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令和４年３月１日

　二
月
四
日
は
二
十
四
節
気
に
お
け
る

立
春
。
前
日
三
日
は
節
分
で
、
本
来
の

壬
寅
年
が
始
ま
る
前
に
、
門
や
玄
関
に

鬼
除
け
の
柊
鰯
（
ヒ
イ
ラ
ギ
の
枝
に
鰯

の
頭
を
刺
す
）
を
飾
り
、
福
豆
（
炒
っ
た

大
豆
を
升
に
入
れ
神
棚
に
供
え
た
も

の
）
を
ま
き
、
鬼
（
病
気
や
災
害
）
を
追

い
払
っ
て
新
年
を
迎
え
る
重
要
な
意
味

が
あ
る
。
コ
ロ
ナ
も
一
気
に
追
い
払
っ
て

春
を
迎
え
た
い
。

　「
数
年
ぶ
り
に
帰
省
」
を
よ
く
耳
に

し
た
年
末
年
始
。
一
月
の
第
二
週
末
頃

か
ら
見
事
に
全
国
的
に
爆
発
的
に
感
染

者
が
増
大
。
当
県
も
通
称
「
ま
ん
防
」

が
適
用
さ
れ
る
ほ
ど
感
染
者
が
出
た
。

前
が
見
え
な
い
現
状
の
中
、
大
切
な
人

た
ち
と
会
え
な
い
も
ど
か
し
さ
は
募
る
一

方
だ
。

　今
年
の
テ
ー
マ
は
、
本
来
の
自
分
が

持
つ
役
割
を
意
識
す
る
こ
と
。
人
そ
れ

ぞ
れ
担
う
も
の
は
違
え
ど
も
、
必
ず
誰

に
で
も
、
生
ま
れ
て
き
た
あ
な
た
に
し
か

で
き
な
い
役
割
が
あ
る
。
そ
れ
を
探
す

の
が
人
生
。

　制
限
が
多
い
中
だ
か
ら
こ
そ
、
何
が

で
き
る
か
可
能
性
は
無
限
大
と
と
ら
え

よ
う
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
話
し
合
い
、
心
が

一
つ
に
ま
と
ま
れ
ば
新
た
な
芽
が
出
る
！

さ
あ
！
希
望
満
タ
ン
の
春
で
す
よ
！！

あ　な　ん⑴　令和４年３月１日

み
ず
の
え

い
わ
し

遊  

歩  

道

「春の足音（フクジュソウ）」
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３
年
度 

成
人
式

松
澤
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梨
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　本
日
の
成
人
式
を
執
り
行
う
に
あ

た
り
、
町
長
様
を
は
じ
め
、
来
賓
の

皆
様
、
恩
師
の
先
生
方
に
は
公
私
と

も
ご
多
用
の
と
こ
ろ
ご
臨
席
を
賜
り
、

私
た
ち
の
新
た
な
一
歩
を
お
祝
い
く

だ
さ
り
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

拡
大
で
延
期
と
な
っ
て
い
た
成
人
式

で
す
が
、
本
日
、
こ
の
よ
う
に
式
典

を
挙
行
で
き
ま
す
こ
と
に
、
新
成
人

を
代
表
し
て
心
よ
り
感
謝
と
お
礼
を

申
し
上
げ
ま
す
。

　私
た
ち
の
中
に
は
、
既
に
実
社
会

入
り
し
て
働
い
て
い
る
者
、
勉
学
に

励
ん
で
い
る
者
な
ど
が
い
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
置
か
れ
た
状
況
の
違
い
は
あ

れ
、
一
人
ひ
と
り
が
自
身
の
将
来
に

向
か
っ
て
ひ
た
む
き
に
前
進
す
る
所

存
で
す
。

　今
日
こ
れ
ま
で
の
人
生
で
お
互
い

に
競
い
合
い
、
励
ま
し
あ
い
、
苦
楽

を
共
に
し
て
き
た
こ
の
仲
間
た
ち
と
、

こ
う
し
て
成
人
式
を
迎
え
る
こ
と
が

　新
成
人
に
お
願
い
し
た
ア
ン
ケ
ー

ト
の
結
果
を
掲
載
し
ま
す
。

　現
在
阿
南
町
に
住
ん
で
い
る
人
の

割
合
は
28
％
と
な
り
、
例
年
と
大
き

く
変
わ
ら
な
い
結
果
と
な
り
ま
し
た

（
過
去
５
回
平
均
25
・
5
％
）。
ま

た
、
将
来
阿
南
町
に
住
み
た
い
で
す

か
。
と
い
う
質
問
の
回
答
は
59
％
が

「
住
み
た
い
」
と
回
答
し
、
例
年
と

大
き
く
変
わ
ら
な
い
結
果
と
な
り
ま

し
た
（
過
去
５
回
平
均
52
・
8
％
）。

　住
み
た
い
と
い
う
人
に
意
見
を
聞

く
と
「
地
元
が
好
き
」
が
約
半
分
と

最
も
多
く
、
次
い
で
「
自
然
が
豊

か
」
が
約
４
分
の
１
と
な
り
ま
し
た
。

　住
み
た
く
な
い
と
い
う
人
に
意
見

を
聞
く
と
「
働
き
た
い
場
所
が
な

い
」
が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
阿
南

町
以
外
で
や
り
た
い
こ
と
が
あ
る
」

と
い
う
意
見
が
多
く
、
こ
の
２
つ
の

意
見
が
過
半
数
を
占
め
て
い
ま
し
た
。

　結
果
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

地元が好き
46％

その他 8％ 働きたい職場がある
5％

自然が豊か
23％

阿南町内
28％

長野県内
15％

長野県外
57％

阿南町以外で
やりたい事がある21％

給料が少ない
13％

人が少ない
4％

働きたい
職場が無い
33％

遊べる場所がない
17％

お店が少ない
12％

阿南町の人が好き 15％

子ども育成支援が
充実している3％

あなたは、現在どこに住んでいますか

阿南町に住みたい理由は何ですか

住みたい
59％

住みたくない
41％

あなたは将来、阿南町に住みたいですか

阿南町に住みたくない理由は何ですか

和
合
地
区

新
野
地
区

で
き
、
大
変
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
こ
の
仲
間
た
ち
と
切
磋

