩
い
て

も
、
じ
め
じ
め
し
た
湿
地

と
い
う
感
じ
は
ま
っ
た
く

な
い
。
し
か
し
、
大
ざ
っ

ぱ
に
地
形
を
な
が
め
る

と
、
中
央
部
を
南
西
か
ら

北
東
に
向
か
っ
て
目
黒
川

が
流
れ
、
川
の
両
側
に
広

が
る
沖
積
低
地
を
は
さ
ん

で
左
岸
と
右
岸
に
は
、
と

も
に
台
地
が
帯
の
よ
う
に

つ
ら
な
っ
て
い
る
。

川
の
左
岸
・
右
岸
は
、

下
流
に
向
か
っ
て
左
側
が

左
岸
、
右
側
が
右
岸
で
あ

る
。
だ
か
ら
溝
沼
か
ら
見

て
泉
水
や
東
弁
財
が
左

岸
、
本
町
や
岡
が
右
岸
と

な
る
。

こ
の
地
形
を
確
認
す
る

た
め
、
例
え
ば
朝
霞
市
市

役
所
通
り
と
城
山
通
り
が

ク
ロ
ス
す
る
本
町
一
丁
目

の
交
差
点
か
ら
溝
沼
め
ぐ

り
を
は
じ
め
て
み
よ
う
。

　

