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葡
萄
轍
ぼ
噺
柾
郷
坐
が
G
や
ぎ
が
I

斎
藤
大
野
市
長

　

秀峯荒島岳も、九頭龍の清流も太古の姿さながらに、昭和三十二年の元朝は

明け初めた。市制いらい三年の短時旧に、合併に。期待した諸々の事業はなしと

げられっs・、ある。これぞ、市民一丸となっての努力の結実以外の何ものでもな

い。ことし、酉年にちなみ、遥か東天を望んで焼を告ぐる鶏のように、清明と

勇気をみなぎらせっゝ、理想郷大野市の建諏こ邁進しようではないか。

年
頭
の
こ
と
ば

　

市
長
斎
藤
重
綿

　

輝
か
し
い
昭
和
三
十
二
年
の
元

旦
に
当
り
、
親
愛
な
る
市
民
の
皆

さ
ま
に
謹
ん
で
年
頭
の
ご
あ
い
さ

つ
を
申
し
あ
げ
ま
す
。

　

玄
ず
皆
さ
ま
が
一
家
そ
ろ
つ
て

御
健
康
で
希
望
に
満
ち
た
新
年
を

お
迎
え
に
な
り
’
‘
し
た
こ
と
を
む

か
ら
お
よ
ろ
こ
び
申
し
あ
げ
ま
す

　

わ
が
大
野
市
が
四
万
五
千
市
民

総
親
和
の
も
と
に
、
大
き
な
希
望

に
も
え
て
発
足
い
た
し
ま
し
て
か

ら
、
は
や
四
年
目
の
新
年
を
迎
え

た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
顧
り
み
ま

す
と
市
制
早
々
ま
こ
と
に
あ
わ
た

尤
し
い
う
ち
に
終
始
し
た
と
は
申

せ
、
そ
の
間
建
設
五
ヵ
年
計
画
に

基
い
て
市
政
全
般
を
進
め
て
ま
い

り
ま
し
た
が
、
市
民
各
位
の
絶
大

な
る
御
理
解
と
御
協
力
に
よ
っ
て

1
々
成
果
を
あ
げ
っ
つ
あ
り
ま
す

こ
と
を
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　

最
近
全
国
的
に
地
方
財
政
が
急

坦
を
告
げ
、
わ
が
大
野
市
も
そ
の

例
に
も
れ
ず
、
足
り
な
い
財
政
を

有
効
に
使
う
べ
く
、
昨
年
来
消
費

的
経
費
を
極
力
節
減
し
、
こ
れ
を

主
と
し
て
建
設
的
事
業
に
注
ぎ
、

新
市
建
設
の
意
欲
を
事
業
面
に
盛

り
あ
げ
る
よ
う
努
力
し
て
き
た
の

で
あ
り
ま
す
。

　

本
年
も
同
じ
方
針
で
教
育
施
設

の
充
実
、
産
業
の
振
興
お
よ
び
亦

通
網
の
整
備
拡
充
の
三
大
事
業
と

市
街
地
の
防
火
用
水
利
、
農
村
仙

帯
の
簡
易
水
道
お
よ
び
部
落
連
絡

電
話
等
の
施
設
を
充
実
す
る
計
而

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
大
野
市
百

年
の
大
計
上
、
市
の
将
来
を
に
た

う
青
少
年
の
育
成
は
最
も
重
要
で

あ
り
、
田
園
都
市
と
し
て
特
異
か

形
態
を
持
つ
大
野
市
発
展
の
基
肪

は
、
農
林
産
物
の
増
産
を
図
り
、

都
市
部
と
農
村
部
が
相
互
に
協
f

し
乍
ら
共
に
発
展
を
期
す
こ
と
に

あ
り
、
こ
れ
が
大
野
市
建
設
の
目

的
に
も
添
い
、
さ
ら
に
道
路
、
醤

り
よ
う
を
整
備
拡
充
し
て
物
資
の

交
流
を
こ

地
域
の
距
離
感
を
な
く
す
る
こ
A
J

が
産
業
振
興
の
上
に
最
も
有
効
摘

切
な
手
段
で
あ
る
と
信
ず
る
の
で

あ
り
ま
す
。

　

そ
の
他
、
市
民
が
文
化
的
な
明

る
い
生
活
を
維
持
す
る
上
に
必
要

な
措
置
は
財
政
の
許
す
限
り
に
お

い
て
最
大
限
度
に
実
施
し
て
ま
い

り
ま
す
が
、
理
想
の
都
市
と
し
て

発
展
す
る
に
は
、
こ
ん
ご
幾
多
の

困
難
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
市

民
各
位
の
一
段
の
御
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

い
わ
ば
本
年
は
過
去
三
ヵ
年
の

業
績
を
冷
静
に
判
断
し
、
市
建
設

五
ヵ
年
計
画
に
も
再
検
討
を
加
う

べ
き
年
で
あ
り
ま
す
。
当
初
に
お

い
て
は
理
想
的
な
計
書
で
あ
っ
て

も
、
時
世
の
変
転
と
市
民
の
要
望

に
即
し
、
こ
れ
を
さ
ら
に
理
想
的

な
も
の
に
改
め
る
こ
と
こ
そ
新
大

野
市
建
設
の
た
め
忘
れ
て
な
ら
な

い
こ
と
と
信
ず
る
の
で
あ
り
ま
す

　

な
お
市
民
多
年
の
宿
願
で
あ
っ

た
越
美
北
線
工
事
並
び
に
君
が
代

橋
の
永
久
橋
工
事
も
い
よ
い
よ
着

工
の
運
び
に
至
り
ま
し
た
こ
と
は

誠
に
よ
ろ
こ
び
に
た
え
ま
せ
ん
。

　