琢
磨
し
な
が
ら
成
長
し
、
阿
南
町
、

や
が
て
は
日
本
の
未
来
を
背
負
う
世

代
と
し
て
、
あ
と
に
続
く
世
代
の
見

本
と
な
る
よ
う
な
社
会
人
を
目
指
し

て
い
き
ま
す
。

　今
日
、
私
た
ち
が
、
こ
う
し
て
成

人
式
を
迎
え
ら
れ
る
の
は
、
私
た
ち

を
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
家
族
、
導
い

て
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
、
そ
れ
に
地

域
の
方
々
、
共
に
歩
ん
で
き
た
仲
間

た
ち
の
お
か
げ
で
す
。

　今
後
は
こ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
決

し
て
忘
れ
ず
、
成
人
と
し
て
自
覚
・

決
意
を
持
ち
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
に

て
、
悔
い
の
な
い
よ
う
精
一
杯
、
自

分
た
ち
の
信
じ
た
道
を
歩
ん
で
い
く

こ
と
を
誓
い
、
成
人
を
代
表
し
て
の

あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

令
和
３
年
度
成
人
式
　

  

成
人
者
ア
ン
ケ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
調
査
結
果

実
行
委
員
長

　
　あ
い
さ
つ

村
山

　将
志 

さ
ん
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あ　な　ん令和４年３月１日 ⑷

　昭
和
６
年
の
満
州
事
変
後
か
ら
昭
和

20
年
の
太
平
洋
戦
争
敗
戦
ま
で
の
期
間

に
国
策
と
し
て
推
進
さ
れ
、
満
州
、
内
蒙

古
、
華
北
へ
の
移
民
の
総
称
を
満
蒙
開
拓

団
と
い
い
ま
す
。

　当
時
の
日
本
政
府
は
世
界
恐
慌
の
あ

お
り
を
受
け
て
深
刻
な
経
済
不
況
に
陥
っ

て
い
ま
し
た
。
農
村
経
済
を
支
え
て
い
た

養
蚕
業
は
特
に
大
打
撃
を
受
け
て
農
家

は
借
金
を
負
い
、
村
や
町
と
い
っ
た
自
治

体
も
負
債
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。

　満
蒙
開
拓
団
は
内
地
に
あ
る
農
村
民

を
中
国
大
陸
へ
移
民
と
し
て
送
り
開
拓

す
る
こ
と
で
農
民
を
救
済
す
る
と
唱
え
る

人
た
ち
と
駐
屯
兵
移
民
に
よ
る
満
州
国

の
維
持
を
考
え
る
関
東
軍
に
よ
っ
て
発
案

さ
れ
、
昭
和
11
年
ま
で
の
５
年
間
を
試
験

的
移
民
期
と
し
て
毎
年
平
均
し
て
３
千

人
程
を
移
民
と
し
て
送
り
ま
し
た
。
そ
の

後
、
日
本
政
府
は
国
の
７
大
事
業
の
一
つ

と
し
て
本
格
的
に
移
民
を
開
始
し
ま
し

た
。
昭
和
12
年
か
ら
の
５
年
間
で
は
年
間

平
均
３
万
５
千
人
が
移
民
と
し
て
中
国

大
陸
へ
行
き
ま
し
た
。

　日
中
戦
争
が
激
化
し
、
内
地
の
農
村

労
働
者
が
不
足
す
る
よ
う
に
な
る
と
移

民
希
望
者
が
激
減
し
ま
し
た
が
、
国
策
と

し
て
の
計
画
は
変
更
さ
れ
ず
、
予
定
し
て

い
た
人
数
が
減
少
す
る
こ
と
も
続
出
し
ま

し
た
。

　太
平
洋
戦
争
末
期
の
戦
局
の
悪
化
に

よ
り
開
拓
団
か
ら
の
招
集
も
増
え
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
昭
和
20
年
８
月
に
ソ

連
軍
が
満
州
に
侵
攻
す
る
と
関
東
軍
は

開
拓
移
民
を
置
き
去
り
に
し
て
逃
亡
し

ま
し
た
。
当
時
の
開
拓
団
員
の
実
数
は
22

万
３
千
人
で
そ
の
大
半
が
老
人
、
女
性
、

子
ど
も
で
し
た
。
男
性
が
少
な
い
開
拓
移

民
は
逃
避
行
と
難
民
生
活
の
間
に
８
万

人
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
満
蒙

開
拓
に
送
り
込
ま
れ
た
総
数
27
万
人
の

う
ち
、
長
野
県
出
身
者
は
３
万
４
千
人
で

最
も
多
く
、
全
体
の
12
％
を
占
め
て
い
ま

し
た
。

　大
下
條
村
は
全
国
屈
指
の
山
間
地
で

あ
り
、
耕
地
面
積
は
零
細
の
た
め
多
く
の

人
を
満
州
開
拓
へ
送
っ
て
い
ま
し
た
。

　昭
和
20
年
、
終
戦
に
よ
り
復
員
軍
人
、

満
州
か
ら
の
引
揚
者
な
ど
の
多
く
の
人
が

村
に
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
村
に
と
っ
て
は

こ
れ
ら
の
人
々
を
ど
う
す
る
か
が
大
き
な

課
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　こ
の
年
、
政
府
が
戦
争
引
揚
者
の
就
業

