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あ
ひ
る
く
ら
ぶ

　

城
山
公
民
館
で
は
、
公
民
館
を
多

世
代
の
学
び
や
交
流
の
場
に
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
人
生
の
生
涯

学
習
の
ス
タ
ー
ト
を
ぜ
ひ
公
民
館

と
の
関
わ
り
か
ら
始
め
て
ほ
し
い

と
願
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
そ
こ
で
、
子
育
て
世
代
、
就
学
前

の
子
ど
も
や
小
・
中
学
生
対
象
の
講

座
を
企
画
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
年
間
を
通
し
て
開
催
す

る
「
ひ
よ
こ
く
ら
ぶ
」「
あ
ひ
る
く

ら
ぶ
」
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　
　
　
　
　

◆　
　
　
　
　

　
「
ひ
よ
こ
く
ら
ぶ
」
は
未
就

園
児
の
親
子
対
象
の
市
民
講

座
で
、
年
9
回
開
催
し
ま
す
。

核
家
族
化
に
よ
り
子
育
て
を

気
軽
に
相
談
で
き
る
相
手
が

な
く
、
ネ
ッ
ト
に
氾
濫
す
る

情
報
に
振
り
回
さ
れ
、
孤
軍

奮
闘
の
子
育
て
家
庭
が
増
え

て
い
ま
す
。
ま
た
、
転
勤
な
ど
で
信

州
に
住
み
な
が
ら
も
地
域
と
繋
が
る

き
っ
か
け
を
つ
か
め
ず
に
、
孤
独
な

子
育
て
を
頑
張
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も

多
い
よ
う
で
す
。

　
「
ひ
よ
こ
く
ら
ぶ
」
で
は
、
親
子
が

楽
し
く
過
ご
す
情
報
を
発
信
し
、
同

じ
世
代
の
マ
マ
友
と
の
出
会
い
の
場

も
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
時
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
協

力
を
得
て
赤
ち
ゃ
ん
と
離
れ
、
マ
マ
が

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
で
き
る
講
座
を
企
画
す

る
な
ど
、様
々
な
提
案
を
し
て
い
ま
す
。

　

ご
家
族
が
、
安
定
し
た
優
し
い
気

持
ち
で
お
子
さ
ん
と
向
き
合
え
る
よ

う
、
応
援
し
て
い
ま
す
。

○
初
め
て
の
参
加
。
ゆ
っ
た
り
お

だ
や
か
な
気
持
ち
で
す
。
託
児

も
あ
り
が
と
う
。

◇
体
が
ほ
ぐ
れ
て
、
気
持
ち
も
リ

フ
レ
ッ
シ
ュ
で
き
ま
し
た
。
託

児
も
あ
っ
て
安
心
し
て
参
加
で

き
ま
し
た
。

▽
こ
ん
な
に
自
分
の
体
に
向
き

合
っ
た
の
は
久
し
ぶ
り
で
す
。

参
加
し
て
よ
か
っ
た
で
す
。

☆
子
ど
も
が
い
る
と
、
な
か
な
か

自
分
の
時
間
が
と
れ
な
い
の
で
、

非
常
に
あ
り
が
た
い
講
座
で
し

た
。

○
子
育
て
で
顔
を
洗
う
時
間
も
な

い
く
ら
い
な
の
に
、
1
時
間
も

自
分
の
体
に
向
き
合
え
て
本
当

に
良
か
っ
た
で
す
。

◇
久
し
ぶ
り
に
子
ど
も
と
離
れ
て
全

身
で
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
ま
し
た
。

▽
託
児
が
あ
り
、
本
当
に
リ
ラ
ッ

ク
ス
し
た
気
分
で
体
を
調
整
で

き
た
。
体
が
軽
く
な
り
と
て
も

よ
か
っ
た
！

☆
子
ど
も
と
離
れ
て
、
ゆ
っ
く
り

と
ス
ト
レ
ッ
チ
す
る
時
間
が
な

い
の
で
、
う
れ
し
い
時
間
に
な

り
ま
し
た
。

　
「
あ
ひ
る
く
ら
ぶ
」
は
、

小
学
生
と
保
護
者
を
対
象

に
し
た
親
子
講
座
で
す
。

　

