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⊂慧慧警コ
こ上みの上で：王、とっくに〝立秋”が過ぎ野やIllもすっか

り秋のよ：わい－。とはいえ日中の械掛よまだまだ厳しく感

じられますら　そんなある日の生下り　■沖純・の1主ノ摘●裁謝

鮭に翁を・；りく繁227削也に訪ねてみました。敬老の‡‾ほ1171

に雄仁翁のプロフィルをご紹介しましょう。

蜜応4年3日本村字水釜で出生。今隼104歳。今でも早

起きして麿のf入れや薪割を1］J勘こしているというスーパー

ぶりです。土と寿の秘淡をおき・しますとG－タバコ、酒を放ま

をし、②か・司勿に好き嫌いがない③食後睡眠をとる④桐寝早起

きをする、二の中点を規則正しく守ることだと答えて下さい

ました】最後に　満のお楽しみは。とおl訂いしますと「lI本
・，り艮符肴：二なることlだとおっしゃる維†二翁：二：士とてLl

111－－宝と．りえこい′ト六・■●与悠ヒました二

今月の人口　　　　　　　1972年7月現在 

区　名 �世帯■ �男　子 �女　子 �訓・ 

東　区 �555 �1．340 �1．3170 �2．710 

上　区 �4ワ2 �1β13 �1．102 �2．115 

中　区 �456 �1J）00 �1．093 �2β93 

北　区 �527 �1ユ88 �1．175 �2．363 

甫　区 �598 �1．158 �1，348 �2．506 

西　区 �562 �1．289 �1．279 �2．568 

外　人 �30 �41 �25 �66 

計 �も200 �1029 �てる9？ �恒421 
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嘉
手
納
村
長
選
挙

鮎
村
甜
無
投
票
当
選
〃
‥

八
月
二
十
日
に
告
示
さ
れ
た
当
村
の
村
長
選
拳
は
、
現
村
長
の
古
謝
得
善
氏
の
他

に
立
候
桁
者
が
な
く
そ
の
ま
ま
同
人
が
当
選
人
と
し
て
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
古
謝
村

長
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
二
期
連
続
し
て
村
政
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