対
策
と
食
糧
増
産
を
目
標
と
し
た
「
緊

急
開
拓
政
策
」
を
発
表
し
ま
し
た
。
こ
の

一
環
と
し
て
富
士
西
麓
の
開
拓
が
開
始
さ

れ
ま
し
た
。

　大
下
條
村
長
の
佐
々
木
忠
綱
氏
は
い

ち
早
く
開
拓
計
画
を
村
の
事
業
と
し
て

進
め
る
こ
と
を
決
め
、
愛
知
県
や
静
岡
県

な
ど
の
候
補
地
を
見
て
回
り
、
西
富
士
地

域
を
大
下
條
村
の
「
分
村
的
開
拓
地
」
と

し
て
決
め
、
入
植
者
を
募
る
と
、
即
座
に

百
数
十
人
が
集
ま
り
ま
し
た
。
準
備
を

進
め
、
昭
和
21
年
１
月
31
日
と
２
月
末

日
の
２
回
に
渡
り
、
１
３
０
人
余
り
を
送

り
出
し
ま
し
た
。

　開
拓
初
期
は
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
る

人
材
が
不
足
し
て
い
た
た
め
、
統
率
が
取

れ
ず
立
ち
行
か
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
時
に
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
の
が
、

当
時
大
下
條
村
の
助
役
と
し
て
送
出
責

任
者
で
あ
っ
た
伊
藤
義
実
氏
で
し
た
。
義

実
氏
は
、
食
糧
問
題
の
改
善
や
続
出
し
た

栄
養
失
調
者
の
栄
養
状
態
の
回
復
な
ど

活
躍
さ
れ
ま
し
た
。

　大
下
條
村
で
も
家
族
会
が
結
成
さ
れ

て
い
て
、
資
金
や
物
資
の
補
給
を
行
っ
た

り
、
激
励
慰
問
を
行
う
な
ど
の
支
援
活
動

が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　は
じ
め
は
野
菜
を
中
心
と
し
て
い
た
西

富
士
開
拓
団
で
す
が
、
昭
和
21
年
に
乳

牛
１
頭
を
譲
り
受
け
、
乳
牛
の
飼
育
研

修
を
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
、

徐
々
に
酪
農
が
推
奨
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

昭
和
24
年
に
は
有
畜
経
営
が
推
奨
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　昭
和
29
年
に
集
酪
政
策
の
指
定
を
受

け
た
時
に
は
、
２
６
０
頭
ほ
ど
の
外
国
産

の
乳
牛
の
導
入
に
成
功
し
、
経
営
方
針
を

酪
農
に
転
換
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

朝
霧
高
原
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
現
在
の
朝
霧
高
原
は
酪
農
と
観
光

が
大
き
な
産
業
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　今
回
は
、
西
富
士
開
拓
団
の
時
代

背
景
と
開
拓
初
期
の
様
子
を
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　次
回
か
ら
は
、
実
際
に
開
拓
さ
れ

た
方
の
お
話
や
、
そ
の
ご
家
族
が
聞

い
た
話
な
ど
を
掲
載
し
て
い
き
ま
す
。

　連
載
に
あ
た
っ
て

　公
民
館
報
で
は
、
生
涯
学
習
の
一

環
と
し
て
前
回
ま
で
故
熊
谷
秋
穂
氏

の
大
陸
流
転
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
し
た
が
、
今
後
は
郷
土

の
歴
史
に
つ
い
て
掲
載
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　今
回
か
ら
大
下
條
村（
現
阿
南
町
）

の
政
策
と
し
て
行
わ
れ
た
西
富
士
開

拓
団
に
つ
い
て
の
記
事
を
掲
載
し
て

い
き
ま
す
。

　戦
後
76
年
が
経
ち
、
平
和
な
社
会

が
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
も
平

和
が
続
く
よ
う
活
動
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　第
１
回
は
西
富
士
開
拓
の
背
景
に

つ
い
て
掲
載
し
ま
す
。

は
じ
め
て
の
開
拓
団

西
富
士
開
拓
団
の
設
立

西
富
士
の
あ
ゆ
み
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・あなたが今やっていることについて教えてください。

　建設会社で道の舗装の仕事をしていま
す。厳しい天候の時でもやるし、体力も
いるし、体調管理には気をつけています。
　田舎ではますます必要になる仕事なの
で、技術を向上させ、資格も取っていき
たいと考えています。

・これからやりたいことは何ですか。 

　アウトドアが好きなので、キャンプに
行きたいです。高校の頃やっていた弓道
も続けられたらと思います。
　和合の念仏踊り
や町の行事にこれ
からも積極的に参
加して、地元の手
助けができる人に
なりたいと思って
います。

和合　寺村

　稲垣　 拓也 さん
いながき たく や

　ある日公民館編集委員の方が我が家に来られ、「あ
なたの趣味・自慢の原稿をお願いできますか」との依頼
を受けました。齢70にもなり趣味の話は恥ずかしいよう
な気がしますが、人生70年で趣味、道楽、コレクション
は多岐にわたっています（自慢）。他人の趣味自慢を聞
いても興味のない人にはつまらないものと思いますので、
自分がこの趣味のおかげで多くの貴重な友人ができた
話を書こうと思います。
　十数年前、両親が高齢になり介護のため新野に帰っ
てきました。以前より趣味のラジコンを新野で楽しんで
いるグループがあり仲間に入れていただきました。ここ
でまず仲間ができ、ラジコンでも飛行機・ヘリコプター・
ドローンいろいろあります。自分はどちらかというと飛
行機が好きで、新野の飛行場では少し狭いので距離で
約100キロ離れた場所にある公園に行き、飛行機を飛
ばしていました。またここでも多くの友人ができ、趣味
のおかげで多くの友人ができたのが自分の自慢です。