平
日
は
、
子
ど
も
は
学

校
、
親
は
仕
事
と
、
と
も

に
い
そ
が
し
く
、
親
子
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

取
る
時
間
が
確
保
で
き
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
、
土
日
に
親
子
が

一
緒
に
体
験
し
て
楽
し
め
る
講
座

を
企
画
し
て
い
ま
す
。

　

昨
年
度
は
盆
栽
や
木
工
教
室
、

う
ど
ん
作
り
等
、
子
ど
も
が
学
校

で
な
か
な
か
体
験
で
き
な
い
講
座

を
行
い
ま
し
た
。
毎
回
定
員
い
っ

ぱ
い
の
親
子
が
参
加
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
親
子
間
だ
け
で
な
く
、

他
校
の
親
子
と
の
交
流
の
場
に
も

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
講
座
で

様
々
な
体
験
を
す
る
こ
と
で
、
食

や
物
の
大
切
さ
に
つ
い
て
も
考
え

る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
思
い
ま

す
。
今
年
度
後
半
に
は
、
和
菓
子

作
り
や
陶
芸
体
験
な
ど
の
講
座
を

開
催
し
ま
す
。
親
子
で
一
緒
に
楽

し
み
ま
し
ょ
う
。

　

は
じ
め
て
ス
ラ
ッ
ク
ラ
イ
ン

に
の
っ
て
み
た
ら
、
む
ず
か
し

く
て
す
ぐ
に
お
ち
て
し
ま
っ
た

け
ど
、
か
た
足
で
5
び
ょ
う
と

ま
る
の
を
何
回
も
や
っ
て
い
た

ら
、
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
楽

し
か
っ
た
で
す
。
つ
ぎ
に
3
歩

で
と
ま
る
の
を
や
っ
て
、
さ
い

ご
ま
で
わ
た
れ
た
と
き
は
、
う

れ
し
か
っ
た
で
す
。

�

小
2　

小
林　

寛
幸

　

ス
ラ
ッ
ク
ラ
イ
ン
は
、
細
い

ト
ラ
ン
ポ
リ
ン
の
よ
う
な
網
の

上
で
跳
ね
る
ス
ポ
ー
ツ
か
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
や
っ
て
み

る
と
立
つ
の
も
難
し
く
て
、
落

ち
な
い
よ
う
に
手
を
あ
げ
て
、

「
体
が
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
し
て
も

い
い
か
ら
全
身
で
バ
ラ
ン
ス
を

取
る
ん
だ
よ
」
と
コ
ツ
を
教
え

て
も
ら
い
ま
し
た
。
網
の
真
ん

中
ま
で
歩
け
る
よ
う
に
な
っ
て

き
て
、
落
ち
な
い
で
最
後
ま
で

行
け
た
の
が
う
れ
し
か
っ
た
で

す
。
ジ
ャ
ン
プ
や
し
ゃ
が
む
む

ず
か
し
い
技
も
機
会
が
あ
れ
ば

挑
戦
し
た
い
で
す
。

�

小
6　

小
林　

優
仁

ひよこくらぶ

骨盤調整ヨガ®講座に参加して ～ママの感想～

スラックラインに初挑戦 ～子どもの感想～

あひるくらぶ

託
児
の
様
子

マ
マ
は
ヨ
ガ
に
集
中

ひよこくらぶ
講座チラシ

あひるくらぶ
講座チラシ
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市民講座
これからの

お申込みを
お待ちしています

世
界
の
料
理
教
室

「
カ
ナ
ダ
の
家
庭
料
理
」感
想

�

北
條　

佳
代
子　

　