こ
の
交
差
点
は
溝
沼

一
丁
目
一
番
地
に
も
接
し

て
い
る
。
そ
こ
か
ら
塩
味

病
院
に
向
か
っ
て
歩
く
。

こ
の
道
は
、
右
岸
の
台
地

上
に
あ
る
城
山
通
り
か
ら

下
り
る
坂
道
だ
。
地
図
で

み
る
と
、
ほ
ぼ
直
角
に
川

に
向
か
っ
て
い
く
感
じ
だ
。

案
内
版
に
よ
る
と
、
こ
こ

を
金
子
坂
と
い
う
。
江
戸

時
代
に
溝
沼
村
の
名
主
金

子
彦
兵
衛
が
切
り
通
し
た

坂
道
だ
と
い
う
。
朝
霞
で

は
、
寺
社
の
歴
史
や
由
来

を
紹
介
す
る
案
内
版
は
ほ

と
ん
ど
見
か
け
な
い
が
、

坂
の
名
の
由
来
を
示
す
案

内
版
は
よ
く
見
か
け
る
。

こ
れ
も
一
つ
の
特
色
と
い

え
ば
言
え
る
。

金
子
坂
を

下
り
る
と
、

し
ば
ら
く
は

低
地
だ
。
少

し
横
道
に
は

い
っ
て
塩
味

醤
油
醸
造
に

向
か
う
。
こ

こ
に
は
、
江

戸
末
期
の
白

壁
土
蔵
、
明

治
時
代
の
木

造
平
屋
建
て
倉
庫
、
大
正

時
代
の
木
造
一
部
二
階
建

て
の
住
宅
兼
店
舗
、
平
成

四
（
一
九
九
二
）
年
に
建

て
替
え
ら
れ
た
醸
造
工
場

な
ど
が
あ
る
。

創
業
は
幕
末
の
慶
応

元
（
一
八
六
五
）
年
と
し

て
い
る
が
、
本
当
は
も
っ

と
古
く
か
ら
あ
っ
た
可
能

性
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の

商
標
は
「
ヤ
マ
ヤ
ナ
ギ
」。

醤
油
醸
造
は
昭
和
二
十
九

（
一
九
五
四
）
年
に
先
代

が
亡
く
な
っ
た
あ
と
も
そ

の
夫
人
・
里り

き起
さ
ん
（
現

当
主
の
母
堂
）
に
よ
っ
て

引
き
継
が
れ
た
が
、
昭
和

六
十
（
一
九
八
五
）
年
に

は
時
代
の
変
化
と
体
調
不

良
の
た
め
休
業
を
や
む
な

く
さ
れ
た
。

し
か
し
、
現
当
主
・
塩

味
正
雄
氏
は
病
院
を
経
営

す
る
か
た
わ
ら
、
平
成
に

は
い
っ
て
か
ら
醤
油
醸
造

を
再
開
し
た
。
国
内
産
丸

大
豆
、
小
麦
、
麹こ
う
じ
な
ど

吟
味
し
た
原
料
だ
け
を
使

い
、
そ
れ
ら
を
昔
な
が
ら

の
杉
の
木
の
樽
に
仕
込
ん

で
つ
く
り
あ
げ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
添
加
物
、
保
存
料

な
ど
は
使
用
し
て
い
な
い
。 

明
治
時
代
の
倉
庫
は
、

現
在
「
醤
油
資
料
館
」
と

し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
。

醤
油
漉こ

し
、
醤
油

詰
、
麹
蓋
、
ど
れ

も
素
朴
な
も
の
だ
。

店
員
が
着
た
の
だ

ろ
う
か
、
ヤ
マ
ヤ

ナ
ギ
の
商
標
が
は

い
っ
た
半は
ん
て
ん纏

も
あ

り
、
こ
じ
ん
ま
り

と
し
て
は
い
る
が
、

ど
こ
か
懐
か
し
い

感
じ
が
す
る
。

ち
ょ
っ
と
気
に
な
る
の

は
、明
治
十
三
（
一
八
八
〇
）

年
に
参
謀
本
部
が
調
査
し

た
「
偵
察
録
」
に
、
溝
沼

村
に
は
醤
油
生
産
の
記
録

が
な
い
こ
と
だ
。
な
に
か

の
事
情
で
醤
油
醸
造
が
中

断
し
た
時
期
が
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。

道
を
少
し
も
ど
っ
て
泉
蔵

寺
に
向
か
う
。こ
こ
ら
か
ら
、

ま
た
緩
や
か
な
下
り
坂
に
な

り
、
黒
目
川
に
向
か
っ
て
さ

ら
に
土
地
が
低
く
な
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

泉
蔵
寺
は
、
も
と
も
と

は
対
岸
の
台
地
上
、
現

在
の
泉
水
三
丁
目
の
地
に

あ
っ
た
と
言
わ
れ
、
室
町

時
代
の
初
期
に
は
寺
院
経

営
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た

よ
う
だ
。
そ
れ
が
、
江
戸

時
代
の
十
八
世
紀
初
頭
に

現
在
地
に
移
っ
て
き
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
発
掘

調
査
の
結
果
、
全
面
に
わ

た
る
土
の
焼
痕
、
火
葬
墓

と
思
わ
れ
る
土
壙
（
墓
穴
）

四
十
五
基
、
ほ
か
に
古
瓦

片
、
金
銅
製
仏
具
片
な
ど

が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
地

に
は
、
泉
蔵
寺
が
移
転
し

て
く
る
以
前
、
亡
骸
を
仮

に
お
さ
め
て
喪
に
服
す
、

喪
屋
が
あ
っ
た
ら
し
い
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
施

設
が
火
災
に
あ
っ
て
消
失

し
、
そ
の
あ
と
対
岸
の

八
〇
〇
㍍
ほ
ど
離
れ
た
泉

水
山
の
上
か
ら
寺
が
移
っ

て
き
た
。
も
と
の
寺
名
は

泉
通
院
と
い
っ
た
が
、そ
の

「
泉
」
と
本
尊
で
あ
る
延

命
地
蔵
菩
薩
の
「
蔵
」
を

と
っ
て
泉
蔵
院
と
名
づ
け

た
と
い
う
。こ
こ
に
正
徳
四

（
一
七
一
四
）
年
の
銘
の
あ

る
銅
鐘
が
あ
り
、
市
指
定

の
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
に
さ
い

し
て
は
、
他
の
寺
院
の
鐘

と
同
様
に
金
属
類
の
供
出

の
対
象
と
さ
れ
、
朝
霞