新野

ペンネーム 齢70の新野のじじい さん

私たちの趣味・自慢！

　私
の
夢
は
、
ま
ん
が
家
に
な
っ
て
絵
を
か

く
こ
と
で
す
。

　私
は
、
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
絵
を
か
く
こ
と

が
大
好
き
で
す
。
今
も
ほ
と
ん
ど
毎
日
か
い

て
い
ま
す
。
そ
れ
に
、
ま
ん
が
も
大
好
き
で

す
。
読
ん
で
い
る
と
な
ん
だ
か
そ
の
場
面
に

合
っ
た
気
持
ち
に
な
れ
る
か
ら
楽
し
い
で
す
。

好
き
な
ま
ん
が
は
、
何
度
読
ん
で
も
あ
き
ま

せ
ん
。
そ
う
い
う
気
に
入
っ
た
ま
ん
が
の
絵

は
、
特
に
「
い
い
な
ぁ
」
と
思
っ
て
か
い
て

い
ま
す
。

　私
は
、
い
つ
か
読
ん
だ
人
が
楽
し
く
な
っ

て
、
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う

な
ま
ん
が
を
か
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の

た
め
に
、
し
っ
か
り
努
力
を
し
て
い
き
た
い

で
す
。
私
の
夢
、
が
ん
ば
っ
て
か
な
え
た
い

で
す
。

私 

の 

夢
富
草
小
学
校 

６
年
生

勝
野

　結
夢
さ
ん

ゆ

　め

若い衆若い衆
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　昭
和
６
年
の
満
州
事
変
後
か
ら
昭
和

20
年
の
太
平
洋
戦
争
敗
戦
ま
で
の
期
間

に
国
策
と
し
て
推
進
さ
れ
、
満
州
、
内
蒙

古
、
華
北
へ
の
移
民
の
総
称
を
満
蒙
開
拓

団
と
い
い
ま
す
。

　当
時
の
日
本
政
府
は
世
界
恐
慌
の
あ

お
り
を
受
け
て
深
刻
な
経
済
不
況
に
陥
っ

て
い
ま
し
た
。
農
村
経
済
を
支
え
て
い
た

養
蚕
業
は
特
に
大
打
撃
を
受
け
て
農
家

は
借
金
を
負
い
、
村
や
町
と
い
っ
た
自
治

体
も
負
債
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。

　満
蒙
開
拓
団
は
内
地
に
あ
る
農
村
民

を
中
国
大
陸
へ
移
民
と
し
て
送
り
開
拓

す
る
こ
と
で
農
民
を
救
済
す
る
と
唱
え
る

人
た
ち
と
駐
屯
兵
移
民
に
よ
る
満
州
国

の
維
持
を
考
え
る
関
東
軍
に
よ
っ
て
発
案

さ
れ
、
昭
和
11
年
ま
で
の
５
年
間
を
試
験

的
移
民
期
と
し
て
毎
年
平
均
し
て
３
千

人
程
を
移
民
と
し
て
送
り
ま
し
た
。
そ
の

後
、
日
本
政
府
は
国
の
７
大
事
業
の
一
つ

と
し
て
本
格
的
に
移
民
を
開
始
し
ま
し

た
。
昭
和
12
年
か
ら
の
５
年
間
で
は
年
間

平
均
３
万
５
千
人
が
移
民
と
し
て
中
国

大
陸
へ
行
き
ま
し
た
。

　日
中
戦
争
が
激
化
し
、
内
地
の
農
村

労
働
者
が
不
足
す
る
よ
う
に
な
る
と
移

民
希
望
者
が
激
減
し
ま
し
た
が
、
国
策
と

し
て
の
計
画
は
変
更
さ
れ
ず
、
予
定
し
て

い
た
人
数
が
減
少
す
る
こ
と
も
続
出
し
ま

し
た
。

　太
平
洋
戦
争
末
期
の
戦
局
の
悪
化
に

よ
り
開
拓
団
か
ら
の
招
集
も
増
え
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
昭
和
20
年
８
月
に
ソ

連
軍
が
満
州
に
侵
攻
す
る
と
関
東
軍
は

開
拓
移
民
を
置
き
去
り
に
し
て
逃
亡
し

ま
し
た
。
当
時
の
開
拓
団
員
の
実
数
は
22

万
３
千
人
で
そ
の
大
半
が
老
人
、
女
性
、

子
ど
も
で
し
た
。
男
性
が
少
な
い
開
拓
移

民
は
逃
避
行
と
難
民
生
活
の
間
に
８
万

人
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
満
蒙

開
拓
に
送
り
込
ま
れ
た
総
数
27
万
人
の

う
ち
、
長
野
県
出
身
者
は
３
万
４
千
人
で

最
も
多
く
、
全
体
の
12
％
を
占
め
て
い
ま

し
た
。

　大
下
條
村
は
全
国
屈
指
の
山
間
地
で

あ
り
、
耕
地
面
積
は
零
細
の
た
め
多
く
の

人
を
満
州
開
拓
へ
送
っ
て
い
ま
し
た
。

　昭
和
20
年
、
終
戦
に
よ
り
復
員
軍
人
、

満
州
か
ら
の
引
揚
者
な
ど
の
多
く
の
人
が

村
に
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
村
に
と
っ
て
は

こ
れ
ら
の
人
々
を
ど
う
す
る
か
が
大
き
な

課
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　こ
の
年
、
政
府
が
戦
争
引
揚
者
の
就
業