去
る
5
月
20
日
、
第
一
回
の
『
世

界
の
料
理
教
室
～
カ
ナ
ダ
』
に
参

加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
若

槻
の
成
人
学
校
で
英
会
話
講
師
を

さ
れ
て
い
る
イ
ア
ン
・
デ
イ
ビ
ッ

ド
ソ
ン
さ
ん
が
、
流
暢
な
日
本
語

で
故
郷
の
お
料
理
を
教
え
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

　

初
対
面
の
方
々
と
グ
ル
ー
プ
に
な

り
、『
メ
ー
プ
ル
サ
ー
モ
ン
』、
具
だ

く
さ
ん
の
『
チ
リ
ビ
ー
ン
ズ
』、
フ

ラ
イ
ド
ポ
テ
ト
に
た
っ
ぷ
り
チ
ー
ズ

が
の
っ
た
『
プ
ー
テ
ィ
ン
』
な
ど
3

城
山
史
跡
巡
り
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
講
座
❷

「
第
二
地
区
の
史
跡
巡
り
」

�

…
善
光
寺
周
辺
、城
山
は
宝
の
山

�

小
池　

延
幸　

　

6
月
6
日
に
元
長
野
市
誌
編
さ

ん
委
員
の
高
木
寛
さ
ん
の
案
内
で

石
碑
巡
り
を
し
ま
し
た
。
こ
の
地

に
数
多
く
の
文
人
（
一
茶
、
芭

蕉
、
良
寛
な
ど
）
が
訪
れ
、

こ
の
地
を
愛
し
、
句
碑
が

残
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
善

光
寺
地
震
（
1
7
0
年
程

前
）
の
際
に
は
、
善
光
寺

の
本
尊
が
現
在
の
城
山
公

園
の
北
側
に
移
さ
れ
、
如

来
遷
座
碑
が
残
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
水
内
大
社
（
県

社
）
の
脇
に
は
巨
大
な
明

城
山
史
跡
巡
り
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
講
座
❶

「
第
一
地
区
の
史
跡
巡
り
」に
参
加
し
て

�

向　

紀
男　

　

日
頃
運
動
不
足
気
味
の
私
に

と
っ
て
「
史
跡
を
観
な
が
ら
健
康

づ
く
り
」
は
、
ぴ
っ
た
り
の
企
画

で
素
晴
ら
し
い
内
容
で
し
た
。

　

資
料
も
わ
か
り
や
す
く
2
4
0

年
前
の
絵
地
図
と
合
わ
せ
観
な
が

ら
加
茂
神
社
を
ス
タ
ー
ト
。
説
明

を
聞
き
な
が
ら
史
跡
め
ぐ
り
を
し

て
、
各
所
に
残
る
石
碑
に
民
間
信

仰
の
様
子
が
伺
わ
れ
ま
し
た
。

　

特
に
「
口
留
番
所
」
は
明
治
5

年
ま
で
麻
・
漆
の
実
な
ど
の
出
入

り
を
取
り
締
ま
り
特
産
物
の
規
制

�

廣
澤　

伊
一
郎　

　

終
戦
か
ら
70
余
年
が
過

ぎ
、
表
向
き
は
平
和
で
自
由
な
社

会
に
見
え
る
が
、
真
に
そ
う
な
の

か
。

　

映
像
に
は
、
原
田
要
氏
の
長
野
市

浅
川
地
区
で
の
幼
少
期
か
ら
、
優
秀

な
ゼ
ロ
戦
パ
イ
ロ
ッ
ト
時
代
や
指

導
教
官
時
代
の
悲
惨
な
戦
争
体
験
、

ま
た
戦
後
の
幼
年
教
育
に
懸
け
る

思
い
な
ど
、
99
歳
で
亡
く
な
る
ま
で

品
を
調
理

し
ま
し
た

が
、
ど
れ

も
美
味
し

く
、
カ
ナ

ダ
の
風
土

を
感
じ
ら

れ
る
素
敵
な
メ
ニ
ュ
ー
ば
か
り
で
し

た
。
ま
た
、
珍
し
い
ス
パ
イ
ス
な
ど

も
教
え
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
簡
単
レ
シ
ピ
だ
っ

た
の
で
、
家
庭
で
作
っ

て
み
ま
し
た
が
、
家
族

に
も
大
好
評
で
し
た
。

　