駅

ま
で
運
ば
れ
た
が
、
貴
重

な
も
の
だ
と
の
こ
と
で
戻

さ
れ
た
と
い
う
。

寺
が
山
か
ら
下
り
て
来

る
に
つ
い
て
は
、
黒
目
川

の
治
水
の
状
態
が
よ
く

な
っ
た
の
で
、
布
教
の
便

の
よ
い
低
地
に
進
出
を
は

か
っ
た
、
と
い
う
面
も
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

泉
蔵
寺
の
裏
に
で
る

と
黒
目
川
は
す
ぐ
そ
こ

だ
。
川
に
か
か
る
泉
橋
を

渡
り
黒
目
通
り
を
横
切

る
と
、
そ
こ
か
ら
す
ぐ
に

上
り
坂
と
な
る
。
黒
目

川
右
岸
の
低
地
は
わ
り
と

広
い
が
、
左
岸
の
低
地
は

狭
い
。
坂
の
途
中
か
ら
進

路
を
北
に
変
え
て
進
む
と

本
田
技
研
朝
霞
研
究
所

に
出
る
。
こ
の
辺
り
一
帯

は
泉
水
山
・
富
士
谷
遺

跡
と
呼
ば
れ
る
地
域
と
も

重
な
る
。
黒
目
川
左
岸
の

標
高
十
〜
二
十
六
㍍
の
台

地
か
ら
低
地
に
下
り
る
急

斜
面
に
位
置
す
る
。
か
つ

て
は
泉
水
山
・
下
ノ
原
遺

跡
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、

平
成
四
（
一
九
九
二
）
年
の

遺
跡
名
称
の
整
理
・
統
合

に
よ
り
現
名
称
に
変
更
が

な
さ
れ
た
。

こ
の
泉
水
山
・
富
士
谷

遺
跡
は
、
旧
石
器
時
代
、

縄
文
時
代
早
期
・
前
期
・

中
期
・
後
期
、
弥
生
時
代

後
期
〜
古
墳
時
代
初
頭
、

平
安
時
代
、
中
世
、
近
世

の
遺
跡
・
遺
構
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。
こ
と
に
、
黒

曜
石
で
つ
く
ら
れ
た
ナ
イ

フ
形
石
器
な
ど
、
旧
石
器

群
の
質
と
量
の
豊
か
さ
に

お
い
て
は
近
隣
で
は
群
を

抜
い
て
い
る
。
す
ぐ
下
に

水
場
の
あ
る
台
地
は
生
活

に
便
利
で
あ
る
た
め
、
早

く
か
ら
人
が
住
み
つ
い
た

と
こ
ろ
が
多
い
が
、
こ
こ

は
そ
の
典
型
的
な
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。

溝
沼
を
一
応
横
断
し
た

の
で
、
今
度
は
塩
味
病
院

の
下
、
金
子
坂
の
下
に
も

ど
っ
て
、
右
岸
の
台
地
下

の
縁
を
北
に
向
か
っ
て
歩

い
て
み
る
。
塩
味
病
院
の

す
ぐ
北
隣
は
「
滝
の
根
公

園
」
で
あ
る
。
こ
こ
は
、

朝
霞
駅
方
面
か
ら
つ
づ
く

根
岸
台
地
の
縁
に
あ
た
る

と
こ
ろ
で
、
水
が
湧
き
出

て
い
る
。
木
が
こ
ん
も
り

と
繁
っ
た
小
さ
な
山
が
あ

り
、
親
水
公
園
と
し
て
整

備
さ
れ
て
い
る
。
根
岸
台

地
が
低
地
と
接
す
る
縁
の

部
分
に
は
現
在
で
も
湧
水

地
が
多
い
が
、
滝
の
根
公

園
も
そ
の
代
表
的
な
も
の

で
あ
る
。

こ
の
台
地
の
公
園
の
下

に
つ
な
が
る
低
地
が
古
く

か
ら
の
溝
沼
の
中
心
地
域

で
あ
り
、
そ
の
先
に
黒
目

川
が
流
れ
て
い
る
と
い
う

構
造
だ
。

滝
の
根
公
園
か
ら
北

方
向
に
氷
川
神
社
に
向
か

う
。
氷
川
神
社
の
主
祭
神

と
い
え
ば
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ

ト
に
決
ま
っ
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
が
、
こ
こ
の
主

祭
神
は
妃
の
ク
シ
ナ
ダ
ヒ

メ
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
オ
も

ま
つ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ

の
他
の
七
祭
神
の
一
つ
と
し

て
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

も
と
は
地じ
る
い類
神
社
と
よ
ば

れ
て
い
た
が
、
明
治
四
十
一

（
一
九
〇
八
）
年
に
地
域

の
神
社
の
統
合
が
お
こ
な

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と

き
、
新
し
い
神
社
の
名
は
、

埼
玉
・
東
京
に
多
い
氷
川

神
社
と
し
た
ほ
う
が
通
り

が
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
で
こ
の
よ
う
に

変
え
ら
れ
た
も
の
と
い
う
。

こ
の
地
に
地
類
神
社
が

お
か
れ
た
の
は
、寛
文
年
間

（
一
六
六
一
〜
一
六
七
三
）

の
頃
と
い
う
。
村
人
が
こ

の
地
で
偶
然
に
地
類
権
現

と
彫
り
付
け
た
石
を
見
つ

け
た
の
で
、
こ
の
地
を
支

川
と
台
地
の
街

台
地
の
上
の
古
い
遺
跡

歴
史
の
あ
る

醤
油
醸
造

黒
目
川
べ
り
の
泉
蔵
寺

溝
沼
の
守
り
神
氷
川
神
社

湧
水
の
あ
る「
滝
の
根
公
園
」

醤
油
資
料
館
と
土
蔵

今年はじまった
近代化遺産の日（10月 10日）
そっくり保存されている塩味醤油の帳場

滝
の
根
公
園
の
池

̶

川
と
湧
水
と
獅
子
舞
の
ま
ち̶

安
斎　

達
雄

溝み
ぞ
ぬ
ま沼

を
歩
く

その 24

塩
味
里
起
さ
ん
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配
し
て
い
た
中
山
氏
が
社