ま
た
目
下
、
市
民
の
大
き
な
話

題
と
な
っ
て
い
ま
す
置
県
い
ら
い

の
大
工
事
で
あ
る
北
陸
電
力
株
式

会
社
の
発
電
所
誘
致
に
っ
い
て
も

各
機
関
の
協
力
に
よ
り
ま
し
て
い

よ
い
よ
着
工
が
決
定
と
な
り
、
あ

と
は
関
係
地
元
民
の
方
々
と
の
用

地
買
収
に
つ
い
て
の
接
し
よ
う
を

残
す
の
み
と
な
り
ま
し
た
こ
と
は

大
野
市
の
前
途
に
大
き
な
光
明
を

与
え
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
各

位
と
共
に
大
い
に
意
を
強
く
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
と
申

し
ま
す
。
希
望
に
輝
く
昭
和
三
十

二
年
の
元
旦
に
当
り
、
本
年
の
計

迢
と
希
望
を
申
し
述
べ
ま
し
て
市

民
各
位
の
御
理
解
と
御
協
力
を
お

願
い
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
に
市
民
各
位
の
御
健
康
と

御
幸
福
を
お
祈
り
し
て
年
頭
の
祝

辞
と
い
た
し
ま
す
。

新
春
を
迎
え
て

大
野
市
議
会
議
長祭

本
遠
也

岸本議長

　

霊
峰
荒
島
に
初
日
の
太
陽
が
高

ら
か
に
輝
き
わ
た
る
昭
和
三
十
二

年
の
新
春
を
つ
っ
が
な
く
お
迎
え

な
さ
い
ま
し
た
市
民
の
皆
さ
ま
に

心
か
ら
御
祝
詞
申
し
上
げ
ま
す
。

　

か
え
り
み
ま
す
と
き
、
国
家
的

に
は
日
ソ
の
平
和
条
約
が
な
り
、

待
望
久
し
か
っ
た
国
連
加
盟
も
実

現
し
て
国
際
場
裡
に
お
け
る
日
本

の
活
躍
も
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

大
野
市
に
お
き
ま
L
て
も
下
庄

小
学
校
の
鉄
筋
校
舎
の
完
成
を
始

め
、
幾
多
の
学
校
の
新
改
築
や
農

業
試
験
室
の
設
置
、
道
路
の
改
修

等
み
る
べ
き
も
の
が
相
当
あ
っ
た

の
で
あ
り
ま
す
。
本
年
は
よ
り
一

別
発
展
の
た
め
の
基
礎
事
業
を
多

く
か
か
え
る
こ
と
に
な
り
玄
し
た

　

越
美
北
線
は
昨
年
の
一
億
予
算

に
加
え
て
、
木
年
は
四
億
円
を
獲

得
し
事
業
推
進
に
拍
車
を
か
け
る

計
画
で
あ
り
ま
す
。
北
陸
電
力
の

九
頭
龍
水
系
大
野
地
係
に
お
い
て

開
発
さ
れ
る
四
万
七
千
キ
ロ
の
水

力
発
電
所
の
建
設
や
、
君
が
代
橋

の
永
久
橋
と
し
て
の
か
け
替
え
工

寓
・
な
ど
、
市
予
算
外
の
大
工
事
が

次
か
ら
次
へ
と
進
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
内
政
（
市

予
算
）
関
係
に
お
き
ま
し
て
も
有

終
酉
小
学
校
の
新
築
工
事
、
五
箇

阪
谷
、
富
田
統
合
中
学
校
建
設
の

大
問
題
を
筆
頭
に
、
多
く
の
増
改

築
校
舎
を
か
か
え
、
商
工
業
の
振

興
、
農
林
産
物
の
増
収
施
策
、
道

路
、
橋
の
改
修
な
ど
、
よ
っ
て
市

民
生
活
の
安
定
を
き
た
し
め
る
各

種
の
方
策
を
、
不
足
勝
な
財
政
を

も
っ
て
有
効
適
切
に
行
使
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
信
じ
て
お
り
ま

す
。
我
ら
議
員
三
十
名
は
皆
さ

ん
の
代
表
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
角

度
か
ら
よ
く
市
政
運
営
に
協
力
し

御
期
待
に
添
い
た
い
と
念
じ
て
お

る
の
で
あ
り
ま
す
。
市
民
の
皆
さ

玄
、
四
万
五
千
人
が
一
丸
と
な
り

こ
の
大
野
を
し
て
明
朗
で
1
か
た

住
み
よ
い
ふ
る
さ
と
と
し
よ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
一
層
の
御
協

力
を
希
い
新
年
の
あ
い
さ
っ
と
い

た
し
ま
す
。



第17回定例市議会

一
般
会
計

追
加
更
生

予
算
案
な
ど

七
議
案
を
可
決

第
十
七
回
定
例
市
議
会
は
十
二
月
二
十
日
、
大
野
市
役
所
下
庄

出
張
所
で
開
か
れ
、
議
席
の
変
更
、
常
任
委
員
の
改
選
を
行
い

昭
和
三
十
一
年
度
大
野
市
一
般
会
計
追
加
更
正
予
算
案
（
第
二

次
）
な
ど
七
議
案
を
可
決
し
、
さ
ら
に
、
二
分
九
件
の
請
願
書

を
上
提
、
各
常
任
委
員
会
に
付
託
、
午
後
五
時
七
分
閉
会
し
た

　
　
　

二
十
日
午
後
零
時
三
十
分
西

川
副
議
長
が
開
会
を
宣
言
（
岸
本
議

長
欠
席
の
た
め
）
ま
ず
高
田
新
左
衛

門
氏
を
紹
介
、
高
田
議
員
か
ら
あ
い

さ
つ
が
あ
っ
た
。

つ
い
で
四
方
議
員
か
ら
議
席
の
変
更

常
任
委
員
の
交
代
の
動
議
が
で
て
、

議
席
の
変
更
と
常
任
委
員
会
の
委
員

の
交
代
を
な
し
（
議
席
番
号
、
常
任

委
員
会
の
割
振
り
は
六
頁
を
参
照
）

議
事
に
入
っ
た
。

議
決
と
な
っ
た
議
案
の
あ
ら
ま
し
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

①
議
案
第
四
十
七
号
、
昭
和
三
十

　