対
策
と
食
糧
増
産
を
目
標
と
し
た
「
緊

急
開
拓
政
策
」
を
発
表
し
ま
し
た
。
こ
の

一
環
と
し
て
富
士
西
麓
の
開
拓
が
開
始
さ

れ
ま
し
た
。

　大
下
條
村
長
の
佐
々
木
忠
綱
氏
は
い

ち
早
く
開
拓
計
画
を
村
の
事
業
と
し
て

進
め
る
こ
と
を
決
め
、
愛
知
県
や
静
岡
県

な
ど
の
候
補
地
を
見
て
回
り
、
西
富
士
地

域
を
大
下
條
村
の
「
分
村
的
開
拓
地
」
と

し
て
決
め
、
入
植
者
を
募
る
と
、
即
座
に

百
数
十
人
が
集
ま
り
ま
し
た
。
準
備
を

進
め
、
昭
和
21
年
１
月
31
日
と
２
月
末

日
の
２
回
に
渡
り
、
１
３
０
人
余
り
を
送

り
出
し
ま
し
た
。

　開
拓
初
期
は
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
る

人
材
が
不
足
し
て
い
た
た
め
、
統
率
が
取

れ
ず
立
ち
行
か
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
時
に
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
の
が
、

当
時
大
下
條
村
の
助
役
と
し
て
送
出
責

任
者
で
あ
っ
た
伊
藤
義
実
氏
で
し
た
。
義

実
氏
は
、
食
糧
問
題
の
改
善
や
続
出
し
た

栄
養
失
調
者
の
栄
養
状
態
の
回
復
な
ど

活
躍
さ
れ
ま
し
た
。

　大
下
條
村
で
も
家
族
会
が
結
成
さ
れ

て
い
て
、
資
金
や
物
資
の
補
給
を
行
っ
た

り
、
激
励
慰
問
を
行
う
な
ど
の
支
援
活
動

が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　は
じ
め
は
野
菜
を
中
心
と
し
て
い
た
西

富
士
開
拓
団
で
す
が
、
昭
和
21
年
に
乳

牛
１
頭
を
譲
り
受
け
、
乳
牛
の
飼
育
研

修
を
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
、

徐
々
に
酪
農
が
推
奨
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

昭
和
24
年
に
は
有
畜
経
営
が
推
奨
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　昭
和
29
年
に
集
酪
政
策
の
指
定
を
受

け
た
時
に
は
、
２
６
０
頭
ほ
ど
の
外
国
産

の
乳
牛
の
導
入
に
成
功
し
、
経
営
方
針
を

酪
農
に
転
換
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

朝
霧
高
原
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
現
在
の
朝
霧
高
原
は
酪
農
と
観
光

が
大
き
な
産
業
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　今
回
は
、
西
富
士
開
拓
団
の
時
代

背
景
と
開
拓
初
期
の
様
子
を
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　次
回
か
ら
は
、
実
際
に
開
拓
さ
れ

た
方
の
お
話
や
、
そ
の
ご
家
族
が
聞

い
た
話
な
ど
を
掲
載
し
て
い
き
ま
す
。

　連
載
に
あ
た
っ
て

　公
民
館
報
で
は
、
生
涯
学
習
の
一

環
と
し
て
前
回
ま
で
故
熊
谷
秋
穂
氏

の
大
陸
流
転
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
し
た
が
、
今
後
は
郷
土

の
歴
史
に
つ
い
て
掲
載
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　今
回
か
ら
大
下
條
村（
現
阿
南
町
）

の
政
策
と
し
て
行
わ
れ
た
西
富
士
開

拓
団
に
つ
い
て
の
記
事
を
掲
載
し
て

い
き
ま
す
。

　戦
後
76
年
が
経
ち
、
平
和
な
社
会

が
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
も
平

和
が
続
く
よ
う
活
動
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　第
１
回
は
西
富
士
開
拓
の
背
景
に

つ
い
て
掲
載
し
ま
す
。

は
じ
め
て
の
開
拓
団

西
富
士
開
拓
団
の
設
立

西
富
士
の
あ
ゆ
み
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　こ
の
供
養
塔
は
阿
南
町
東
條
、
曹
洞
宗

正
法
寺
山
門
手
前
の
石
段
の
脇
に
建
て
ら

れ
て
い
る
。

　碑
高
一
二
〇
㎝
、
基
壇
を
含
め
る
と
、
総

高
一
九
〇
㎝
の
整
っ
た
重
厚
感
の
あ
る
石

碑
で
あ
る
。

　新
四
国
霊
場
の
本
家
は
、
勿
論
、
お
遍
路

で
知
ら
れ
る
四
国
霊
場
で
、
弘
法
大
師（
空

海
）に
ゆ
か
り
の
あ
る
八
十
八
カ
寺
を
い
う
。

　こ
の
寺
々
を
め
ぐ
る
巡
礼
を
一
般
に
お

遍
路
と
言
い
、早
く
か
ら
信
仰
の
対
象
と
さ

れ
て
き
た
。

　大
師
信
仰
が
民
間
で
盛
ん
に
な
る
の
は

江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
交
通
不
便
の
時
代
、
信
仰
熱
が
高

ま
り
、
お
遍
路
に
あ
こ
が
れ
て
も
、
海
を
渡

っ
て
、
四
国
の
霊
場
を
め
ぐ
る
こ
と
は
、
至

難
な
こ
と
だ
っ
た
。

　そ
の
た
め
、
江
戸
末
期
頃
か
ら
、
全
国
各

地
に
四
国
霊
場
を
模
し
た
、大
小
さ
ま
ざ
ま

な
新
四
国
霊
場
巡
拝
コ
ー
ス
が
出
現
す
る

よ
う
に
な
る
。身
近
に
あ
る
巡
拝
コ
ー
ス
を

め
ぐ
る
こ
と
で
、四
国
霊
場
を
お
遍
路
し
た

と
同
じ
ご
利
益
が
得
ら
れ
る
と
信
じ
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