を
た
て
よ
う
と
し
た
と
こ

ろ
、
そ
こ
は
古
く
か
ら
稲

荷
山
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

お
そ
ら
く
社
地
の
跡
だ
ろ

う
と
考
え
、
石
を
ま
つ
っ

て
地
類
神
社
を
建
て
た
と

い
う
。「
地
類
」
と
は
土

地
の
守
り
神
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。
つ
い
で
な
が

ら
、
溝
沼
六
丁
目
内
の
や

や
東
北
部
は
か
つ
て
「
古

屋
敷
」
と
呼
ば
れ
、
江
戸

時
代
の
前
半
期
に
中
山
氏

の
屋
敷
が
あ
っ
た
と
こ
ろ

と
い
う
。

地
類
神
社
に
つ
い
て
は
、

こ
ん
な
話
も
あ
る
。
こ
の

地
を
支
配
し
て
い
た
中
山

氏
の
娘
て
る
姫
が
、
下
働

き
の
男
と
恋
を
し
身
ご

も
っ
た
。
怒
っ
た
中
山
氏

は
男
を
打
ち
首
に
し
た
。

悲
し
ん
だ
姫
は
近
く
の
池

に
身
を
投
げ
て
死
ん
だ
の

で
、
供
養
の
た
め
そ
の
池

か
ら
石
を
拾
っ
て
地
類
神

社
を
建
て
た
と
い
う
。

氷
川
神
社
の
南
西
方
向

近
く
に
光
善
寺
が
あ
る
。

墓
を
中
心
と
し
た
寺
で
、

江
戸
中
期
以
降
は
泉
蔵
寺

の
兼
務
寺
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
中
世
の
も
の
と

思
わ
れ
る
阿
弥
陀
如
来
が

あ
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
の

辺
り
一
帯
が
か
つ
て
「
大
屋

敷
」
と
い
う
字
名
で
呼
ば

れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

中
世
か
ら
開
け
て
い
た
と

の
伝
承
が
あ
る
。
今
で
も

辺
り
に
は
旧
家
が
多
い
。

そ
の
旧
家
の
一
つ
金
子

家
か
ら
出
発
す
る
「
溝
沼

獅
子
舞
」
は
、
四
〇
〇
年

以
上
の
歴
史
を
持
つ
祭
礼

で
あ
る
。
家
内
安
全
・
厄

病
除
け
を
願
う
こ
と
か
ら

は
じ
ま
っ
た
も
の
で
、
大

獅
子
、
中
獅
子
、
女
獅
子

の
三
頭
か
ら
な
る
舞
で
あ

る
。
穏
や
か
に
く
ら
し
て

い
た
三
頭
だ
が
、
大
獅
子

と
中
獅
子
が
女
獅
子
を
め

ぐ
っ
て
格
闘
と
な
り
、
中

獅
子
が
負
け
て
引
き
下

が
っ
て
再
び
平
和
に
な
る

と
い
う
想
定
と
い
う
。
現

在
は
、
四
月
と
十
月
の
第

一
日
曜
日
に
獅
子
舞
が
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
。

小
さ
な
神
社
が
氷
川

神
社
に
統
合
さ
れ
る
以

前
、
獅
子
舞
は
十
二
か
所

も
の
寺
社
を
ま
わ
っ
た
と

い
う
が
、
現
在
で
は
主
要

な
三
つ
の
寺
社
で
あ
る
光

善
寺
、
泉
蔵
寺
、
氷
川

神
社
を
、
毎
回
順
路
を

変
え
て
ま
わ
る
と
い
う
。

今
は
い
く
つ
も
の
村
が
集

ま
っ
て
町
や
市
に
な
っ
た

が
、
も
と
も
と
村
は
ま
と

ま
っ
た
独
自
の
世
界
を
つ

く
り
上
げ
て
い
た
。

溝
沼
の
獅
子
舞
は
、
住

民
た
ち
の
安
全
と
幸
福
を

祈
願
し
つ
つ
、
生
活
を
と

も
に
し
て
い
た
地
域
の
過

去
と
現
在
を
確
認
し
な
が

ら
巡
っ
て
い
る
よ
う
に
思

え
る
。

溝
沼
を
巡
る
獅
子

金子家の庭先で -古式の舞 -

溝
沼
の
獅
子

（
朝
霞
市
指
定
民
俗
文
化
財
）

私
た
ち
が
住
む
武
蔵
野

台
地
は
、
東
京
都
青

梅
市
の
方
向
か
ら
、
狭
山
丘

陵
を
越
え
て
扇
形
に
広
が
っ

て
い
て
、
緩
や
か
に
下
り
つ
つ

低
地
に
移
る
。
か
つ
て
秩
父

山
地
か
ら
流
れ
出
て
い
た
川

に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
砂
礫
が

現
在
の
台
地
を
つ
く
っ
た（
台

地
の
地
誌
に
つ
い
て
は
、
本

紙
20
号
を
参
照
）。

　
お
よ
そ
2
0
0
万
年
な
い

し
50
万
年
前
の
海
岸
線
は
、

現
在
の
海
抜
1
8
0
㍍
付
近

に
あ
っ
て
、
青
梅
を
要
と
し

て
扇
状
地
を
つ
く
り
、
沖
合

に
あ
っ
た
い
ま
の
昭
島
に
は
、

ア
キ
シ
マ
ク
ジ
ラ
が
生
息
し
て

い
た
。

　

そ
の
後
海
岸
線
は
次
第

に
東
に
後
退
し
、
お
よ
そ

12
・
3
万
年
前
に
な
る
と
、

現
在
海
抜
50
㍍
付
近
に
あ
る

吉
祥
寺
、
善
福
寺
、
東
久

留
米
を
結
ぶ
線
ま
で
退
い
て
、

加
治
丘
陵
や
草
花
丘
陵
が
姿

を
見
せ
た
。

　

2
万
年
前
に
は
、
海
抜
が

い
ま
よ
り
1
0
0
㍍
も
低
く

な
っ
て
海
岸
線
は
さ
ら
に
沖

合
に
あ
り
、
東
京
湾
は
陸
地

と
な
っ
た
。
地
盤
の
隆
起
と

当
時
の
箱
根
山
や
富
士
山
の

火
山
活
動
に
よ
る
大
量
の
火

山
灰
が
降
り
注
ぎ
、
こ
の
火

山
灰
は
風
化
し
て
関
東
ロ
ー

ム
（
赤
土
）
と
な
っ
た
。
そ
し

て
川
の
流
れ
と
地
盤
の
隆
起

に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
河
岸

段
丘
を
被
っ
て

い
っ
た
。

　