今
後
も
こ
の
よ
う
な

企
画
が
あ
れ
ば
、
参
加

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

治
天
皇
駐ち

ゅ
う
ひ
つ蹕

の
碑
が
あ
る
こ
と
な

ど
、
案
内
い
た
だ
き
、
初
め
て
知

り
ま
し
た
。

　

善
光
寺
を
中
心
と
し
た
城
山
は

子
ど
も
の
時
か
ら
自
分
の
庭
と
ば

か
り
に
有
り
難
く
遊
ば
せ
て
い
た

だ
き
、
年
を
取
っ
て
か
ら
も
知
的

好
奇
心
を
満
た
し
て
く
れ
る
故
郷

で
あ
り
感
謝
で
す
。
同
様
の
講
座

を
ま
た
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

を
行
っ
た
と
の
こ
と
で

し
た
。

　

こ
の
講
座
に
参
加
し

な
け
れ
ば
知
る
こ
と
が

な
か
っ
た
郷
土
の
歴
史

や
行
き
来
す
る
人
々
の

様
子
も
目
に
浮
か
ん
で

き
ま
す
。

　

帰
宅
後
も
疑
問
点
は
参
考
書

や
ネ
ッ
ト
で

詳
し
く
知
り

そ
の
背
景
な

ど
を
伺
い
知

る
こ
と
が
で

き
、
そ
れ
も

又
楽
し
い
一

時
で
し
た
。

の
人
生
の
実
体
験
と
そ
の
思
い
が

克
明
に
表
現
さ
れ
て
い
た
。

　

原
田
氏
の
、「
戦
争
ほ
ど
人
道
に

反
し
た
残
虐
な
行
為
は
な
く
、
罪
悪

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
次
の
世
代

に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
我
々
に
残

さ
れ
た
使
命
だ
。」
と
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
に
、
強
い
使
命
感
を
お
ぼ
え
た
。

　

戦
争
反
対
へ
の
取
組
み
の
形
骸

化
が
垣
間
見
ら
れ
る
現
在
、「
平
和

を
願
う
新
た
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」

と
し
て
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
報

道
作
品
で
あ
る
。

　

冒
頭
の
疑
問
に
対
し
、
今
後
も

深
く
考
え
て
い
き
た
い
。

原
田 

要
　
平
和
へ
の
祈
り

「
元
ゼ
ロ
戦
パ
イ
ロ
ッ
ト
の

�

1
0
0
年
」感
想

市民講座への参加
ありがとうございます！

馬頭観音・不動明王

如来遷座碑（善光寺大地震）
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�

戸
隠
地
質
化
石
博
物
館
　
　

 
田
辺
　
智
隆
　

　

箱
清
水
遺
跡
の
発
見
後
、
各
地
で

弥
生
時
代
の
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
、
こ

の
時
代
の
研
究
が
進
む
よ
う
に
な
り

ま
す
。
弥
生
時
代
は
、
稲
作
や
青
銅

や
鉄
な
ど
の
金
属
利
用
等
、
中
国
大

陸
か
ら
の
新
し
い
技
術
が
持
ち
込
ま

れ
ま
し
た
。
長
野
県
に
は
、
お
も
に

東
海
地
方
か
ら
新
し
い
文
化
が
伝

わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
各
盆
地
で
稲

作
が
始
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で

独
自
の
文
化
が
育
っ
て
い
っ
た
も
の

と
さ
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
県
下
各
地
の
弥
生
土
器

が
研
究
さ
れ
、
土
器
の
形
式
を
も
と

に
、
地
域
ご
と
の
特
徴
や
関
連
性
が

明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し

て
、
そ
の
土
器
の
つ
く
ら
れ
て
き
た

順
序
を
考
え
る
「
土
器
の
編
年
」
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
中
で
箱
清
水
遺
跡
の
土
器
は
千
曲