　こ
の
石
碑
は
、こ
う
し
た
時
代
背
景
の
中

で
、
建
立
さ
れ
た
。「
新
四
国
啓
建
供
養
塔
」

の「
啓
建
」と
は
、
曹
洞
宗
用
語
で「
法
会
を

始
め
る
」
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
る
。つ
ま

り
、こ
の
塔
は
新
四
国
供
養
の「
始
ま
り
」を

意
味
す
る
供
養
塔
で
あ
る
。

　碑
の
左
側
面
に
は
「
日
昢
天
保
五
龍
集

申
午
年（
一
八
三
四
）陽
月（
一
一
月
）立
焉
」

と
あ
る
。同
じ
く
右
側
面
に
は
、
つ
ぎ
の
文

字
が
二
行
に
刻
ま
れ
て
い
る
。「
願
以
此
功

徳
普
及
一
切
、
我
等
与
衆
生
皆
共
成
仏
道
」

こ
れ
は
釈
迦
の
「
妙
法
蓮
華
経
」
か
ら
採
っ

た
も
の
で
、一
般
に
読
経
の
終
わ
り
に
唱
え

ら
れ
る
回
向
文（
普
回
向
）で
あ
る
。読
み
下

す
と
、「
願
わ
く
ば
、
こ
の
功
徳
を
も
っ
て
、

あ
ま
ね
く
一
切
に
及
ぼ
し
、我
等
と
衆
生
と

皆
、共
に
仏
道
を
成
ぜ
ん
」と
な
る
。意
訳
す

れ
ば
、「
も
し
で
き
る
な
ら
、私
が
行
う
こ
の

善
行
を
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
も
振
り
分
け
、

私
も
全
て
の
人
々
も
皆
、平
等
に
成
仏
で
き

ま
す
よ
う
に
」（
関
係
書
に
よ
る
）
と
な
る
。

今
に
い
う「
絆
」を
感
じ
さ
せ
る
が
、新
四
国

開
創
の
趣
旨
を
釈
迦
の
教
え
を
借
り
て
表

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　石
碑
の
基
壇
上
段
の
正
面
に
は
「
第
壹

番
」と
あ
り
、八
十
カ
所
の
第
一
番
、出
発
点

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。そ
の
右
隅
に

土
州
塩
沢
村
栄
次
朗
の
名
が
小
さ
く
刻
ま

れ
て
い
る
。四
国
の
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
事
業
に
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。

　左
側
面
に
は
金
一
分
を
寄
付
し
た
施
主

八
人
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

　右
側
面
に
は
、「
発
願
」と
し
て「
前
関
昌

徳
全
申
」と
読
め
、
世
話
人
二
名
が
刻
ま
れ

て
い
る
。実
は
、こ
の
記
述
は
大
変
貴
重
で
、

新
四
国
開

創
に
あ
た

っ
て
、
正

法
寺
の
本

山
で
あ
る

関
昌
寺

（
阿
南
町

富
草
）
が

中
心
と
な

っ
て
計
画

し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
語
る
石
碑
で
あ
る

が
、
こ
の
石
碑
か
ら
は
、
本
山
よ
り
第
一
番

を
仰
せ
つ
か
っ
た
、施
主
た
ち
の
張
り
切
り

よ
う
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

　こ
の
石
碑
に
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
、

『
阿
南
新
四
国
弘
法
大
師
番
付
覚
』（『
阿
南

町
誌
』近
世
編
）が
あ
る
。『
町
誌
』で
は
年
代

不
詳
と
な
っ
て
い
る
が
、こ
の
石
碑
が
見
落

と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、天
保
五
年
に
大
師

講
が
成
っ
た
こ
と
は
、碑
面
か
ら
明
ら
か
で

あ
る
。

　『番
付
覚
』
に
は
第
一
番
正
法
寺
か
ら
第

八
十
八
番
関
昌
寺
ま
で
、範
囲
は
現
在
の
阿

南
町
、
売
木
村
、
下
條
村
ま
で
広
が
っ
て
い

る
。個
人
所
有
の
も
の
一
七
、
数
人
あ
る
い

は
村
中
共
有
二
三
、
あ
と
は
観
音
堂
、
庚
申

堂
な
ど
の
諸
堂
や
域
内
の
寺
院
な
ど
で
あ

る
。　そ

れ
ぞ
れ
の
霊
場
に
は
大
師
像
が
祀
ら

れ
て
い
た
。現
在
見
ら
れ
る
も
の
は
、
ほ
と

ん
ど
が
同
形
で
、像
高
四
五
㎝
前
後
の
座
像

（
石
造
）で
あ
る
。移
動
や
散
逸
で
、
所
在
不

明
の
も
の
も
か
な
り
あ
る
が
、観
音
堂
な
ど

に
は
「
第
何
番
札
所
」
の
札
が
掲
げ
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　第
八
番
を
祀
る
東
條
の
個
人
宅
に
は
、昭