村
長
の
当
選
証
蕾
の
交
付
式
は
、
八
月
二
十
九
日
に
農
協
ホ
ー
ル
で
お
こ
を
わ
れ

村
選
挙
管
理
委
員
長
奥
島
憲
市
氏
か
ら
当
選
証
書
が
交
付
さ
れ
ま
し
た
。
式
の
席
上

古
謝
得
善
村
長
は
、
二
期
目
の
村
政
担
当
に
あ
た
っ
て
次
の
よ
う
に
そ
の
抱
負
を
語

り
ま
し
た
。

こ
の
た
び
、
村
民
皆
さ
人
の
深
い

．
ご
信
鰯
の
も
と
に
村
長
に
再
過
さ
せ

て
い
た
だ
き
引
き
続
き
村
政
を
抱
当

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
前
任
期

中
を
通
じ
て
私
に
お
暮
せ
下
さ
い
ま

し
た
皆
様
方
の
あ
た
た
か
い
ご
指
導

ご
支
操
に
対
し
衷
心
よ
り
感
謝
申
し

上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
本
日

こ
に
当
遭
狂
暮
を
交
付
さ
れ
る
に
あ

た
り
、
私
に
推
さ
れ
た
鴨
井
の
東
大

さ
を
深
く
自
覚
す
る
と
共
に
、
常
に

村
民
皆
様
の
幸
せ
を
念
じ
、
村
の
発

展
の
た
め
に
糊
魂
を
仰
け
て
い
く
所

存
で
あ
り
ま
す
。

．
過
去
四
年
間
、
村
民
の
生
活
を
火

き
く
狂
わ
せ
多
大
を
迷
態
を
か
け
て

い
る
爆
音
公
舎
の
排
除
た
つ
い
て
公

約
し
、
そ
の
根
源
で
あ
る
大
型
駐
機

場
の
撤
去
若
し
く
は
移
艦
に
つ
い
て

努
力
し
、
現
地
米
軍
や
関
係
当
局
に

訪
え
続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
こ

の
切
実
を
要
求
に
対
し
て
、
政
府
や

米
軍
が
重
だ
明
確
に
お
古
い
村
民
の

期
待
に
応
え
て
く
れ
な
い
の
は
誠
に

残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
間
超
は

私
の
こ
れ
か
ら
の
任
期
中
に
お
け
る

厳
正
点
事
項
と
し
て
と
り
あ
げ
、
継

続
し
て
爆
音
公
害
の
排
除
に
努
め
て

い
く
所
存
で
あ
り
ま
す
。
．

な
お
そ
の
他
に
、
継
続
し
て
そ
の
一

一

完
遂
を
団
ら
ね
ば
字
b
な
い
閏
月
と

し
て
、
此
鮒
川
河
口
の
壮
漢
後
漁
港

と
し
て
の
指
定
は
受
け
た
も
の
の
、

そ
の
基
本
施
投
の
整
備
は
こ
れ
か
ら

で
あ
り
、
そ
の
他
に
も
、
咄
後
処
理

の
聞
増
と
し
て
国
有
地
の
返
還
や
軍

用
地
内
の
再
洲
t
、
村
道
漬
仏
器
補
償

開
局
等
が
あ
り
、
更
に
村
全
鱒
を
紺

色
に
し
て
の
村
営
上
水
遺
書
葉
の
寧

銀
に
伴
う
簡
易
水
道
施
政
の
買
い
上
目

げ
閏
月
等
が
未
処
理
と
な
っ
て
お
り

ま
す
が
、
一
層
の
努
力
を
僻
注
し
て

速
や
か
に
こ
れ
ら
の
膵
問
題
が
解
決

さ
れ
る
よ
う
図
っ
て
い
き
た
い
と
畢

い
ま
す
。

一

お
互
い
は
過
去
二
十
七
年
間
、
米

国
の
施
政
柑
下
に
お
か
れ
、
琉
球
政

府
と
い
う
も
の
は
あ
り
を
が
ら
も
、

外
交
櫓
を
持
た
を
い
た
め
に
、
口
本

の
援
助
を
垂
け
る
に
し
て
も
、
諸
外

国
と
の
取
り
引
き
に
し
て
も
自
由
に

は
出
来
で
、
す
べ
て
米
国
民
政
府
を

通
し
、
そ
の
政
策
的
範
囲
内
の
許
可

し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
も

広
大
な
基
地
は
他
産
業
の
践
数
を
胞

み
佳
良
は
必
然
的
に
基
地
を
細
る

生
活
の
仕
組
の
中
で
生
き
る
よ
り
過

が
な
か
っ
た
。
従
っ
て
お
互
い
住
民

は
、
こ
れ
ま
で
墓
地
蛙
活
の
梓
の
中

の
視
野
し
か
も
た
す
、
撞
め
て
不
安

定
を
智
東
の
中
で
生
活
を
強
い
ら
れ
－

て
い
た
と
請
っ
て
も
決
し
て
過
言
で

は
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
圭
ナ
。

一
計
よ
選
挙
管
理
馨
月
長
よ
り

当
遭
証
書
壷
屋
け
と
る
古
書
村
長

－

こ
の
ニ
ー
．
七
笹
の
生
活
の
慣
れ
に

よ
る
幣
害
は
、
当
村
の
内
部
に
つ
い

て
も
言
え
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
ま
で
お
互
い
は
稲
に
一
万

五
千
人
の
村
民
が
住
ん
で
い
る
僅

か
五
十
五
万
坪
を
対
象
に
し
、
そ
こ

だ
け
を
見
つ
め
て
村
の
繁
栄
や
村
民

生
晴
の
向
上
を
考
え
て
き
ま
し
た
、

村
稔
面
棟
の
わ
ず
か
十
二
パ
ー
セ
ン

ト
の
面
綿
だ
け
を
見
つ
め
て
お
互
い

が
そ
の
繁
栄
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る

…
…
そ
こ
に
大
き
な
閑
適
い
が
あ
っ

た
の
で
は
を
い
か
と
反
省
し
て
い
る

次
第
で
あ
り
ま
す
。

今
後
の
揮
鱈
と
し
て
は
、
村
の
将
来

の
あ
る
べ
き
姿
を
想
定
し
そ
の
発
展

計
画
を
樹
立
す
る
場
合
は
、
や
は
り

基
地
は
世
界
の
平
和
の
方
向
へ
の
推

移
に
つ
れ
て
、
将
来
整
理
締
小
さ
れ

て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
前

律
に
立
っ
て
、
柑
鱒
面
積
四
四
五
万

余
坪
を
対
牡
に
し
た
村
の
発
展
計
画

を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
今

後
の
駐
機
場
の
撤
去
も
し
く
は
移
舵

閏
月
や
久
得
地
域
の
解
放
聞
用
等
に

い
た
し
ま
し
て
も
、
す
べ
て
射
畠
を

優
先
し
、
村
の
発
展
を
優
先
し
た
計

画
の
中
か
ら
そ
の
雉
正
を
国
に
迫
ま

る
姿
勢
を
打
ち
出
す
べ
き
で
あ
る
と

思
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
村
将
来
の
大
肘
を
樹
立
す
る
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農
地
法
施
行
さ
る