川
中
流
の
佐
久
か
ら
飯
山
に
か
け
て

の
地
域
で
使
わ
れ
、
弥
生
時
代
後

期
（
約
1
8
0
0
～
1
7
0
0
年

前
）
を
代
表
す
る
典
型
的
な
土
器

だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
昭
和
11
年

（
1
9
3
6
）、
諏
訪
出
身
の
考
古
学

者
藤
森
栄
一
に
よ
っ
て
「
箱
清
水
式

土
器
」
と
命
名
さ
れ
た
の
で
す
。

　

弥
生
時
代
後
期
、
善
光
寺
平
で
は

稲
作
が
盛
ん
に
な
り
、
青
銅
や
鉄
な

ど
の
金
属
を
加
工
す
る
技
術
も
伝
わ

り
ま
し
た
。
大
き
な
集
落
が
で
き
、

さ
ら
に
＂
ク
ニ
＂
と
し
て
の
ま
と
ま

り
が
で
き
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。「
魏
志
倭
人
伝
」
に

記
さ
れ
た
、
卑
弥
呼
が
治
め
た
＂
邪

馬
台
国
＂
も
こ
の
＂
ク
ニ
＂
の
一
つ

で
す
。
そ
れ
ら
が
さ
ら
に
合
わ
さ
っ

て
、
大
き
な
古
墳
が
作
ら
れ
る
時
代

へ
と
移
り
か
わ
っ
て
い
く
の
で
す
。

　

弥
生
時
代
後
期
、
人
々
は
扇
状
地

の
末
端
な
ど
水
田
を
つ
く
り
や
す
く

日
当
た
り
の
よ
い
場
所
に
住
み
、
そ

の
集
落
跡
が
遺
跡
と
し
て
見
つ
か
る

こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
、

箱
清
水
遺
跡
の
あ
る
長
野
西
高
校
は

高
台
に
あ
り
、
深
田
町
一
帯
の
低
地

を
望
む
場
所
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
低

地
を
水
田
と
し
て
利
用
し
、
古
く
か

ら
稲
作
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
が
、
他
の
遺
跡
と
は
違
っ
た

一
面
を
も
っ
て
い
る
の
も
事
実
で
、

何
か
の
意
味
が
あ
る
場
所
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

明
治
時
代
に
女
学
校
が
建
て
ら

れ
、
そ
の
校
長
先
生
が
土
器
を
見
つ

け
、
長
野
県
を
代
表
す
る
弥
生
時
代

後
期
の
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
、
箱
清
水
式
土
器
と
名
付
け
ら
れ

た
ゆ
か
り
の
場
所
。
そ
の
後
の
調
査

で
は
、
縄
文
時
代
の
土
器
や
石
器
、

古
墳
時
代
や
平
安
時
代
の
土
器
な
ど

も
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
一
帯
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由

か
ら
人
々
が
暮
ら
し
を
続
け
て
き
た

場
所
で
し
た
。
時
代
ご
と
に
周
囲
の

風
景
も
変
わ
っ
て
い
っ
た
は
ず
で

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
、
ど
ん
な

人
々
が
何
を
考
え
て
暮
ら
し
て
い
た

の
か
、
想
像
し
て
み
る
と
お
も
し
ろ

い
で
す
ね
。

　

滝
区
に
は
約

4
5
0
世
帯
の

方
が
住
み
、
大

半
が
住
居
で
、

商
店
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま

せ
ん
。

　