し
か
し

6
0
0
0
年
前

の「
縄
文
海
進
」

に
よ
っ
て
海
岸

線
は
再
び
北
上

し
、
川
越
付

近
ま
で
海
が
入

り
込
ん
で
い
っ
た

（「
奥
東
京
湾
」

と
呼
ば
れ
る
）。

い
ま
の
新
河
岸

川
、
隅
田
川
沿

い
に
残
さ
れ
た

多
く
の
貝
塚
は

明
ら
か
な
そ
の
証
拠
に
な
っ
て

い
る
。

　
さ
て
北
朝
霞
か
ら
J
R
武

蔵
野
線
に
乗
車
、
西
国
分
寺

で
中
央
線
に
乗
換
え
、
立
川

で
も
う
一
度
青
梅
線
に
乗
換

え
る
と
、
快
速
で
あ
れ
ば
立

川
か
ら
30
分
あ
ま
り
で
J
R

青
梅
駅
に
着
く（
写
真
❶
）。

　

駅
の
出
口
を
数
十
㍍
進
む

と
青
梅
街
道
に
突
き
当
た

り
、
右
折
し
て
商
店
街
を
往

く
。
右
手
は
山
並
み
、
左
手

は
下
っ
て
多
摩
川
に
降
り
る
。

こ
の
地
形
が
つ
く
り
出
す
景

観
は
青
梅
な
ら
で
は
の
も
の
、

し
か
も
落
着
い
た
家
並
み
、

歴
史
を
偲
ば
せ
る
店
構
え
が

残
さ
れ
て
い
る
。

　

右
側
に
都
指
定
有
形
民

俗
文
化
財
の
旧
稲
葉
家
住

宅
が
あ
る
（
❷
）。
繁
栄
し

た
青
梅
宿
で
材
木
問
屋
を
営

み
、
ま
た
青
梅
縞
の
仲
買
い

を
営
ん
だ
豪
商
で
、
蔵
造
り

の
店
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
手
前
左
側
の
「
柳
屋

家
（
❸
）」
は
貴
重
な
建
造
物

を
も
つ
旧
家
だ
が
、
い
ま
も
変

わ
ら
ず
座
売
り
で
お
茶
と
お

米
を
販
売
し
て
い
て
盛
業
中
。

さ
ら
に
街
道
は
「
森
下
陣
屋

跡
」
に
突
き
当
た
り
、
カ
ー

ブ
し
て
奥
多
摩
に
向
か
う
。

　

少
し
手
前
に
も
ど
っ
て
坂

を
下
る
と
「
金
剛
寺
」
の
山

門
が
見
え
て
く
る
。
寛
永
年

間
以
前
に
建
て
ら
れ
た
と
推

定
さ
れ
、
都
の
有
形
文
化
財

に
指
定
さ
れ
た
。
境
内
に
あ

る
梅
の
老
木
は
、
秋
に
な
っ

て
も
青
々
と
し
た
実
は
落
ち

な
い
の
で
、
青
梅
と
い
う
地

名
の
由
来
に
な
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
。
都
指
定
の
天
然
記

念
物
。

　

こ
こ
か
ら
多
摩
川
べ
り
に

下
り
、
川
辺
に
佇
む
「
青
梅

市
郷
土
博
物
館
」
を
訪
ね
る

こ
と
に
し
よ
う
。

　

金
剛
寺
前
の
道
を
下
り
、

突
き
当
た
っ
て
左
折
、
し
ば

ら
く
行
く
と
多
摩
川
を
渡
る

万
年
橋
の
大
通
り
に
出
る
。

こ
れ
を
右
折
し
て
下
り
、
バ

ス
停
「
大お
お
や
な柳
」（
青
梅
駅
か

ら
都
バ
ス
吉
野
行
き
に
乗
車

し
て
も
よ
い
）
で
今
度
は
左

折
、
小
道
は
市
営
プ
ー
ル
の

傍
を
通
っ
て
柳
淵
橋
を
渡
り
、

右
の
崖
線
に
沿
っ
て
進
む
と

目
指
す
博
物
館
に
着
く
。

　

手
前
に
は
、重
要
文
化
財
の

「
旧
宮
崎
家
（
❹
）」
が
移

築
さ
れ
て
い
る
。
一
帯
は
「
釜

の
淵
公
園
」
と
し
て
整
備
さ

れ
、
家
族
、
グ
ル
ー
プ
の
行

楽
に
絶
好
な
環
境
を
提
供
し

て
い
る
。

　

こ
の
市
営
の
博
物
館
は
、

由
緒
あ
る
青
梅
の
史
跡
と
文

化
財
に
関
連
す
る
多
く
の
資

料
を
集
め
て
展
示
し
、
ま
た

市
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
も

機
能
す
る
類
い
稀
な
立
地
を

も
っ
て
い
る
。

　