日
本
復
帰
に
伴
っ
て
、
沖
縄
に
も

紆
し
く
農
地
法
が
通
用
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

農
地
法
は
、
桝
後
の
よ
地
改
革
の

ー
基
礎
と
な
っ
た
農
地
鋼
整
法
、
自
作

農
削
投
特
別
措
置
法
等
を
統
合
整
理

し
て
、
農
地
改
革
の
成
果
純
綿
の
た

め
の
基
本
法
と
し
て
、
昭
和
二
十
七

一
年
に
制
定
さ
れ
た
法
律
で
、
「
耕
作

者
の
農
地
の
取
持
を
促
進
し
、
そ
の

権
利
を
保
護
し
、
そ
の
他
土
地
の
虎

」
葉
上
の
利
用
関
係
を
鋼
整
し
、
も
っ

て
耕
作
者
の
地
位
の
安
産
と
農
業
生

産
力
の
増
進
と
を
回
る
こ
と
し
を
目
．

－
的
と
し
て
い
ま
す
。

そ
の
主
な
内
容
と
し
て
は
、
①
農
‥

【
地
を
▲
地
の
ま
ま
売
買
し
た
り
貸
借

亨
る
た
め
に
は
、
那
遺
肝
県
知
事
等

の
許
可
が
必
要
な
三
と
、
②
農
地
を

よ
地
以
外
の
も
の
に
す
る
に
は
、
県

知
事
等
の
許
可
又
は
県
知
事
へ
の
届

出
が
必
要
な
こ
と
、
③
一
定
面
積
以

上
の
小
作
地
を
所
有
す
る
こ
と
が
林

じ
作
れ
て
い
る
二
と
、
◎
小
作
Ⅶ
強

化
、
小
作
料
の
緩
削
等
に
よ
り
小
作

人
が
保
油
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
の
統

勘
規
定
、
そ
の
他
の
規
定
が
お
か
れ
．

て
い
ま
す
。

以
上
が
、
農
地
法
の
主
を
内
容
で

ー
す
が
、
聞
存
知
の
よ
う
に
、
沖
縄
に

は
黙
控
耕
作
地
が
相
当
あ
り
ま
す
が

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
法
の
過
絹
は
、

し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
従

っ
て
、
解
放
地
域
内
の
農
地
に
つ
い

の
み
、
こ
の
法
の
適
用
を
う
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

村
役
場
に
お
い
て
、
虔
宮
基
衰
台

場
の
整
婿
を
進
め
て
お
り
ま
す
が
、

今
ま
で
に
集
め
た
資
料
に
よ
り
ま
す

と
解
放
地
内
に
あ
る
よ
地
は
、
四
万

二
千
坪
は
ど
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
農
地
に
つ
い
て
は
、
全
面
的

産
地
法
が
通
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
以
上
、
簡
単
に
述
べ
ま
し

た
が
膵
し
い
こ
と
は
、
村
建
設
経
済

課
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

」

サ
ー
ビ
ス
向
上
め
ざ
し
、
．
三
課
増
設

役
場
機
構
改
革

・
い
り
児
童
手
当
制
度

沖
縄
で
も
、
本
土
復
帰
と
同
時
に

児
童
手
当
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
村
役
場
で
は
、
す
で
に
今
年
の

抹
当
児
童
の
受
付
け
を
ナ
ま
せ
、
現

在
厚
生
澤
で
支
給
準
備
を
い
そ
い
で

お
り
ま
す
。

・
と
こ
ろ
で
児
童
手
当
制
度
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
と
い
う
こ
と
で
す
′
り