一
年
度
一
般
会
計
追
加
更
正
予
算
、

総
額
二
百
九
十
八
万
一
千
六
百
九
十

四
円
で
、
歳
入
は
▽
財
産
売
払
代

金
九
十
一
万
三
千
八
百
円
（
旧
小
学

校
校
舎
の
一
部
払
下
代
金
そ
の
他
、

国
庫
補
助
金
、
四
十
六
万
七
千
八
百

九
十
四
円
、
蕨
生
小
学
校
改
築
国
庫

補
助
の
決
定
に
よ
る
も
の
）
▽
市

債
百
六
十
万
円
と
な
っ
て
い
る
。

歳
出
は
▽
議
会
費
六
万
円
｛
議
員
調

査
研
究
費
｝
▽
市
役
所
費
三
十
五

万
円
▽
電
源
開
発
誘
致
、
越
美
北

線
の
着
工
促
進
費
▽
教
育
費
二
百

六
万
七
千
八
百
九
十
四
円
（
下
庄
、

上
庄
。
蕨
生
、
小
山
の
各
小
学
校
の

校
舎
新
改
築
費
不
足
分
）
▽
社
会
労

働
施
設
費
三
十
一
万
一
千
円
（
市
営

住
宅
第
一
号
改
築
費
）
▽
産
業
経

済
費
十
五
万
）
円
発
電
所
誘
致
対
策

費
）
▽
選
挙
費
四
万
二
千
八
百
円

　

（
市
議
補
欠
選
挙
費
）

　

③
議
案
第
四
十
八
号
、
雨
量
通
報

所
の
建
物
を
運
輸
省
に
寄
附
し
て
、

こ
ん
ご
の
維
持
管
理
は
同
省
で
行
な

つ
て
r
。
＾
＾
C
＼
＾
＾
＾
こ
と
に
し
た
。

④
議
案
第
四
十
九
号
、
欠
員
と
な

っ
て
い
た
監
査
委
員
の
選
任
を
近
藤

由
太
郎
氏
に
同
意
。

④
議
案
第
五
十
号
、
前
教
育
長
滝

波
与
六
氏
退
職
に
よ
る
退
職
手
当
の

支
給
額
を
十
五
万
円
議
決
し
た
。

　

⑤
議
案
第
五
十
一
号
、
職
員
の
給

与
条
例
の
一
部
を
改
正
し
、
期
末
手

当
の
支
給
額
百
分
の
二
百
を
、
百
分

の
二
百
三
十
に
改
め
た
。

　

④
議
案
第
五
十
二
号
、
上
庄
小
学

校
屋
内
運
動
場
改
築
工
費
の
契
約
を

議
会
の
同
意
を
得
て
木
契
約
と
し
た

　

⑦
議
案
第
五
十
三
号
、
特
別
会
計

国
民
健
康
保
険
の
更
正
予
算
、
本
所

と
五
笥
の
一
部
。

み
ん
な
で
楽
し
い
お
正
月
を

（、市立保育園を慰問した池田助役ら）

　

市
内
に
は
身
寄
り
の
な
い
気
の
毒

な
方
や
、
生
活
に
困
っ
て
い
る
方
が

た
ぐ
さ
ん
あ
る
。
去
る
十
二
月
三
日

か
ら
二
十
三
日
ま
で
の
社
会
福
祉
強

制
月
間
に
、
市
役
所
と
大
野
市
社
会

福
祉
協
議
会
が
協
力
し
、
市
内
の
恵

ま
れ
な
い
方
々
を
慰
問
し
た
。
池
田

助
役
と
社
会
福
祉
協
議
会
長
西
川
長

農
助
氏
、
民
生
課
長
ら
が
、
日
の
出

善
隣
館
、
母
子
寮
、
和
光
園
、
市
立

保
育
園
を
訪
問
、
み
ん
な
元
気
で
楽

し
い
お
正
月
を
迎
え
て
下
さ
い
と
か

ん
詰
、
石
け
ん
や
、
お
肉
、
学
用
品

ゴ
ム
マ
y
、
’
マ
な
ど
を
贈
っ
た
。

贈
る
者
と
、
贈
ら
れ
る
者
と
の
間
に

明
る
い
人
情
絵
巻
が
く
り
ひ
ろ
ら
げ

れ
た
の
は
印
象
的
だ
っ
た
。

婦
ら
’

毛糸の工夫・

毛
糸
は
玉
に
ま
き
と
る
よ

り
、
箱
の
中
に
た
ぐ
り
込

ん
で
置
き
ま
す
と
、
ふ
っ
く
ら
と

毛
糸
の
味
を
損
わ
ず
に
よ
い
も
の

で
す
が
、
編
ん
で
い
る
う
ち
、
何

か
の
は
ず
み
に
下
や
横
の
毛
糸
が

っ
い
て
き
て
、
も
っ
れ
て
し
ま
い

ま
す
。
そ
れ
で
小
豆
を
一
握
り
ほ

ど
毛
糸
の
上
に
ば
ら
ま
い
て
み
ま

し
た
所
、
豆
の
重
み
で
毛
糸
が
う

き
上
り
ま
せ
ん
の
で
安
心
し
て
編

め
ま
す
。
大
豆
を
入
れ
て
奄
よ
い

わ
け
で
す
。

市報が特選に入る

県
下
広
報
紙
コ
ン
ク
ー
ル
で

本
年
度
の
県
下
広
報
紙
ユ
ｙ

ク
ー
ル
で
大
野
市
報
が
第
一

位
に
入
選
し
た
。
こ
れ
で
次

は
全
国
広
報
紙
＝
ン
ク
ー
ル

に
参
加
で
き
る
が
、
こ
れ
も

偏
え
に
市
民
の
皆
さ
ん
の
変

ら
な
い
御
指
導
と
御
協
力
の
お
か
げ

と
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
こ
ん
ご
も

よ
ろ
し
く
御
鞭
捷
く
だ
さ
い
。

▽
市
の
部
一
位
（
大
野
市
）
大
野

市
報
二
位
（
福
井
市
）
市
政
週
報

三
位
（
武
生
市
）
広
報
た
け
ふ

新
入
学
児
童
を

持
つ
御
家
庭
へ

　