和
九
年
の
弘
法
大
師
千
百
年
祭
の
折
に
新

調
し
た
賽
銭
箱
と
織
旗
が
残
さ
れ
て
い
る
。

戦
前
ま
で
は
、年
配
者
や
出
征
兵
士
の
家
族

な
ど
に

巡
拝
す

る
人
が

み
ら
れ

た
よ
う

で
あ
る
。

新四国啓建供養塔
（正法寺）

赤い帽子が第28番、29番の大師像

第８番大師像

わ
が
町
の
石
造
文
化
財
⑤

新
四
国
啓
建
供
養
塔（
東
條
）

  

阿
南
新
四
国
八
十
八
カ
所
の
開
創
を
語
る

ほ
つ
が
ん

け
い
け
んえ 

こ
う
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　１
月
か
ら
３
月
に
開
催
を
予
定
し
て
い

た
行
事
で
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
感
染
拡
大
に
よ
り
中
止
と
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

　過
去
開
催
時
の
写
真
と
い
っ
し
ょ
に
掲

載
し
ま
す
。

お
し
ら
せ

　来
年
度
の
み
ん
な
で
走
ろ
う
駅
伝

競
走
大
会
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
感
染
状
況
を
鑑
み
、
開
催
時
期
を

変
更
し
、
11
月
ご
ろ
の
開
催
を
予
定

し
て
い
ま
す
。
日
程
な
ど
が
決
ま
り

次
第
改
め
て
周
知
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

◀
富
草
新
春
お
楽
し
み
会

　
２
月
６
日
に
講
師
の
大
場
満
朗
さ
ん
を

お
迎
え
し
て
開
催
す
る
予
定
で
し
た
。

▼富草囲碁ボール大会
　１月30日に開催を予定していました。

◀
体
協
冬
季
大
会

　
１
月
30
日
と
２
月
６
日
に
開
催
を
予
定

し
て
い
ま
し
た
。

▼
あ
な
ん
カ
ラ
オ
ケ
歌
謡
大
会

　
今
年
度
は
特
別
ゲ
ス
ト
に
宮
内

ひ
ろ
し
さ
ん
を
招
き
２
月
27
日

に
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
し
た
。

▼和合演芸大会
　２月６日に開催を予定していました。

▼新野卓球とバドミントンの親睦会
　２月27日に開催を予定していました。

▼新野展示会
　２月27日から３月６日までの開催を
予定していました。

▼南部地区芸能交流会
　３月６日に開催を予定していました。

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
防
止
の
た
め

中
止
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
行
事
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う
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

　こ
の
石
碑
に
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
、

『
阿
南
新
四
国
弘
法
大
師
番
付
覚
』（『
阿
南

町
誌
』近
世
編
）が
あ
る
。『
町
誌
』で
は
年
代

不
詳
と
な
っ
て
い
る
が
、こ
の
石
碑
が
見
落

と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、天
保
五
年
に
大
師

講
が
成
っ
た
こ
と
は
、碑
面
か
ら
明
ら
か
で

あ
る
。

　『番
付
覚
』
に
は
第
一
番
正
法
寺
か
ら
第

八
十
八
番
関
昌
寺
ま
で
、範
囲
は
現
在
の
阿

南
町
、
売
木
村
、
下
條
村
ま
で
広
が
っ
て
い

る
。個
人
所
有
の
も
の
一
七
、
数
人
あ
る
い

は
村
中
共
有
二
三
、
あ
と
は
観
音
堂
、
庚
申

堂
な
ど
の
諸
堂
や
域
内
の
寺
院
な
ど
で
あ

る
。　そ

れ
ぞ
れ
の
霊
場
に
は
大
師
像
が
祀
ら

れ
て
い
た
。現
在
見
ら
れ
る
も
の
は
、
ほ
と

ん
ど
が
同
形
で
、像
高
四
五
㎝
前
後
の
座
像

（
石
造
）で
あ
る
。移
動
や
散
逸
で
、
所
在
不

明
の
も
の
も
か
な
り
あ
る
が
、観
音
堂
な
ど

に
は
「
第
何
番
札
所
」
の
札
が
掲
げ
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　第
八
番
を
祀
る
東
條
の
個
人
宅
に
は
、昭

和
九
年
の
弘
法
大
師
千
百
年
祭
の
折
に
新

調
し
た
賽
銭
箱
と
織
旗
が
残
さ
れ
て
い
る
。

戦
前
ま
で
は
、年
配
者
や
出
征
兵
士
の
家
族

な
ど
に

巡
拝
す

る
人
が

み
ら
れ

た
よ
う

で
あ
る
。

新四国啓建供養塔
（正法寺）

赤い帽子が第28番、29番の大師像

第８番大師像

わ
が
町
の
石
造
文
化
財
⑤

新
四
国
啓
建
供
養
塔（
東
條
）

  

阿
南
新
四
国
八
十
八
カ
所
の
開
創
を
語
る

ほ
つ
が
ん

け
い
け
んえ 

こ
う



令和４年３月１日 ⑻あ　な　ん

　令
和
４
年
は
寅
年
で
す
。
新
年
早
々
、

那
須
サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
で
通
常
は
居
住

し
て
い
な
い
通
路
に
「
虎
」
が
居
て
、

飼
育
員
が
朝
食
の
準
備
中
に
「
虎
」
に

遭
遇
し
襲
わ
れ
負
傷
し
ま
し
た
。
こ
の

事
故
は
サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
の
管
理
上
の

初
歩
的
な
ミ
ス
で
し
た
。
ま
た
、
一
昨

年
よ
り
世
界
中
で
流
行
が
始
ま
っ
た
コ

ロ
ナ
感
染
症
も
、
武
漢
で
の
初
歩
的
な

ミ
ス
が
原
因
と
の
説
も
あ
り
ま
す
。

　コ
ロ
ナ
感
染
症
が
、
異
常
な
速
度
で

拡
大
が
進
み
ま
し
た
。
今
、
主
流
と

な
っ
た
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
は
、
コ
ロ
ナ
株

の
13
番
目
の
変
異
株
で
あ
り
、
オ
ミ
ク

ロ
ン
と
は
ギ
リ
シ
ャ
文
字
の
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
で
あ
り
ま
す
。
新
た
に
変
異
株

