
市
長
　
み
な
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
い
よ
い
よ
６
月
に

入
り
ま
し
た
。
夏
の
暑
さ
に
備
え
、
ま
た
、
ク
ー

ラ
ー
も
控
え
め
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
私
も
ネ

ク
タ
イ
を
は
ず
し
て
ク
ー
ル
ビ
ズ
に
し
ま
し
た
。

　
さ
て
、
今
月
の
市
長
の
ふ
れ
あ
い
訪
問
は
、
本
市

の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
安
行
藤
八

獅
子
舞
保
存
会
の
み
な
さ
ん
で
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
は
じ
め
に
高
橋
会
長
さ
ん
に
お
聞
き
し
ま
す
が
、

こ
の
獅
子
舞
は
、
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
す
か
。

高
橋
　
資
料
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
先

輩
方
の
言
い
伝
え
で
は
、
江
戸
時
代
初
期
に
流
行
病

が
発
生
し
、
悪
病
退
治
を
祈
祷
す
る
こ
と
を
目
的
に

始
ま
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

中
山（
正
）　
安
行
藤
八
の
獅
子
舞
は
、
夏
祈
祷
と
呼

ば
れ
、
夏
の
流
行
病
予
防
の
た
め
に
舞
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

市
長
　
す
る
と
昔
か
ら
、
夏
の
季
節
に
行
わ
れ
て
き

た
の
で
す
か
。

鈴
木（
和
）　
毎
年
６
月
25
日
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
平
日
で
は
人
が
集
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、
現
在
は
、
６
月
25
日
近
く
の
日
曜
日
に
行
っ
て

い
ま
す
。
今
年
は
、
今
月
の
22
日
に
行
い
ま
す
。

市
長
　
獅
子
を
舞
い
な
が
ら
地
域
を
練
り
歩
く
の
で

す
か
。

小
櫃
　
一
軒
一
軒
の
家
に
上
が
り
、
祈
祷
獅
子
を
舞

い
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
行
事
と
し
て
は
、
地
元
神
社

の
大
祭
、
市
が
行
う
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加
や
高
齢
者

の
福
祉
施
設
な
ど
を
慰
問
し
、
獅
子
を
舞
っ
て
い
ま

す
。

市
長
　
獅
子
舞
も
お
神
楽
の
一
種
だ
と
思
い
ま
す

が
、
安
行
藤
八
の
獅
子
舞
に
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴

し
、
獅
子
を
舞
う
こ
と
に
魅
力
も
感
じ
、
現
在
ま
で

続
け
て
い
ま
す
。

鈴
木（
徳
）　
私
た
ち
の
世
代
で
無
く
す
わ
け
に
は
い

か
な
い
と
の
思
い
で
、
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
。

市
長
　
そ
う
や
っ
て
代
々
引
き
継
が
れ
て
い
く
わ
け

で
す
ね
。

　
新
し
く
転
入
さ
れ
て
き
た
方
な
ど
と
、
獅
子
舞
を

と
お
し
て
の
交
流
は
あ
る
の
で
す
か
。

高
橋
　
町
会
主
催
の｢

お
花
見
の
会｣

な
ど
に
参
加

し
、
地
域
の
方
と
も
ふ
れ
あ
っ
て
い
ま
す
。

市
長
　
江
戸
時
代
初
期
か
ら
続
い
て
き
た
郷
土
芸
能

を
伝
承
し
て
い
く
こ
と
に
は
、
大
変
大
き
な
意
味
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
最
後
に
、
今
後
の
抱
負
な
ど
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ

い
。

高
橋
　
現
在
は
、
小
・
中
・
高
校
生
も
参
加
し
て
活

動
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
後
継
者
育
成
も
含
め
獅

子
舞
の
伝
承
、
普
及
に
努
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

市
長
　
み
な
さ
ん
、
こ
れ
か
ら
も
が
ん
ば
っ
て
く
だ

さ
い
。
今
日
は
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

「安行藤八獅子舞保存会」

　
江
戸
時
代
初
期
に
、悪
病
退
治
を
祈
祷
し
獅
子
舞

を
舞
っ
た
の
が
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
る
安
行
藤
八

の
獅
子
舞
。毎
年
６
月
下
旬
の
日
曜
日
に
地
区
内
を

回
り
、古
く
か
ら
伝
わ
る
獅
子
舞
を
保
存
・
伝
承
す
る

保
存
会
を
岡
村
市
長
が
訪
問
。由
来
な
ど
を
お
聞
き

し
ま
し
た
。

が
あ
り
ま
す
か
。

鈴
木（
雄
）　
１
頭
の
獅
子
に
２
人
が
入
る
、
２
人
立

ち
１
頭
舞
い
形
式
で
獅
子
を
舞
い
ま
す
。

中
山（
康
）　
そ
れ
に
太
鼓
や
笛
、
鉦
の
お
囃
子
も
加

わ
り
ま
す
。

市
長
　
獅
子
頭
に
は
、
何
か
特
徴
が
あ
り
ま
す
か
。

小
櫃
　
耳
が
ふ
っ
く
ら
と
し
て
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
あ

る
の
が
特
徴
で
、
ほ
か
の
地
域
に
伝
わ
る
獅
子
に
は

見
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
い
か
つ
い
顔
を

し
て
い
る
の
も
特
徴
で
す
。

市
長
　
保
存
会
は
、
い
つ
発
足
さ
れ
た
の
で
す
か
。

高
橋
　
保
存
会
と
し
て
の
活
動
は
、
約
20
年
前
か
ら

で
す
。
そ
れ
以
前
は
、
囃
子
連
中
と
し
て
代
々
続
い

て
き
ま
し
た
。

市
長
　
練
習
は
、
い
つ
行
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

鈴
木（
昭
）　
子
ど
も
た
ち
も
参
加
し
て
、
毎
月
第

２
・
第
４
金
曜
日
の
午
後
７
時
か
ら
練
習
を
し
て
い

ま
す
。

市
長
　
伝
統
行
事
と
し
て
続
け
て
こ
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
父
親
や
祖
父
が
や
っ
て
い
た
と
い
う
か
た
も
多

い
の
で
は
な
い
で
す
か
。

中
山（
正
）　
は
い
。
私
も
祖
父
が
や
っ
て
い
ま
し
た
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