こ
と
し
小
学
校
へ
新
入
学
す
る
お

子
さ
ま
は
「
人
野
市
内
に
住
ん
で
い

て
、
昭
和
二
十
五
年
四
月
二
日
か
ら

昭
和
二
十
六
年
四
月
一

日
ま
で
の
間
に
生
れ
た

方
」
で
す
。

　

こ
れ
に
、
あ
て
は
ま

る
お
子
さ
ま
の
御
家
庭
へ
は
、
一
月

末
日
迄
に
お
知
ら
せ
い
た
し
室
す
が

万
一
、
通
知
が
届
か
な
か
っ
た
場
合

は
、
直
ち
に
市
教
育
委
員
会
、
玄
た

は
市
役
所
の
各
出
張
所
へ
申
し
で
て

下
さ
い
。

　

な
お
、
お
子
さ
ま
が
病
弱
、
あ
る

い
は
、
発
育
不
完
全
、

そ
の
他
や
む
を
得
な
い

事
情
の
た
め
就
学
困
難

の
場
合
は
医
師
の
証
明

書
、
ま
た
は
そ
の
理
由
を
証
明
し
た

書
類
を
添
え
て
就
学
猶
予
、
ま
た
は

免
除
願
を
市
教
育
委
員
会
へ
出
し
て

下
さ
い
。 よ

い
木
を
選
ぶ

コ
ン
ク
ー
ル

　

林
の
中
で
普
通
の
木
よ
り
と
び
抜

け
て
生
長
も
よ
く
樹
冠
奄
狭
く
、
形

質
の
よ
い
木
を
選
ぶ
ユ
ン
ク
ー
ル
か

県
が
行
う
事
に
な
り
、
応
募
者
に
は

褒
賞
が
あ
た
る
。

▽
樹
種
ス
ギ
、
ア
カ
マ
ツ
、
ク
ロ

マ
ツ
、
ヒ
ノ
キ

▽
樹
齢
二
十
年
以
上
（
二
十
一
四
十

年
生
）

▽
募
集
期
間
昭
和
三
十
一
年
十
一

月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
二
年
八
月
末

日
ま
で

▽
適
格
条
件
成
長
が
極
め
て
早
い

こ
と
、
周
囲
の
木
に
比
較
し
て
胸
高

直
径
、
或
い
は
樹
高
が
著
し
く
大
政

い
こ
と
。
候
補
木
を
中
心
と
し
て
、

同
一
環
境
と
見
ら
れ
る
区
域
（
半
径

三
～
六
間
の
円
で
約
二
十
本
前
後
）

内
で
、
候
補
木
に
つ
ぐ
胸
高
、
直
径

の
大
き
い
三
大
木
の
平
均
材
積
よ
り

も
候
補
木
の
材
積
が
五
割
以
上
9

ギ
は
四
割
）
大
き
い
こ
と
が
必
要

▽
申
込
み
は
市
役
所
林
務
課
へ

政
見
鶏

正
月
行
事

の
中
で
こ

と
し
肪
一

番
に
新
生
活
運
動
の
槍
玉
に
上
っ
た

の
は
門
松
で
あ
る
。
中
に
は
「
ど
う

も
松
を
飾
ら
な
い
と
正
月
気
分
が
出

な
い
」
と
お
っ
し
や
る
御
仁
屯
あ
ろ

う
が
、
門
松
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は

ぜ
ひ
一
考
を
要
し
た
い
ｙ
門
松
の
起

り
は
色
々
い
わ
れ
て
い
る
が
、
民
俗

学
に
よ
る
と
、
歳
の
神
霊
を
よ
び
ょ

せ
て
宿
ら
せ
る
た
め
の
依
代
（
ヨ
ｙ

ジ
ロ
）
で
神
社
の
祭
に
立
て
る
ノ
ボ

ジ
、
ハ
タ
、
フ
キ
ナ
ガ
ジ
や
、
所
々

に
あ
る
神
木
と
同
じ
系
統
に
入
る
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
門
松
に
使
う
木