こ
れ
は
国
や
県
、
そ
れ
に
市
町
村

■
業
主
が
費
用
を
持
ち
あ
い
、
児
采

を
生
育
す
る
人
に
児
童
手
当
を
支
給

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
富
庭
生
油
の
安

定
と
次
代
の
社
会
を
に
を
う
児
童
を

健
全
に
育
成
し
資
質
の
向
上
を
は
か

る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
た
制
度
で
す

さ
て
次
に
、
こ
の
制
度
に
よ
っ
て

児
童
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

人
で
す
が
、
先
で
①
日
本
国
内
に
住

所
が
あ
る
日
本
国
民
で
あ
る
こ
と
②

一
八
才
未
瀧
の
児
童
を
こ
二
人
以
上
発

育
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
支
給
要
件

に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
緒
当
省
り
二

八
才
未
満
の
児
丑
を
三
人
以
上
発
育

し
て
お
り
、
し
か
も
室
二
子
以
降
の

子
ど
も
が
五
才
束
潤
で
あ
る
場
合
支

給
の
対
象
に
を
り
ま
す
。
な
お
、
児

童
手
当
は
、
三
人
以
上
の
う
ち
出
生

順
に
か
ぞ
え
で
三
人
目
以
降
の
児
i

で
農
務
救
育
終
丁
前
（
今
年
は
五
才

未
満
）
の
も
の
一
人
に
つ
き
三
、
0

0
0
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

村
役
場
は
、
楓
瓦
檀
帰
に
よ
る
托

制
度
の
市
町
村
へ
の
移
行
や
■
掃
t

の
増
加
に
伴
な
い
こ
れ
ま
で
の
五
誹

か
ら
八
旗
に
増
設
、
職
且
も
二
十
六

名
が
新
し
く
採
用
さ
れ
村
民
の
福
利

坤
進
に
万
全
を
体
制
を
確
立
し
ま
し

た。

斯
し
く
投
蜜
さ
れ
た
の
は
企
画
と

住
民
、
そ
れ
に
保
健
衛
生
の
三
線
で

す
で
に
村
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
に

拍
車
を
か
け
て
お
り
よ
ろ
こ
ぼ
れ
て

お
り
ま
す
。
次
は
斬
殺
旗
と
新
採
用

肝
月
の
配
正
換
職
員
。
（
　
）
内
は
脚

■。△
企
画
課
－
＝
燥
畏
金
城
明
（
総
務
澤
）

花
城
靖
（
縫
合
事
務
局
）
　
塩
川
勇

吉
（
税
源
撲
）
寧
水
盛
光
へ
新
採
用
）

上
原
靖
遭
（
新
採
用
）
。
△
総
務
課

‖
吉
浜
朋
保
　
（
折
採
用
）
　
△
住
民
花

“
排
畏
仲
宗
根
期
借
（
総
務
梓
）
烏

袋
ハ
ル
　
（
伺
）
伊
波
鶴
子
（
同
）
知

念
由
起
子
（
同
）
伊
波
敦
盛
二
鷹
生

鐸
）
神
田
初
子
（
同
）
■
袋
正
舌
（

同
）
伊
洩
文
子
（
総
精
錬
）
挑
原
書

借
（
税
滞
空
大
塊
咽
ぶ
（
水
道
株
）

斬
垣
■
和
（
厚
生
樺
）
照
屋
嘉
一
（

新
採
用
）
山
川
政
安
（
同
）
赤
ヰ
明

（
同
）
松
生
信
子
（
保
育
所
）
△
税

務
課
＝
伊
波
惟
真
（
総
務
課
）
西
平

守
正
（
斬
採
用
）
新
城
栄
光
（
新
採

用
）
平
安
名
栄
信
⊥
同
）
△
建
投
軽

清
雄
‖
金
城
良
市
（
新
採
用
）
古
鮒

義
光
（
同
）
△
厚
生
課
＝
座
長
靭
正

（
総
精
練
）
も
谷
埠
（
新
採
用
）
松

堂
孝
光
（
周
）
兵
間
永
子
（
保
育
所
）

△
保
育
所
＝
津
浪
古
米
子
（
折
採
用
）

町
田
小
夜
子
（
同
）
徳
里
ス
ミ
子
（

同
）
△
保
健
衛
生
株
＝