善
光
寺
北
側
に
位
置
し
、
善
光
寺

北
、
南
往
還
道
に
挟
ま
れ
た
地
域
に

集
中
し
て
い
ま
す
が
、
地
附
山
頂
上

ま
で
が
滝
の
地
籍
に
な
る
た
め
面

積
と
し
て
は
広
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

善
光
寺
の
北
側
は
、
以
前
大
き

な
池
と
な
っ
て
お
り
、
堀
切
沢
を

開
削
し
て
三
輪
地
区
方
面
に
灌か

ん

漑が
い

し
、
干
上
が
っ
た
土
地
が
農
地
へ

と
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
田
ん

ぼ
は
軟
弱
な
地
盤
で
耕
作
時
は
足

を
取
ら
れ
て
大
変
で
あ
っ
た
よ
う

で
す
。
し
た
が
っ
て
今
で
は
ほ
と

ん
ど
が
宅
地
化
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

以
前
の
土
質
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て

い
る
た
め
、
少
し
掘
れ
ば
当
時
の

葦よ
し

な
ど
の
植
物
が
黒
変
し
た
状
態

で
出
て
き
ま
す
。

　

数
年
前
の
神
代
断
層
地
震
で
は

こ
の
軟
弱
地
の
た
め
に
集
中
し
て

被
害
が
出
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま

た
、
池
の
名
残
と
し
て
は
渡
し
船

を
留
め
る
た
め
と
い
わ
れ
る
船
繋

ぎ
石
が
あ
り
ま
す
。

　

お
宮
、
お
寺
も
あ
り
、
一
番
は

駒
形
嶽
駒
弓
神
社
が
地
附
山
中
腹

に
あ
り
ま
す
。「
こ
ま
ん
た
け
」
さ

ん
と
呼
ば
れ
上
松
5
区
の
鎮
守
と

し
て
、
お
祀ま

つ

り
し
て
い
ま
す
。
こ

の
お
宮
は
善
光
寺
と
関
係
が
深
く
、

童
堂
子
さ
ん
の
一
つ
の
行
事
と
し

て
、
善
光
寺
の
し
め
縄
、
松
飾
を

焼
く
お
駒
送
り
の
行
事
が
2
月
1

日
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
更
に
社

殿
の
造
り
は
撞し

ゅ

木も
く

造
り
で
、
善
光

寺
と
同
じ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

他
の
お
宮
と
し
て
は
駒
弓
神
社

の
西
方
に
、
金
毘
羅
宮
、
前
記
の
船

繋
ぎ
石
の
近
傍
に
大
神
宮
が
あ
り
、

春
祭
り
、
風
鎮
祭
、
新
嘗
祭
と
行
っ

て
い
ま
す
。
最
後
に
も
う
一
つ
、
古

い
お
寺
が
法
泉
院
で
地
元
で
は
お

不
動
さ
ん
と
呼
ば
れ
る
お
寺
で
、
18

世
紀
ご
ろ
善
光
寺
か
ら
移
さ
れ
て

き
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

結
び
と
し
て
、
伝
統
行
事
も
大

切
に
し
、
新
し
い
地
区
お
こ
し
も

い
ろ
い
ろ
模
索
し
な
が
ら
、
子
ど

も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
滝
に
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

連
載
②「
箱
清
水
式
土
器
の
発
見
・
命
名
も
の
が
た
り
」

足
も
と
か
ら
知
る
わ
が
町
の
成
り
立
ち

足
も
と
か
ら
知
る
わ
が
町
の
成
り
立
ち

シ
リ
ー
ズ 

我
が
町
　
滝
　 

区
長　

小
林　

昭
彦

千
曲
川
流
域
に
広
が
っ
た
箱
清
水
式
土
器

長野西高の高台が遺跡
手前の低地は農地だった

滝村の旗
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世
は
、「
働
き
方
改
革
」。
生
産
年
齢

人
口
の
減
少
に
直
面
し
、
主
要
国
の
中

で
も
低
い
と
さ
れ
る
労
働
生
産
性
を
上

げ
て
、
労
働
時
間
の
縮
減
、
休
暇
の
取

得
に
つ
な
げ
、
多
様
で
柔
軟
な
働
き
方

を
実
現
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

年
齢
や
性
別
な
ど
に
関
係
な
く
、
意

欲
の
あ
る
人
が
、
相
互
に
認
め
合
い
な

が
ら
、
生
き
生
き
と
働
け
る
労
働
環
境

へ
と
見
直
す
機
会
に
な
れ
ば
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
、
自
分
磨
き
に
公
民
館
も