の
・
種
類
も
実
に
種
々
雑
多
で
必
ず
し

も
松
と
は
き
室
っ
て
い
な
い
。
▼
天

龍
川
流
域
で
は
ト
ヂ
、
ス
ギ
、
タ
ケ

を
、
山
形
県
の
一
部
で
は
ナ
ラ
、
ツ

パ
キ
、
ホ
ウ
、
ミ
ズ
キ
を
、
山
口
県

や
宮
崎
県
で
は
松
以
外
の
木
し
か
使

わ
な
い
。
そ
し
て
立
て
る
場
所
に
し

て
も
、
長
野
県
や
岐
阜
県
の
北
部
で

は
部
屋
の
玄
ん
中
に
松
を
ク
リ
ス
マ

ス
ツ
リ
ー
の
様
に
飾
っ
て
立
て
る
し

三
河
の
山
岳
地
帯
で
は
家
の
前
庭
に

立
て
て
い
る
。
ま
た
昔
の
京
都
で
は

宮
中
を
は
じ
め
貴
族
の
家
に
は
松
は

一
さ
い
飾
っ
て
い
な
い
▼
こ
う
し
て

見
て
く
る
と
「
門
松
は
松
の
木
を
使

っ
て
玄
関
に
立
て
る
も
の
だ
」
と
い

う
考
え
方
は
極
め
て
固
定
し
た
考
え

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
頭
の
固
定

観
念
の
固
執
は
新
し
い
時
代
を
作
る

力
に
な
ら
な
い
。
新
生
活
運
動
の
佩

の
目
的
は
、
新
し
い
時
代
を
作
る
に

ふ
さ
わ
し
い
頭
の
持
主
を
作
る
こ
と

に
あ
る
。



君が代橋

いよいよ着工 産
業
の
大
動
脈

君
が
代
橋
は
大
野
市
の
中
央
を
貫
き

岐
阜
県
に
通
ず
る
唯
一
の
二
級
国
道

に
か
か
る
重
要
な
橋
り
よ
う
で
あ
り

中
部
地
方
の
表
日
本
と
裏
日
本
を
結
ぶ
産
業
発
展
の
大

動
脈
で
も
あ
る
。
菖
蒲
池
と
井
の
口
地
係
に
か
か
る
こ

の
橋
は
老
朽
も
甚
だ
し
く
市
を
挙
げ
て
こ
の
架
け
替
え

の
請
願
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
多
年
の
念
願
も
か
な
っ

て
い
よ
い
よ
永
久
橋
が
架
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
・

去
る
十
二
月
十
日

着
工
、
総
額
八
千

九
百
万
円
を
費
し
、
昭
和
三
十
三
年

三
月
末
に
完
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
こ
の
橋
は
現
在
の
位
置
よ
り

百
米
下
流
に
か
か
り
現
在
の
橋
よ
り

長
さ
は
一
米
短
か
く
な
る
が
、
幅
は

二
米
広
ま
り
、
三
十
一
米
ご
と
に
橋

篆
が
で
き
、
こ
れ
に
一
千
八
百
万
円

を
要
し
、
こ
と
し
三
月
未
完
成
す
る

予
定
で
あ
る
。

賀
歌

真
名
短
歌
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
田
広

星
さ
ゆ
る
夜
寒
を
踏
め
ば
自
転
車
の

ラ
イ
ト
に
流
る
る
ほ
の
白
き
霧

　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
龍
雄

高
原
を
過
ぐ
れ
ば
洞
爺
の
湖
展
け
昭

和
新
山
に
煙
あ
が
れ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
原
貞
一

日
章
旗
に
初
日
輝
き
こ
フ
ル
ド
を
さ

し
て
ゆ
ぐ
ら
む
宗
谷
海
鷹

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
井
楚
扇

天
つ
め
は
天
冠
揺
れ
て
而
照
ら
し
月

宮
の
さ
ま
の
賞
で
た
か
り
け
り

（
J
‘
真
名
短
歌
会
へ
入
会
希
望
の
方

　

は
中
狭
大
畑
草
雨
ま
た
は
最
寄
会

　

員
へ
連
絡
下
さ
い

」
今
月
の
行
參

上
旬
△
農
業
指
導
連
絡
会
△
大

野
地
域
国
保
再
開
婦
人
研
究
会
△

大
野
地
域
岡
保
再
開
第
二
回
促
進
委

員
会
中
旬
△
大
野
地
域
国
保
再
開

第
三
回
促
進
委
員
会
十
五
日
△
成

人
の
日
下
旬
△
大
野
地
域
国
保
再

開
第
四
回
促
進
委
員
会
△
臨
時
市

議
会
△
農
事
振
興
部
落
座
談
会

中
津
川
と
新
在
家
に
二
十
戸

ス
マ
ー
ト
な
市
営
住
宅

　

総
工
費
五
百
四
十
五
万
円
で
市
営

住
宅
二
十
戸
の
建
築
を
急
い
で
い
た

が
、
十
一
月
末
中
津
川
に
十
五
戸
、

新
在
家
に
五
戸
が
新
築
さ
れ
た
。

市
民
の
住
宅
難
を
解
消
す
る
と
と
も

に
、
市
民
福
祉
の
向
上
を
図
る
目
的

で
、
第
一
種
住
宅
建
坪
十
一
坪
、
間

取
り
六
畳
間
二
室
の
五
戸
が
新
在
家

に
、
第
二
種
庄
宅
、
建
坪
九
坪
、
六

1
間
一
室
、
四
畳
半
一
室
の
七
戸
、

簡
易
耐
火
構
造
住
宅
（
母
子
住
宅
）

建
坪
六
坪
、
間
取
り
六
畳
間
一
室
の

八
戸
が
中
津
川
に
、
そ
れ
ぞ
れ
ス
マ

1
ト
な
市
営
住
宅
が
お
め
み
え
し
た

（写真は新装の市営住宅）

年末年始の浪費を

　　　

節約しましょう

　

このほど大野市新生活運動推進協議会で

新生活運動の推進目標を次のとおり決めて

強力に年末年始の浪費をつつしむように呼

びかけています。全市民が協力してこの実

を挙げ、浪費節約から明るい大野市の建設

にあたろう。運動目標次のとおり

　

①形式的な贈答品をやめよう

▽お歳暮の贈答をやめよう

▽形式的な婚家先への訪問贈答を改めよう

　

②年賀状の出し方を改めましよう

▽職場同志の虚礼を改めよう

▽年賀の書き方を工夫しよう

　

④年末年始の浪費をつつしもう

▽忘年会や、新年会を自蕭しよう

▽門松は枝木を使いましよう

④歳末助け合い運動に協力しよう

▽各種募金運動に協ブJしよう

▽冷害困窮者を援助t．よう

新
春
句
帖
大
野
俳
句
会

　
　
　
　
　
　
　
　

田
中
星
眠
子

ほ
と
ほ
と
と
雪
解
雫
の
凍
て
て
や
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
川
善
三

短
日
の
補
講
チ
ョ
ー
ク
は
折
れ
易
し

　
　
　
　
　
　
　
　

杉
田
紀
美
江

初
髪
の
似
合
わ
な
け
れ
ば
崩
し
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
岡
直
人