が
見
つ
か
っ
た
場
合
は
、
ギ
リ
シ
ャ
文

字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
順
次
使
用
す

る
そ
う
で
す
。

　ワ
ク
チ
ン
接
種
と
、
内
服
薬
の
開

発
・
承
認
に
よ
り
一
刻
も
早
く
コ
ロ
ナ

感
染
症
の
収
束
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
心

よ
り
望
み
ま
す
。

　私
の
名
前
は
和
花
で
す
。
大
下
条
保

育
園
の
う
め
組
で
、
お
友
だ
ち
や
先
生

と
楽
し
く
過
ご
し
て
い
ま
す
。

　私
に
は
妹
の
風
花
が
い
て
毎
日
い
っ

し
ょ
に
保
育
園
に
通
っ
て
い
ま
す
。
私

の
こ
と
を
「
ね
ぇ
ー
ね
ー
」
と
呼
ん
で

私
の
マ
ネ
ば
か
り
し
て
き
て
困
っ
ち
ゃ

う
こ
と
も
あ
る
け
ど
、
と
っ
て
も
か
わ

い
い
妹
で
す
♡
こ
れ
か
ら
も
た
く
さ
ん

　昨
年
３
月
31
日
に
仲
間
４
人
で
ア

サ
ゲ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
新
設
し
ま
し
た
。

そ
し
て
９
月
よ
り
自
分
は
建
築
関
係
の

仕
事
を
独
立
し
、
ア
サ
ゲ
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
会
社
と
し
て
兼
業
農
家
会
社
と

し
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
「
多
く
の

人
を
笑
顔
に
」
「
地
元
の
人
の
助
け
に

な
っ
て
循
環
す
る
仕
事
」
「
小
さ
な
幸

せ
を
積
み
重
ね
る
」
「
フ
ー
ド
ロ
ス
を

少
な
く
す
る
」
と
い
う
４
つ
の
コ
ン
セ

プ
ト
を
掲
げ
、
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
共

感
し
て
く
れ
る
13
人
の
仲
間
が
集
ま
り

ま
し
た
。
こ
の
仲
間
の
大
半
は
「
新
野

か
ら
☆
元
気
に
し
ま
い
会
」
の
移
住
促

進
活
動
に
よ
り
新
野
へ
移
住
し
て
く
だ

さ
っ
た
皆
さ
ん
で
す
。

　こ
の
移
住
促
進
活
動
も
、
約
３
年
が

経
と
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で

６
家
庭
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
更
に
こ
の
４

月
か
ら
２
家
庭
が
移

住
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。

　ゆ
く
ゆ
く
は
こ
の
活
動
が
町
全
体
に

広
が
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
い
な
が
ら

日
々
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　ア
サ
ゲ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
ス
タ
ー
ト

し
た
ば
か
り
で
、
ま
だ
ま
だ
具
体
的
な

も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
分
た
ち
が

楽
し
み
な
が
ら
、
楽
し
み
の
連
鎖
が
広

が
る
こ
と
を
信
じ
て
、
こ
れ
か
ら
い
ろ

い
ろ
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
発
信
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　み
な
さ
ん
の
お
力
を
お
借
り
し
な
が

ら
地
域
の
た
め
に
が
ん
ば
っ
て
み
よ
う

か
な
と
仲
間
と
話
し
て
い
る
今
日
こ
の

頃
で
す
。

新野  本町

古松　祐二さん
こ まつ ゆう じ

大下条  深見

林　秀和さん・佐知子さんのお子さん

和花ちゃん、 風花ちゃん

ひでかず

の ど か ふ う か

さ　ち　こ

遊
ぼ
う
ね
。

　私
は
う
め
組
に
な
っ
て
か
ら
縄
跳
び

が
た
く
さ
ん
跳
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
り

竹
馬
に
乗
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
で

き
る
こ
と
が
増
え
た
の
で
嬉
し
か
っ
た

で
す
。
今
楽
し
い
の
は
マ
フ
ラ
ー
を
作

る
こ
と
で
、
家
族
の
分
を
コ
ツ
コ
ツ
と

が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
前
、
富
草

の
お
ば
ち
ゃ
ん
に
も
頼
ま
れ
ち
ゃ
っ
た

か
ら
が
ん
ば
ら
な
い
と
！！

　家
で
は
絵
本
を
読
む
こ
と
が
大
好
き

で
、
時
間
が
あ
れ
ば
何
冊
だ
っ
て
読
ん

で
し
ま
い
ま
す
。
と
き
ど
き
、
朝
早
く

起
き
て
パ
ジ
ャ
マ
も
着
替
え
ず
に
絵
本

を
読
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
注
意
さ

れ
ち
ゃ
う
の
で
気
を
つ
け
た
い
で
す
…
。

　４
月
か
ら
小
学
校
１
年
生
に
な
り
ま

す
！
お
気
に
入
り
の
ラ
ン
ド
セ
ル
を
背

負
っ
て
学
校
へ
行
く
の
が
今
か
ら
楽
し

み
で
す
。
元
気
な
１
年
生
に
な
り
た
い

な
♪