目
の
前
に
か
け
ら
れ
て
い

る
吊
り
橋
「
鮎
美
橋
（
❺
）」

を
渡
り
、
大
き
く
は
な
い
が
、

「
青
梅
駅
」
へ
の
道
標
を
た

ど
り
つ
つ
新
青
梅
街
道
を
渡

り
、
急
な
坂
の
小
道
を
行
く

と
、
J
R
青
梅
駅
に
戻
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

余
裕
が
あ
れ
ば
、
あ
ら
か

じ
め
情
報
を
集
め
て
お
き
、

山
歩
き
の
用
意
を
し
て
、
無

尽
蔵
と
も
言
え
る
文
化
財
を

訪
ね
た
い
。
歴
史
を
振
り
返

り
つ
つ
、
あ
わ
せ
て
武
蔵
野
台

地
の
要
に
当
た
る
地
誌
と
類

い
稀
な
景
観
を
楽
し
み
た
い
。

青
梅
を
歩
く

❹　
移
築
さ
れ
た
旧
宮
崎
家

❶　
J
R
青
梅
駅
前

❷　
旧
稲
葉
家

❸　
柳
屋
家
の
店
頭
で

❺　
「
鮎
美
橋
」
の
上
か
ら

多
摩
川
の
上
流
を
眺
め
る
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新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ

イ
ル
ス
が
発
生
す
る

懸
念
が
世
界
的
に
広
が
っ
て
い

る
。
ア
ジ
ア
で
の
流
行
は
収
ま

る
気
配
は
な
く
、
最
近
中
国

で
は
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
感

染
が
確
認
さ
れ
た
。

新
型
イ
ン
フ
ル
エン
ザ
は
鳥
の

ウ
イ
ル
ス
が
、
人
や
豚
の
体
内

で
混
ざ
り
合
っ
て
人
か
ら
人
へ

の
感
染
力
を
獲
得
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。

通
常
の
イ
ン
フ
ル
エン
ザ
の
対

策
は
、
ワ
ク
チ
ン
の
予
防
接
種

だ
が
、
新
型
ウ
イ
ル
ス
が
発
生

す
る
前
に
開
発
す
る
こ
と
は
事

実
上
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
発

生
し
て
す
ぐ
ワ
ク
チ
ン
製
造
に
か

か
っ
て
も
、
少
な
く
て
も
半
年

か
か
る
。

い
ま
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、

抗
ウ
イ
ル
ス
薬
の
タ
ミ
フ
ル

（
一
般
名
リ
ン
酸
オ
セ
ル
タ
ミ
ビ

ル
）
は
、
ウ
イ
ル
ス
表
面
の
た

ん
ぱ
く
質
に
作
用
し
、
細
胞

内
で
増
殖
し
た
ウ
イ
ル
ス
が
外

に
出
る
こ
と
を
妨
げ
る
。
発

症
後
48
時
間
以
内
に
服
用
を

始
め
れ
ば
、
体
内
の
ウ
イ
ル
ス

の
増
殖
を
抑
え
、
症
状
の
緩

和
が
期
待
さ
れ
る
。そ
こ
で「
タ

ミ
フ
ル
」
を
備
蓄
す
る
こ
と
は

官
民
の
緊
急
の
課
題
に
な
っ
て

い
る
。

し
か
し
タ
ミ
フ
ル
を
服
用

し
た
中
学
生
が
異
常
行
動
の

あ
と
死
亡
し
た
事
例
が
あ
り
、

そ
の
副
作
用
が
心
配
さ
れ
て
お

り
、
日
本
人
は
タ
ミ
フ
ル
を
使

い
過
ぎ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス

の
感
染
を
防
御
す
る
た
め
に
、

自
分
を
自
分
で
守
る
た
め
に
、

「
免
疫
」に
注
目
す
る
こ
と
に

し
よ
う
。

ウ
イ
ル
ス
は
い
ろ
い
ろ
な
経

路
で
我
々
の
身
体
に
入
り
込
ん

で
く
る
。
消
化
器
か
ら
侵
入

し
た
ウ
イ
ル
ス
は
、
胃
腸
ま
で

運
ば
れ
る
と
、
ほ
ん
ど
の
場

合
、
胃
酸
で
死
滅
す
る
が
、
一

旦
細
胞
の
中
に
入
っ
て
し
ま
う

と
、
増
殖
を
は
じ
め
、
細
胞

が
死
ぬ
ま
で
、
猛
烈
な
勢
い
で

増
殖
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
も
と
も
と
ウ
イ

ル
ス
は
生
体
に
と
って
は
異
物
な

の
で
、
こ
れ
を
異
物
と
し
て
認

識
し
、
排
除
す
る
生
体
の
防
御

が
は
た
ら
く
。
生
体
は
「
免
疫
」

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
備
え
て
い
る
。

免
疫
の
機
構
は
複
雑
だ
が
、
そ

の
流
れ
を
追
っ
て
み
よ
う
。
ま

ず
働
く
の
は
「
自
然
免
疫
」
だ
。

そ
の
種
類
に
関
係
な
く
、

ウ
イ
ル
ス
を
異
物
と
み
な
し
て

攻
撃
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
自

然
免
疫
と
呼
ん
で
い
る
。
実

際
に
は
か
な
り
複
雑
な
も
の
だ

が
、
重
要
な
役
割
を
担
う
の
は

「
マ
ク
ロ
フ
ァ
ー
ジ
」、
そ
し
て

ナ
チ
ュ
ラ
ル
・
キ
ラ
ー
細
胞
、

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
、
発
熱
の

四
つ
が
あ
る
。

マ
ク
ロ
フ
ァ
ー
ジ
は
大
食
細

胞
と
も
呼
ば
れ
、
食
欲
が
旺

盛
な
細
胞
で
、
身
体
に
侵
入
し

た
異
物
は
見
さ
か
い
な
く
飲
み

込
む
。
そ
の
細
胞
の
内
部
に
含

ま
れ
て
い
る
種
々
の
消
化
酵
素

に
よ
っ
て
消
化
し
、
分
解
す
る
。

ウ
イ
ル
ス
は
も
ち
ろ
ん
異
物
な

の
で
、
体
内
で
は
す
ぐ
マ
ク
ロ

フ
ァ
ー
ジ
に
捕
ら
え
ら
れ
て
不

活
性
化
さ
れ
る
。
ま
た
顆
粒

菌
、
特
に
好
中
球
が
ウ
イ
ル
ス

を
食
べ
、
分
解
し
て
し
ま
う
。

ナ
チ
ュ
ラ
ル
・
キ
ラ
ー
細
胞

は
リ
ン
パ
球
の
一
種
だ
が
、
ウ

イ
ル
ス
の
種
類
に
は
あ
ま
り
関

係
な
く
、
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し

た
細
胞
に
結
合
し
て
破
壊
す

る
作
用
を
も
っ
て
お
り
、
ウ
イ

ル
ス
に
感
染
し
て
か
ら
、
一
、二

日
後
に
は
働
き
は
じ
め
る
。

ま
た
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た

細
胞
で
は
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ

ン
と
呼
ば
れ
る
た
ん
ぱ
く
質

が
作
ら
れ
て
細
胞
の
外
に
放

出
さ
れ
る
。
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ

ン
は
正
常
な
細
胞
に
作
用
し

て
、
ウ
イ
ル
ス
に
対
す
る
抵
抗

性
を
与
え
る
働
き
を
持
っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
ウ
イ
ル
ス
は
拡

が
る
こ
と
が
押
さ
え
ら
れ
る
。

発
熱
は
多
く
の
ウ
イ
ル
ス

感
染
で
見
ら
れ
る
症
状
だ
が
、

発
熱
は
一
方
で
は
免
疫
反
応
を

強
め
る
作
用
を
も
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
四
つ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

が
自
然
免
疫
の
主
な
も
の
だ

が
、
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
か

ら
一
日
か
ら
二
日
後
と
い
う
早

い
時
期
か
ら
働
き
は
じ
め
る
の

で
、
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
感
染
の

初
期
の
重
要
な
防
御
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
と
言
え
る
。
し
か
し
、
防

