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平
成
二
十
二
年
六
月
号
の
広
報
か
ら
始

ま
っ
た
こ
の
連
載
も
、
今
回
で
一
〇
〇
回

を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
毎
月
楽

し
み
に
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
皆

様
の
お
言
葉
を
励
み
に
、
こ
こ
ま
で
続
け

る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
厚
く
御
礼
を
申

し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
も
少

し
で
も
町
の
歴
史
を
伝
え
て
い
け
る
よ
う

頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
今
回
は
一
〇
〇
回
の
記
念
と
い

う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
め
で
た
い

話
を
紹
介
し
ま
す
。

　

津
山
城
の
東
側
を
流
れ
る
宮
川
に
か
か

る
宮
川
大
橋
は
、
津
山
城
下
町
中
心
部
へ

の
東
側
の
入
口
に
あ
た
り
、
江
戸
時
代
に

は
橋
の
西
側
に
大
番
所
（
警
備
の
た
め
の

詰
所
）
や
制せ

い

札さ
つ

場ば

（
人
々
に
周
知
さ
せ
る

た
め
、
法
令
な
ど
を
書
い
た
立
札
を
掲
示

す
る
場
所
）
が
置
か
れ
、
城
下
町
を
貫
く

出
雲
街
道
に
お
い
て
は
、
交
通
上
の
要
で

も
あ
り
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
る
橋
で
す
。

　

宮
川
大
橋
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
幾
度

も
架
け
替
え
や
改
修
が
行
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
明
和
六
年
（
一
七
九
六
）
に
も
、
架

け
替
え
普
請
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
工
事
は

十
一
月
十
五
日
に
手ち

ょ
う
な斧
初
め
が
行
わ
れ
、

そ
の
後
順
調
に
工
事
は
進
み
、
翌
明
和
七

年
の
三
月
初
め
に
は
渡
り
初
め
の
準
備
が

始
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

橋
の
渡
り
初
め
の
式
典
で
は
、
現
代
で

も
一
家
の
三
世
代
の
夫
婦
が
渡
り
初
め
を

行
う
風
習
が
全
国
的
に
あ
り
ま
す
。
そ
の

起
源
や
理
由
は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
一
家
に
三
世
代
の
夫
婦
が
元
気
で
い

る
こ
と
は
縁
起
が
良
く
、
こ
の
よ
う
に
橋

も
丈
夫
で
末
永
く
続
い
て
欲
し
い
と
い
う

願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

宮
川
大
橋
の
渡
り
初
め
に
つ
い
て
は
、

町
奉
行
日
記
に
よ
れ
ば
、
三
月
九
日
に
町

奉
行
所
か
ら
、「
近
々
宮
川
大
橋
が
完
成

す
る
の
で
、
三
世
代
の
夫
婦
が
い
れ
ば
、

今
月
中
に
申
し
出
る
よ
う
に
」
と
、
大
年

寄
（
城
下
町
の
責
任
者
）
に
命
じ
ま
す
。

し
か
し
、
四
月
に
「
城
下
町
に
そ
の
よ
う

な
家
は
三
・
四
家
あ
る
の
で
す
が
、
年
を

と
り
す
ぎ
て
歩
行
困
難
で
あ
っ
た
り
、
病

身
の
た
め
渡
り
初
め
に
は
参
加
で
き
ま
せ

ん
」
と
の
報
告
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

「
同
一
世
帯
で
な
く
て
も
、
血
縁
の
あ
る

三
世
代
夫
婦
で
よ
い
か
ら
、
も
う
一
度
探

し
て
み
て
四
月
十
二
日
ま
で
に
報
告
が
ほ

し
い
」
と
再
度
捜
索
を
命
じ
ま
す
が
、
城

下
町
で
は
こ
れ
に
該
当
す
る
者
を
見
つ
け

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
城
下
町
以
外
の
津
山
藩
の
領

地
内
ま
で
捜
索
の
範
囲
を
広
げ
た
と
思
わ

れ
、
結
局
選
ば
れ
た
の
は
、
藤
屋
村（
香
々

美
）
の
平
作
（
八
十
五
歳
）・
甚
四
郎
（
五

十
七
歳
）・
六
次
郎
（
二
十
六
歳
）
の
三

世
代
夫
婦
で
、
四
月
十
八
日
午
前
六
時
に

多
く
の
見
物
人
と
警
護
の
役
人
で
に
ぎ
わ

う
中
、
宮
川
大
橋
の
渡
り
初
め
式
が
執
り

行
わ
れ
、
平
作
ら
に
は
祝
儀
と
し
て
金
二

百
疋ひ

き

（
一
両
の
半
額
）
ず
つ
、
鳥ち

ょ
う

目も
く

一
貫

文
（
銅
銭
約
一
、〇
〇
〇
枚
）、
酒し

ゅ

肴こ
う

が
配

ら
れ
ま
し
た
。
子
孫
の
家
で
は
、
そ
の
際

に
「
高
宮
」
の
苗
字
の
使
用
と
帯
刀
を
許

さ
れ
、
脇わ

き

差ざ
し

一
振
り
を
賜
っ
た
と
い
う
言

い
伝
え
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

橋
が
完
成
し
て
も
肝
心
の
三
世
代
夫
婦

を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
津
山
藩
の

役
人
の
焦
り
や
、
こ
の
話
を
耳
に
し
て
か

ら
わ
ず
か
数
日
後
に
は
渡
り
初
め
式
に
出

席
し
た
で
あ
ろ
う
平
作
ら
の
心
情
は
記
録

に
は
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
ま
さ
に
急

展
開
の
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
城
下
町
の
こ
の
よ
う

な
式
典
に
、
現
在
の
鏡
野
町
域
の
住
人
が

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
、
貴
重

な
歴
史
の
記
録
で
す
。
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