幸
せ
が
そ
こ
に
あ
る
ご
と
ス
ト
ー
グ

か
こ
み

　
　
　
　
　
　
　
　

山
奥
い
は
ほ

子
を
殴
も
し
な
が
き
一
瞬
摩
凍
る

４
゛
”
m
一
た
I
¨
¨
一
¨
゛
゛
ｗ
考
ヽ

からが年

鶏のいい分
大野養鶏組合

　

こ
と
し
は
私
の
当
り
年
で
、
大
変

ケ
ツ
ユ
ウ
な
こ
と
で
す
。
私
は
い
つ

も
人
々
に
か
わ
い
が
ら
れ
玄
す
が
、

私
も
ま
た
献
身
的
に
人
々
に
尽
し
て

い
ま
す
。

　

赤
い
羽
根
、
青
い
羽
根
、
白
い
羽

根
な
ど
、
国
民
運
動
に
は
必
ず
繰
り

だ
さ
れ
て
、
人
々
の
胸
に
愛
ら
し
く

町
か
ら
町
へ
、
村
か
ら
村
へ
と
至
る

処
へ
お
伴
も
し
ま
す
。

　

玄
だ
、
東
天
紅
な
ど
と
い
っ
て
私

が
胸
を
張
っ
て
出
す
美
声
は
鐘
三
つ

は
申
す
に
及
ば
ず
、
吉
事
や
繁
栄
の

シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
て
、
ま
こ
と
に
お

め
で
た
い
え
ん
ぎ
を
か
っ
が
れ
て
い

ま
す
。
朝
の
食
卓
で
は
、
お
玉
と
愛

好
さ
れ
、
夕
食
で
は
「
カ
ジ
ワ
」
と

高
級
料
理
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
て
I

家
だ
ん
ら
ん
の
中
に
人
4
の
明
日
の

力
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

特
に
農
家
で
飼
わ
れ
る
時
は
本
当

に
嬉
し
く
、
私
が
お
世
話
に
な
る
と

そ
の
家
は
追
々
繁
栄
し
て
行
く
か
ら

で
す
。
第
一
に
私
が
暁
を
告
げ
る
と

家
じ
ゆ
う
が
皆
そ
ろ
っ
て
早
起
き
を

す
る
。

　

第
二
に
私
の
お
玉
を
ふ
ん
だ
ん
に

食
べ
て
健
康
に
な
る
。
第
三
に
家
じ

ゆ
う
が
私
の
I
サ
作
り
を
始
め
る
こ

と
。
あ
る
人
た
ち
は
、
日
本
は
耕
地

面
績
が
狭
い
か
ら
、
な
ど
と
私
た
ち

を
き
ら
う
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い

る
が
、
私
か
お
世
話
に
な
っ
て
い
る

家
で
は
、
土
地
の
高
度
利
用
と
い
っ

て
水
稲
の
前
後
作
に
飼
料
作
物
が
作

ら
れ
て
一
反
歩

の
田
も
二
反
分

に
も
三
反
分
に

も
利
用
さ
れ
て

行
く
か
ら
し
ぜ

ん
家
は
繁
栄
す

る
こ
と
に
な
る

と
い
う
わ
け
。

　

第
四
に
は
家

で
余
っ
た
お
玉

は
大
野
養
鶏
組
合
で
お
金
に
代
え
ら

れ
て
く
る
。

　

ま
あ
、
じ
ま
ん
話
し
は
こ
の
位
に

し
て
、
こ
と
し
酉
年
に
ち
な
ん
で
、

私
た
ち
一
族
の
発
展
に
い
っ
も
努
力

し
て
も
ら
っ
て
い
る
大
野
養
鶏
組
合

を
訪
ね
ま
し
よ
う
。

　

こ
の
組
合
は
昭
和
二
十
六
年
三
月

に
設
立
さ
れ
、
組
合
員
は
百
五
名
、

飼
育
羽
数
は
約
一
万
五
千
羽
と
い
わ

れ
て
お
り
、
県
下
で
た
だ
一
つ
の
養

鶏
組
合
で
、
こ
の
運
営
は
健
全
の
一

路
を
歩
ん
で
い
る
。

　

事
務
の
K
さ
ん
は
、
こ
と
し
は
酉

年
だ
か
ら
市
内
の
全
農
家
で
養
鶏
を

や
っ
て
も
ら
い
た
い
と
前
置
き
し
て

こ
の
組
合
の
主
な
事
業
は
鶏
卵
の
販

売
、
廃
鶏
の
処
理
、
飼
料
の
購
入
あ

っ
せ
ん
な
ど
で
、
こ
の
組
合
の
堅
実

な
運
営
は
、
県
下
の
養
鶏
家
が
う
ら

や
ま
し
が
っ
て
い
る
と
、
ち
よ
っ
と

自
慢
ぱ
な
し
。

　

鶏
卵
の
約
八
割
は
福
井
方
面
に
出

し
て
い
る
が
、
現
在
県
下
で
は
鶏
卵

の
生
産
不
足
で
、
富
山
、
石
川
県
方

面
か
ら
相
当
移
入
し
て
お
り
、
こ
れ

ら
の
需
用
に
応
え
る
た
め
に
、
ど
ん

ど
ん
生
産
を
増
し
て
行
き
た
い
。
そ

れ
に
は
市
内
の
養
鶏
家
は
一
人
残
ら

ず
こ
の
組
合
に
加
入
し
て
下
さ
っ
て

さ
ら
に
養
鶏
に
力
を
入
れ
て
も
ら
え

れ
ば
、
併
せ
て
農
産
物
の
商
品
価
値

は
高
ま
り
、
耕
地
の
高
度
利
用
に
よ

っ
て
結
局
、
農
家
収
人
を
増
す
こ
と

に
も
な
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
養
鶏
が
盛
ん
に
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
市
の
発
展
は
間
違
い
な