ご
活
用
を
。�

（
北
條
）

あちこちスナップ

城
山
公
民
館  

歴
史
シ
リ
ー
ズ

城
山
公
園

城
山
公
園

城
山
公
園

城
山
公
園そ

の
1

　

広
く
長
野
市
民
に
親
し
ま
れ
て

き
た
城
山
公
園
が
、
今
大
き
く
生

ま
れ
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

大
噴
水
や
花
時
計
、
信
濃
美
術

館
な
ど
、
往
年
の
姿
が
懐
か
し
く

脳
裏
に
浮
か
び
ま
す
。

　

さ
て
、
市
民
憩
い
の
場
所
「
城

山
公
園
」
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う

な
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
の
で
し
ょ

う
か
。
城
山
公
園
が
姿
を
変
え
る

前
に
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
を
た
ど

り
、
長
く
記
憶
に
と
ど
め
て
お
き

た
い
と
考
え
、歴
史
シ
リ
ー
ズ「
城

山
公
園
」
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　
　
　
　
　

▼

　

城
山
公
園
は
、
そ
の
一
帯
が
同

時
期
に
作
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。時
代
の
変
遷
と
と
も
に
、

徐
々
に
そ
の
姿
を
形
作
っ
て
い
っ

た
の
で
す
。

　

中
世
に
遡

さ
か
の
ぼる

と
、
広
く
長
野
盆

地
を
見
渡
せ
る
絶
好
の
地
の
利
を

生
か
し
て
横
山
城
が
築
か
れ
、
川

中
島
の
戦
い
で
は
上
杉
方
の
城
と

さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
12
年
に
は
横
山
城
主
郭
址

に
健た

け
み
な
か
た
と
み
の
み
こ
と
ひ
こ
か
み
わ
け

御
名
方
富
命
彦
神
別
神
社
が

遷う
つ

さ
れ
県
社
と
な
り
ま
し
た
。

　

明
治
14
年
に
は
、
現
在
の
城
山

公
民
館
南
に
信
濃
招
魂
社
が
創
建

さ
れ
、
西
南
戦
争
の
県
下
戦
死
者

1
4
0
人
を
祀ま

つ

り
、
後
に
日
清
・

日
露
戦
争
の
戦
没
者
が
合ご

う

祀し

さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
信
濃
招
魂
社
は
昭

和
18
年
に
現
在
地
（
少
年
科
学
セ

ン
タ
ー
北
）
に
遷せ

ん

座ざ

し
ま
し
た
。

　

明
治
15
年
に
は
、長
野
公
園（
現

善
光
寺
東
公
園
）
の
開
園
式
が
行

わ
れ
、
後
に
ガ
ス
灯
6
基
も
設
置

さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
明
治
20
年
、
城
山
館

が
現
城
山
公
民
館
の
場
所
に
開
館

し
、
宴
会
・
集
会
・
演
説
会
な
ど

が
盛
ん
に
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
こ
れ
が
後
の
長
野
市

公
会
堂
の
前
身
で
す
。

　
　
　
　
　

▼

　

城
山
公
民
館
の
東
に
は
、
斜
面

一
帯
に
素
晴
ら
し
い
枝
ぶ
り
の
赤

松
が
植
え
ら
れ
た
公
園
が
整

備
さ
れ
て
い
ま
す
。
見
事
な

松
は
手
入
れ
が
行
き
届
き
、

美
し
い
景
観
を
見
せ
て
い
ま

す
。
実
は
、こ
の
公
園
こ
そ
、

時
の
東
宮
殿
下
（
後
の
大
正

天
皇
）
の
御
慶
事
（
御
成
婚
）

を
お
祝
い
す
る
た
め
、
長
野

市
が
明
治
36
年
に
新
設
し
た

御
慶
事
記
念
公
園
な
の
で
す
。

　