御
の
メ
カ
の
主
役
は
実
は
「
獲

得
免
疫
」
な
の
だ
。

ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
数
日

た
つ
と
、
本
格
的
な
免
疫
反
応

が
働
き
は
じ
め
る
。

マ
ク
ロ
フ
ァ
ー
ジ
は
ウ
イ
ル

ス
の
侵
入
の
信
号
を
ヘ
ル
パ
ー

指
令
細
胞
で
あ
る
ヘ
ル
パ
ー

T
細
胞
に
送
り
、
ウ
イ
ル
ス

と
戦
わ
せ
る
。
高
熱
が
出
て

咳
も
激
し
く
な
っ
て
い
る
と
き

が
こ
の
状
態
だ
が
、
一
方
で
ウ

イ
ル
ス
に
対
抗
す
る
抗
体
を

B
細
胞
に
指
示
し
て
生
産
さ

せ
、
抗
体
に
よ
っ
て
ウ
イ
ル
ス

を
撃
破
す
る
。
こ
の
戦
い
で

ウ
イ
ル
ス
に
勝
て
ば
治
癒
に
向

か
っ
て
ゆ
く
。

そ
れ
と
同
時
に
T
細
胞
、

B
細
胞
は
こ
の
ウ
イ
ル
ス
の
情

報
を
記
憶
し
、
再
侵
入
し
て
き

た
と
き
に
備
え
る
。
一
度
感
染

し
た
ら
免
疫
記
憶
が
残
っ
て
、

同
じ
ウ
イ
ル
ス
に
は
再
び
感
染

し
難
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。

病
気
を
克
服
し
た
人
に
は

強
い
免
疫
が
残
り
、
同
じ
ウ
イ

ル
ス
に
は
二
度
と
か
か
ら
な
く

な
る
が
、
環
境
の
変
化
や
ス
ト

レ
ス
、
食
生
活
に
よ
っ
て
現
代

人
の
免
疫
力
は
低
下
す
る
。

一
方
ウ
イ
ル
ス
は
強
い
免
疫

が
で
き
る
前
に
、
咳
な
ど
と
一

緒
に
放
出
さ
れ
、
そ
れ
を
ほ
か

の
人
が
吸
い
込
む
と
感
染
す
る

の
で
、
存
続
を
図
る
こ
と
に
な

る
。
ウ
イ
ル
ス
は
免
疫
を
回
避

す
る
変
異
の
戦
略
を
も
持
っ
て

お
り
、
決
し
て
侮
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

ウ
イ
ル
ス
の
話
は
ま
だ
つ
づ

き
ま
す
。

ウ
イ
ル
ス
を
排
除
す
る

免
疫
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

自
然
免
疫
と
は
・
・
・
・

獲
得
免
疫
と
は
・
・
・
・

志
木
第
九
の
会
は

12
月
23
日
、
第
11
回

定
期
演
奏
会
を
志
木
市
民
会

館
で
開
い
た
。
2
時
間
に
及

ぶ
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
作
曲
、

オ
ラ
ト
リ
オ
「
エ
リ
ア
」
の

演
奏
は
満
場
の
聴
衆
を
魅
了

し
た
。

美
し
い
旋
律
に
満
ち
た
名

曲
は
、
音
楽
監
督
・
三
澤
洋

史
、
管
弦
楽
・
東
京
ニ
ュ
ー

シ
テ
ィ
管
弦
楽
団
、
8
名
の

独
唱
者
、
志
木
第
九
の
会
合

唱
団
の
大
編
成
に
よ
っ
て
演

奏
さ
れ
た
。

「
エ
リ
ア
」
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で

「
エ
ホ
バ
は
神
な
り
」
の
意
、

旧
約
聖
書
に
出
て
く
る
預
言

者
と
し
て
、
エ
ホ
バ
信
仰
を
守

る
た
め
に
、
宗
教
闘
争
に
立

ち
上
が
っ
た
。

「
志
木
第
九
の
会
」
は

1
9
9
1
年
、
志
木
市
市

制
施
行
20
周
年
記
念
の
第
九

演
奏
会
終
了
後
、
参
加
者
有

志
を
母
体
と
し
て
結
成
さ
れ

た
。
指
揮
者
と
し
て
招
聘
さ

れ
た
三
澤
洋
史
氏
は
そ
れ
以

来
引
き
続
い
て
音
楽
監
督
と

し
て
、
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
交
響

曲
第
九
、
ハ
イ
ド
ン
の
オ
ラ
ト

リ
オ
「
天
地
創
造
」、「
四
季
」、

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト「
レ
ク
イ
エ
ム
」、

「
戴
冠
ミ
サ
」、「
ミ
サ
曲
」、

ヘ
ン
デ
ル
の
オ
ラ
ト
リ
オ
「
メ

サ
イ
ア
」
の
指
揮
を
取
ら
れ

た
。
一
昨
年
は
安
藤
常
光
氏

に
よ
る
フ
ォ
ー
レ
「
レ
ク
イ
エ

ム
」
が
演
奏
さ
れ
、
志
木
第

九
の
会
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

文
化
の
向
上
、
地
域
社
会
へ

の
貢
献
の
た
め
の
活
動
を
続

け
て
い
る
。

今
回
の
「
エ
リ
ア
」
の
演

奏
会
は
、
志
木
市
、
同
教
育

委
員
会
、（
株
）
メ
デ
ィ
ア
ッ

テ
ィ
東
上
な
ど
の
後
援
に

よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
が
、
志

木
第
九
の
会
の
持
つ
大
き
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
地
域
の
活

性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
期

待
し
た
い
。

左
写
真
は
音
楽
監
督
・
指
揮
者

の
三
澤
洋
史
氏

ベ
ル
リ
ン
芸
術
大
学
指
揮
科
を

首
席
で
卒
業
、「
バ
イ
ロ
イ
ト
音
楽

祭
」
祝
典
合
唱
団
の
指
揮
ス
タ
ッ
フ

を
経
て
、
2
0
0
1
年
新
国
立
劇

場
合
唱
団
の
指
揮
者
に
就
任
、
音

楽
ヘ
ッ
ド
コ
ー
チ
を
兼
任
し
、
同
劇

場
で
重
要
な
責
任
を
担
っ
て
い
る
。

声
楽
を
伴
う
様
々
な
音
楽
に
精

通
し
、
言
葉
と
音
楽
の
接
点
を
追

求
し
て
い
る
方
で
あ
る
。

演
奏
の
前
の
最
終
的
な
打
ち
合

わ
せ
を
す
る
の
は「
志
木
第
九
の
会
」

を
牽
引
し
て
き
た
事
務
局
長
の

岡
嶋
さ
ん
。

事
務
局
へ
の
お
問
い
合
わ
せ
は

T
E
L

・F
A
X

0
4
8
（
4
7
3
）
6
3
6
8
へ
。

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
付
し
ま
す
。

　
　
　
＊　
＊　
＊

◇　

読
者
の「
オ
ピ
ニ
オ
ン（
意

見
／
考
え
）」を
募
集
し
ま
す
。

T
E
L

0
9
0
（
3
0
4
8
）

5
5
0
2

編
集
部　

原
宛
に
ど
う
ぞ

2
年
を
懸
け
て
大
曲
に
取
り
組
ん
だ

「
志
木
第
九
の
会
」
の
快
挙

三澤氏（左）と岡嶋さん（右）