い
と
広
長
舌
、
お
り
が
た
い
御
託
宣

を
賜
っ
た
。

二
番
上
に
公
衆

電
話
を
設
置

　

こ
の
ほ
ど
二
番
上
、
銅
子
菓
子
店

の
横
に
、
大
野
電
報
電
話
局
が
公
衆

電
話
を
設
置
し
て
、
公
衆
の
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
に
っ
と
め
て
い
ま
す
。

　

清
水
、
二
番
上
、
本
町
上
、
鋸
町

の
方
々
は
勿
論
、
一
般
の
方
々
へ
も

尽
夜
を
間
わ
ず
使
用
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。



霊
峰
下
の
教
育
殿
堂

文
化
の
象
徴
、
蕨
生
校
舎
成
る

（写真は蕨生小学校の講堂）

　

市
内
三
大
重
点
施
策
の
第
一
に
あ

げ
ら
れ
た
老
朽
校
舎
の
改
築
、
学
校

施
設
の
改
善
は
超
ス
ピ
ー
ド
で
推

進
せ
ら
れ
、
こ
こ
に
ま
た
霊
峰
荒
島

岳
の
麓
に
蕨
生
小
学
院
の
講
堂
、
教

室
を
は
じ
め
給
食
室
、
炊
事
室
等
の

付
猫
校
舎
が
堂
々
そ
の
偉
容
を
誇
る

こ
と
と
な
っ
た
。
総
工
費
八
百
有
余

万
円
を
費
し
た
も
の
で
、
咲
き
勾
う

花
に
も
似
た
モ
ダ
ン
な
講
堂
を
は
じ

め
、
総
タ
イ
ル
張
り
の
浴
場
に
至
る

ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
面
に
近
代
建
築
の

粋
を
集
め
た
も
の
で
、
校
下
民
一
同

は
教
育
の
殿
堂
、
文
化
の
セ
ン
タ
ー

と
し
て
の
こ
の
大
建
築
に
感
謝
の
忿

で
I
ぱ
い
で
あ
る
。

成人の日

を祀おう

　

一
月
十
五
日
の
成

人
の
日
が
近
づ
き
ま

し
た
。
本
年
満
二
十

歳
に
な
る
方
の
将
来

の
幸
福
を
祈
念
し
て

全
市
民
が
む
よ
り
お

祝
レ
を
い
た
し
ま
し
よ
う
。
成
人
に

な
ら
れ
た
諸
君
も
自
分
の
社
会
的
責

任
に
思
い
を
致
さ
れ
、
付
会
の
進
展

に
寄
与
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す

　

な
お
健
康
診
断
を
左
記
日
程
で
実

施
い
た
し
ま
ア
か
ら
ぜ
ひ
受
診
さ
れ

ろ
よ
う
お
す
す
め
す
る
。

一
、
日
時
昭
和
三
十
二
年
一
月
七

　

八
、
九
の
三
日
間
午
後
一
時
よ
り

　

三
時
ま
で

二
、
診
断
内
容
体
重
、
身
長
、
胸

　

囲
測
定
、
X
線
検
査
、
血
液
検
査

三
、
場
所
大
野
保
健
所

と
リ
年
と
大
野
鄙
の
歴
史

　

酉
年
の
新
年
に
ち
な
ん
で
、
大
野

市
の
酉
年
の
歴
史
を
調
べ
て
見
る
と

良
い
事
も
多
い
が
、
反
面
ま
た
悪
い

事
も
少
く
は
な
か
つ
た
よ

う
で
あ
る
。

　

△
和
銅
二
年
（
七
〇
九
）

越
前
の
民
を
徴
し
陸
奥
、

越
後
の
え
ぞ
を
平
げ
し
め

た
。
吉
備
の
大
臣
勅
使
と

な
り
中
居
宮
に
斂
を
奉
納

　

△
天
平
五
年
（
七
三
三
）

越
前
郡
稲
帳
に
於
保
乃
の
名
見
え
る

こ
れ
大
野
郡
の
こ
と
で
あ
る
。

△
弘
長
元
年
（
こ
こ
ハ
ー
）
寂
円

禅
師
銀
杏
峰
ふ
も
と
（
い
ま
の
宝
慶

寺
）
に
て
修
業
す
。

　

△
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
淡
川

時
治
鍋
床
山
に
居
城
し
北
条
氏
の
最

期
に
殉
ず

△
弘
和
元
年
（
一
三
八
こ
恵
秀

（
楠
正
成
の
お
い
）
四
ヶ
谷
保
田
に

閉
居
す
。

△
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
小
笠

原
政
康
（
勝
山
小
笠
原
氏
の
相
）
功

に
よ
り
三
月
十
五
日
将
軍
よ
り
鶯
丸

の
宝
刀
を
た
ま
わ
る
。
5
山
小
笠
原

氏
は
こ
の
日
を
神
拝
日
と
し
た
。

△
天
正
元
年
（
一
五
七
三
）
八
月

二
十
日
朝
倉
義
景
大
野
六
坊
賢
松
寺

に
て
自
刃
、
時
に
四
十
一
歳
、
辞
世

に
「
七
て
ん
八
倒
、
四
十
年
中
無
他

無
自
、
四
大
本
空
」
と
。
松
雲
院
設

大
球
宗
光
と
お
く
り
な
す
。
土
橋
景

鏡
、
主
君
義
景
の
首
を
織
田
信
長
に

送
る
。

　