各
所
に
配
置
し
た
石
は
駒
个

岳
・
浅
間
山
よ
り
、
植
え
込
ん
だ

桜
・
松
・
紅
葉
な
ど
は
多
く
を
東

京
か
ら
と
り
よ
せ
て
造
園
さ
れ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

一
見
、
盆
景
を
見
る
よ
う
な
佇

た
た
ず

ま
い
で
、
一
般
の
公
園
と
比
べ
異

質
な
感
じ
が
し
ま
す
が
、
実
は
そ

こ
に
は
深
い
わ
け
が
あ
り
ま
し
た
。

　

明
治
11
年
、
明
治
天
皇
が
長
野

町
巡
幸
の
時
に
、
城
山
か
ら
見
渡

す
景
色
を
「
佳
境
で
あ
る
」
と
表

現
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
眼
下
に

千
曲
川
・
犀
川
を
望
み
、
古
戦
場

や
4
郡
の
山
々
を
一
望
で
き
る
絶

景
の
地
で
あ
っ
た
か
ら
で
し
た
。

　

御
慶
事
記
念
公
園
は
絶
景
の
大

自
然
を
借
景
と
し
つ
つ
も
、
こ
れ

ら
の
景
色
よ
り
広
く
大
き
く
、
し

か
も
自
然
に
見
せ
る
手
法
で
、
公

園
そ
の
も
の
を
眼
下
の
景
色
に
調

和
融
合
さ
せ
る
よ
う
に
周
到
に
設

計
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

改
め
て
公
園
を
散
策
す
れ
ば
、

滝
の
趣
を
演
出
す
る
石
の
配
置
や

そ
の
下
の
州す

浜は
ま

・
干ひ

潟が
た

な
ど
の
多

く
の
工
夫
に
、
東
京
か
ら
招
か
れ

た
名
の
あ
る
庭
師
の
心
意
気
に
ふ

れ
、
深
い
感
動
を
お
ぼ
え
ま
す
。

折
々
日
記

「
地
域
の
多
幸
を
祈
る
秋
」

 

山
口　

美
緒

　

8
月
下
旬
か
ら
10
月
に
か
け

て
、
各
地
区
の
神
社
で
は
秋
季
例

大
祭
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
町
の

要
所
に
赤
い
提
灯
が
連
な
り
、
神

輿
連
や
神
楽
行
列
が
賑
々
し
く
町

を
練
り
歩
き
ま
す
。
毎
日
の
よ
う

に
打
ち
上
が
る
花
火
に
、
移
住
し

て
き
た
当
初
、大
変
驚
き
ま
し
た
。

　

地
域
の
み
な
さ
ん
が
、
そ
の
大

切
な
お
祭
の
た
め
に
細
や
か
な
気

配
り
を
さ
れ
な
が
ら
粛
々
と
準
備

を
進
め
ら
れ
て
い
く
様
子
や
、
お

祭
に
集
う
地
域
の
方
の
う
れ
し
そ

う
な
表
情
を
見
て
い
る
と
、
県
庁

所
在
地
で
あ
る
長
野
市
、
ま
た
第

二
地
区
と
い
う
大
き
な
地
域
で
は

あ
り
ま
す
が
、
も
と
は
小
さ
な

村
々
で
、
い
ま
な
お
、
そ
う
し
た

小
さ
な
村
々
が
息
づ
い
て
い
る
こ

と
を
感
じ
て
感
慨
深
く
も
あ
り
ま

す
。

　

慣
れ
て
し
ま
う
と
当
た
り
前
の

年
中
行
事
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
う
し
て
遠
巻
き
に
し
た
が
た
め

に
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
時
代
や
地

域
も
あ
り
ま
す
。
地
域
に
暮
ら
す

人
た
ち
が
と
も
に
秋
の
収
穫
や
無

事
を
氏
神
様
に
感
謝
す
る
行
事
。

こ
ん
な
美
し
い
文
化
が
長
く
続
き

ま
す
よ
う
に
と
、
願
う
ば
か
り
で

す
。
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