課
長
山
口
栄

三
郎
（
厚
生
緋
）
鰻
波
健
（
同
）
高

江
洲
畠
盛
（
同
）
我
那
覇
宗
清
二
同
）

析
垣
景
清
（
同
）
神
山
＊
盛
（
同
）
奥

聞
幸
子
（
保
育
所
）
知
念
秀
夫
（
新
採

用
）
金
城
進
（
周
）
幸
地
清
一
（
同
）

△
水
遺
構
＝
久
高
鶉
栄
（
新
採
用
）

△
消
防
本
部
＝
金
城
全
社
（
新
採
用
）

漬
幕
敷
通
晃
（
同
）
宇
栄
原
正
夫
（

同
）
△
縫
合
事
葬
局
…
薯
友
松
慶
（

新採用）。
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去る8月こ，口、木村建設大臣が海洋博

会場用地視察への途中本村に立ち寄りま

した。r写草）（．古謝相良は村の現状と

将来のl椚碓i■菅沢をの′くると共に新津博道

路の新設や朋H場の移帖などを強く訴え

ましノ㌧。

救急車の要請は119番へ

救急業務、消防本部へ移管

新しく購入された鱒急車

来
年
出
月
か
ら
ス
学
号
ト
・

国
民
健
廉
保
険
の
し
く
み

澤
趣
旨

国
民
併
使
保
険
は
仙
S
医
琳
保
険

に
加
入
し
て
い
な
い
ガ
、
例
え
ば
、

農
業
や
漁
業
、
商
業
等
の
自
常
澄
の

方
達
や
、
そ
の
官
族
の
竹
さ
ん
が
病

気
や
ケ
ガ
で
経
済
的
な
n
m
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
お
圧
い
に

助
け
合
う
た
め
に
国
や
県
も
む
令
を

出
し
て
医
療
賃
を
釣
れ
す
る
た
め
に

生
れ
た
制
度
で
す
。

重
爆
檎
響
＝
■
手
的
対

国
民
腱
晴
保
険
の
郵
裳
を
運
営
す

る
上
作
を
保
険
者
と
い
い
ま
す
。
こ

の
保
俳
右
は
嘉
手
納
村
が
な
り
ま
す

紫
損
保
検
事

椎
保
険
月
と
は
俣
険
に
加
入
す
る

人
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
そ
の
人
が

病
気
や
ケ
ガ
で
病
院
に
か
か
っ
た
と

き
、
医
娘
血
の
七
割
を
読
手
納
付
が

n
抱
出
来
る
人
の
こ
と
を
い
い
ま
す

※
医
■
費
え
規

程
保
険
者
が
病
気
に
か
か
り
、
ま

た
は
、
ケ
ガ
を
し
て
病
院
で
泊
楯
を

受
け
た
と
き
の
医
療
甥
は
被
保
険
希

が
そ
の
三
割
を
直
接
病
院
の
窓
口
で

支
払
い
、
残
り
の
七
割
分
は
被
保
険

者
の
属
す
る
高
手
納
材
が
病
院
に
壬

払
い
ま
す
。
保
険
者
が
支
払
う
医
療

竹
は
病
院
が
講
求
し
た
内
容
に
誤
り

が
な
い
か
ど
う
か
を
漕
査
し
て
か
ら

支
払
い
ま
す
。

※
保
険
財
政
の
し
く
み

国
民
性
情
保
険
の
被
保
険
者
に
は

河
椴
に
所
紺
の
低
い
階
層
の
人
達
や

粁
人
適
が
多
く
加
入
す
る
た
め
保
段

目
（
税
）
の
負
担
能
力
に
乏
し
く
、

又
、
現
在
の
医
療
保
険
の
燭
合
と
は

違
っ
て
堪
主
負
担
が
な
い
の
で
被
鱒

検
事
の
負
担
す
る
保
険
料
（
税
）
だ

け
で
国
民
健
康
保
険
串
業
を
運
営
す

・
？
〟
は
と
う
て
い
無
理
な
た
め
団
の

補
助
金
や
一
部
n
損
金
（
皆
さ
ん
が

病
院
へ
支
払
う
医
瞭
費
）
で
賄
い
ま

す。

嘉
手
納
相
が
病
院
に
丑
年
つ
や
用

積
庵
の
給
付
に
雷
す
る
什
机

○
保
険
料
（
悦
）
は
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
と
な
っ
た
そ
の
日
の
分

か
ち
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
但
し
、
加
入
が
お
く
れ
た
瑚
合
は

さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
料
（
税
）
を
徴

収
し
ま
す
。
）
保
険
料
（
税
）
は
宥

保
険
者
の
皆
相
が
病
院
に
か
か
る
回

数
が
少
な
け
れ
ば
保
険
料
（
税
）
も

安
く
な
り
給
付
率
も
良
く
な
り
ま
す

○
保
険
料
（
税
）
は
世
帯
の
所
得
額

や
被
保
険
者
敦
に
よ
り
決
め
ま
す
が

こ
の
保
険
料
（
税
）
は
皆
様
の
医
療

費
を
病
院
に
支
払
う
お
金
で
す
か
ら

納
付
期
限
ま
で
に
指
定
の
場
所
へ
支

払
い
ま
し
ょ
う
。

尚
、
国
民
健
康
保
険
の
実
施
は
昭

和
四
八
年
一
月
一
日
か
ら
に
な
り
ま

す。

住
民
繹
保
険
年
金
係

ら
官
庭
八
・
十
接
を
閏
沸
す
る
計
画
で
あ

り
ま
す
。
詳
し
い
こ
と
は
、
教
育
香

月
合
（
村
公
民
館
一
階
）
　
へ
お
た
ず

ね
下
さ
い
。

明
る
く
豊
か
を
社
会
を
′
．

社
会
学
級
開
講

村
数
脊
香
貞
会
主
催
に
よ
る
社
会

学
級
の
憫
浦
式
が
、
八
月
1
－
一
円
に

村
公
民
館
に
お
い
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
社
会
学
組
は
、
昭
和
四
十
七

年
度
、
祉
全
教
軒
年
別
計
画
の
中
の

一
つ
で
、
村
内
に
住
む
成
人
の
自
主

性
を
高
め
、
生
楢
と
生
確
の
加
減
、
技

術
を
身
に
つ
け
、
官
庭
人
と
し
て
、

生
理
人
と
し
て
、
社
会
人
と
し
て
の

資
円
の
向
上
を
は
か
る
と
け
′
に
、
叔

価
を
確
立
し
、
明
る
い
豊
か
々
ふ
千
炬

づ
く
り
を
推
進
す
る
の
に
に
立
て
六

二
と
を
目
標
と
し
て
糊
謂
さ
か
了
お

り
ま
す
㌔

こ
の
学
純
は
、
同
定
ウ
朗
の
形
を

と
，
て
お
り
、
各
小
．
＝
戸
招
神
位
に
‥

草
損
を
設
註
す
る
一
千
）
に
し
て
い
ま

す。

本
年
度
の
学
級
生
紋
は
、
屈
良
社

会
学
級
四
十
二
人
、
嘉
手
納
社
会
学

椒
六
十
二
人
、
合
計
百
四
人
と
な
っ

て
い
ま
す
。

請
座
は
、
毎
週
土
柑
日
に
二
時
胴

ぐ
ら
い
開
講
さ
れ
、
十
二
月
二
十
三

日
ま
で
岡
騰
さ
れ
ま
す
。

講
座
の
内
容
は
、
手
芸
教
室
、
美

容
講
習
、
＃
少
年
の
非
行
と
指
導
、

宮
越
の
純
潔
教
育
、
当
用
漢
字
、
折

か
な
づ
か
い
、
郷
土
の
歴
史
、
婦
人

の
醇
嫌
管
理
、
吾
妻
づ
か
い
と
札
偵

作
法
、
チ
ど
も
と
マ
ス
コ
ミ
、
生
花

加
入
と
敦
葉
、
子
供
の
性
格
と
幼
児

桐
の
心
理
、
和
服
の
知
遇
と
暫
付
け

蓼
斗
理
講
習
会
、
反
抗
判
の
指
増
な
ど

と
な
っ
て
い
ま
す
一
■

付
牧
村
寄
り
合
で
は
、
十
日
月
か

本
土
複
帰
に
と
も
な

い
、
こ
れ
ま
で
詳
解
署

で
行
な
っ
て
い
た
救
急

業
務
が
各
市
町
村
消
防

団
に
移
さ
れ
ま
し
た
っ

救
急
稟
請
は
、
交
通

事
故
、
或
は
不
慮
の
事

故
に
あ
っ
た
場
合
と
か

急
病
人
が
出
た
場
合
な

ど
に
病
院
へ
運
ぶ
の
が

主
を
業
務
で
あ
り
、
人

命
に
か
か
わ
る
大
切
を

仕
事
で
す
。

落
手
納
消
防
本
部
で

は
、
今
度
新
し
く
救
急

車
を
購
入
し
て
救
急
活

動
を
お
こ
与
っ
て
い
ま
す
。
六
月
か

ら
八
月
ま
で
に
早
く
も
十
七
回
出
動

し
て
お
り
ま
す
。

消
防
本
部
で
は
、
今
後
と
も
救
急

体
制
を
確
立
し
て
村
民
の
生
命
、
財

産
の
守
り
に
力
を
注
い
で
い
く
方
針

で
す
。
電
話
は
一
一
九
番
で
す
。