△
慶
長
一
四
年
（
一
六
〇
九
）
小

栗
美
作
守
正
高
大
野
城
主
と
な
る
。

5
山
神
明
社
を
現
地
に
再
建
。
皿
ま
泉

寺
専
海
の
高
弟
大
野
本
光
坊
日
海
敗

滅
し
た
。
平
泉
寺
の
寺
務
を
整
理
す

る
。

天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
土
井
利
房

幕
府
老
中
職
を
辞
す
。

享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
面
谷
銅
山

復
興
。
享
保
一
四
年
（
一
七
二
九
）

大
野
町
の
鍋
屋
清
右
衛
門
、
茶
屋
長

兵
衛
、
泉
屋
六
右
衛
門
の
三
人
に
五

百
両
の
御
用
金
を
仰
付
け
ら
れ
た
。

現
在
の
一
千
万
円
に
あ
た
る
）
寛
保

元
年
（
一
七
四
一
）
大
野
町
戸
数
一

二
五
九
戸
と
見
ゆ
（
士
族
、
寺
社
は

入
ら
ぬ
）
宝
歴
三
年
（
一
七
五
三
）

ハ
ジ
カ
大
流
行
、
紐
婦
堕
胎
す
る
も

の
多
し
。
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）

大
野
酒
屋
四
十
八
軒
に
御
用
金
八
百

両
仰
付
け
ら
れ
る
。
安
永
六
年
（
一

七
七
七
）
大
野
町
八
幡
屋
長
兵
衛
よ

り
出
火
、
現
今
の
一
千
六
百
万
円
（

三
百
八
十
六
戸
）
焼
失
大
野
藩
の
学

者
稲
垣
長
章
死
す
。
寛
政
元
年
（
一

七
八
九
）
四
月
十
七
日
蓮
光
寺
よ

り
出
火
、
九
八
六
戸
焼
失
、
大
野
町

わ
ら
屋
根
を
板
屋
根
に
す
る
こ
と
を

奨
励
、
特
に
一
番
、
七
間
、
五
番
、

横
町
は
全
戸
板
屋
に
す
べ
し
と
厳
命

天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
前
年
の
大

凶
作
に
よ
り
餓
死
者
一
六
〇
〇
名
に

達
す
。
嘉
永
二
年
に
（
一
八
四
九
）
土

井
利
忠
、
土
田
龍
湾
を
長
崎
に
遣
わ

し
種
痘
を
研
究
せ
し
む
。
土
田
鼎
湾

諸
士
に
ら
ん
学
を
教
え
る
。
森
永
永

徳
死
す
。
火
災
復
興
築
堤
等
の
功
に

よ
り
将
軍
お
よ
び
藩
主
よ
り
賞
せ
ら

る
。
泉
州
堺
よ
り
銃
士
を
召
し
、
始

め
て
鉄
ぽ
う
を
製
作
し
た
。
大
野
藩

大
阪
久
太
郎
町
に
大
野
屋
商
店
を
開

く
。
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
福
井

藩
の
青
山
貞
、
大
野
藩
の
樺
太
開
発

を
知
り
、
大
野
藩
に
願
い
大
野
丸
に

て
樺
太
に
行
き
漁
業
を
調
査
し
た
。

郷
土
い
ろ
は
か
る
た

　

わ
き
出
る
鉱
泉
、
鳩
ヶ
湯
、
深
井

上打波の鵠ヶ湯は、嘉永六年に発見された

炭酸泉で、浴室から遠く白山の霊峰を望み

奇岩怪石を洗う打波川を眼下に眺める絶景

の地。飯降山麓の深井の鉱泉は、二百年の

伝統をもち、泰澄大師の足跡もあると伝え

られている。大野から鳩ヶ湯へは国鉄バス

カ気深井へは大野交通パスの便がある。

’ 声

　

市
街
地
に

　

共
同
便
所
を

　

近
ご
ろ
市
街
地
が

日
に
日
に
整
圓
さ
れ

て
行
く
こ
と
は
市
民
の
一
人
と
し
て

有
難
く
思
つ
て
い
ま
す
が
、
共
同
便

所
か
お
り
ま
せ
ん
。
婦
人
が
人
目
を

さ
け
て
、
奇
妙
な
姿
勢
で
、
そ
れ
が

人
に
見
ら
れ
て
、
あ
わ
て
る
様
子
は

何
と
し
て
も
気
の
毒
で
な
り
ま
せ
ん

ゆ
つ
く
り
落
ち
つ
い
て
用
便
で
き
る

場
所
が
欲
し
い
と
思
い
ま
す
が
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。
（
萩
ヶ
野
区
長
）

答
た
び
た
び
建
設
的
な
御
意
見
を

お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

　

市
の
保
健
課
で
は
昭
和
三
十
二
年

度
予
算
で
三
番
石
ド
ウ
ロ
、
春
日
の

円
徳
寺
附
近
、
市
の
中
心
街
の
三
カ

所
に
設
備
の
整
っ
た
共
同
便
所
の
建

築
を
計
画
し
て
い
ま
ず
か
ら
御
協
力

下
さ
い
。
（
保
健
課
）

銀れいを蹴って

　

平
年
よ
り
I
ヵ
月
も

早
く
本
格
的
な
冬
を
迎

え
た
こ
こ
大
野
盆
地
は

全
く
新
雪
の
新
天
地
に

変
ぼ
う
し
た
。

　

県
下
に
誇
る
荒
島
、

六
呂
師
の
二
大
入
キ
ー

場
で
は
、
ど
っ
と
押
し

寄
せ
る
ｙ
キ
ー
ヤ
ー
を

前
に
そ
り
受
入
＾
V
J
－
V

わ
ら
わ
を
呈
し
て
い
る
。

　

荒
島
に
は
こ
の
程
シ
フ
ト
が
、
六

呂
師
に
は
新
た
に
ヒ
ュ
ッ
テ
が
そ
れ

ぞ
れ
完
成
し
た
。

　

ス
ケ
ー
ル
の
雄
大
さ
や
、
爽
快
な

高
原
の
情
趣
と
と
も
に
、
は
ち
切
れ

る
若
人
の
群
像
を
待
つ
雪
の
大
高
原

は
。
冬
の
大
野
市
の
シ
ン
ボ
ル
で
も

あ
る
。

（
写
真
は
大
阪
市
弘
治
小
学
校
の
教

員
ら
I
六
呂
師
で
撮
る
）
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