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４
月
�9
日
、
コ
ロ
ナ
の
制
限
緩
和
に
よ
り
４
年
ぶ
り
に
成
就

地
区
に
あ
る
成
就
神
社
の
春
祭
り
が
地
元
の
方
を
は
じ
め
、
移

住
の
方
及
び
昨
年
生
ま
れ
た
赤
ち
ゃ
ん
ま
で
が
参
加
し
、
執
り

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
神
社
の
起
源
は
古
い
と
い
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
、
当
時

の
詳
細
を
知
る
古
文
書
等
が
無
い
と
の
こ
と
で
、
総
代
長
の
松

本
芳
人
さ
ん
に
伺
い
ま
し
た
。

　

起
源
は
分
か
ら
な
い
も
の

の
、
神
社
の
宝
物
と
さ
れ
て

い
る
御
神
像
の
形
見
に
「
延

宝
二
（
甲
寅
）
年
三
月
京
よ

り
下
る
白
髯
明
神
」
と
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
今
か
ら

３
４
９
年
前
の
１
６
７
４
年

４
月
に
こ
の
地
に
建
立
さ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

当
時
は
「
白
髭
神
社
」
と
称

さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
京
周

辺
（
現
在
の
京
都
市
）
で
の
関

連
を
調
べ
て
見
た
と
こ
ろ
、
近

江
国
（
滋
賀
県
）
の
琵
琶
湖
西

岸
に
面
し
た
神
社
が
全
国
に
あ

る
総
社
と
し
て
有
名
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
そ
こ
か
ら
勧
請
し
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
近
隣
で
は
、
長
野
市

鬼
無
里
日
影
に
も
白
髭
神
社
が

あ
り
ま
す
。
何
か
共
通
点
が
あ

成じ
ょ
う
じ
ゅ
う
就
神
社

小
川
村
の
神
社
③

神楽を曳く

移転前に社殿があったと思われる
宮の平地籍（成就下村）

る
か
も
し
れ
な
い
と
の
こ

と
で
す
。

　

こ
の
祭
神
は
、
猿
田
彦

命
（
さ
る
た
ひ
こ
の
み
こ

と
）
で
、
延
命
長
寿
・
長

生
き
の
神
様
と
し
て
、
開

運
招
福
・
学
業
成
就
・
人

の
営
み
ご
と
、
業
ご
と
す
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べ
て
の
導
き
の
神
と
し
て
祀
っ
て
い

る
と
の
こ
と
で
す
。
当
時
の
社
殿
所

在
地
は
、
現
在
の
下
村
の
宮
の
平
地

籍
に
あ
っ
た
と
さ
れ
、
弘
化
４
（
１

８
４
７
）
年
の
大
震
災
に
よ
り
現
在

の
四
久
保
地
籍
に
移
転
さ
れ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
1�
（
１
８
８
０
）
年
に
、「
大

宮
神
社
」
と
改
称
。
明
治
�9
（
１

９
０
６
）
年
に
、
明
治
政
府
は
日

露
戦
争
後
、
戦
後
経
営
と
か
ら
ん

で
維
持
困
難
な
弱
小
の
神
社
・
寺
院
を
合
併
整
理
の
発
令
。
翌

40
年
発
令
に
基
づ
き
長
野
県
か
ら
村
内
の
小
規
模
の
神
社
は
合

併
、
あ
る
い
は
境
内
を
移
転
し
適
正
な
規
模
と
し
、
神
社
永

遠
の
維
持
方
法
を
確
立

す
る
よ
う
勧
誘
の
指
示

の
も
と
、
明
治
41
（
１

９
０
８
）
年
1�
月
に
成

就
地
区
内
に
あ
る
秋
葉

社
・
十
二
社
・
浅
間
社
・
神
明

社
の
四
社
を
併
合
し
ま
す
。
昭

和
19
（
１
９
４
４
）
年
9
月
に

村
社
昇
格
許
可
発
令
を
受
け
た

も
の
の
翌
年
の
昭
和
�0
年
に
敗

戦
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
統
治
下
で
社
格

を
失
い
、
現
在
は
神
社
庁
の
管

理
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
昭
和
�9
年
に
若
連
が
解
散

し
、
獅
子
宮
奉
納
が
途
絶
え
た

も
の
の
、
10
年
後
の
昭
和
49
年

に
若
連
結
成
し
獅
子
宮
奉
納
の

神
社
で
の
式
典

道祖神での獅子舞再
復
活
。
昭
和
か
ら
平
成
に
年
号
が
変
わ
る
と
共
に
「
成
就
神

社
」
に
改
名
し
、
新
潟
県
柏
崎
市
高
柳
町
門
出
神
社
と
姉
妹
提

携
し
現
在
に
至
る
と
の
こ
と
で
す
。

　

二
度
の
改
名
が
地
域
の
活
気
を
導
き
、
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
お
年

寄
り
、移
住
の
方
が
一
緒
に
な
り
協
力
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
（「
成
就
神
社
」
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、

む
し
く
ら
風
土
記   

倉
神
社
と
廣
福
寺
よ
り
）

分
祀
名
祭
神
名

旧
所
在
地

秋
葉
社
水
像
女
命
・
埴
安
命
石
上
地
籍

十
二
社
国
常
立
尊

下
村
地
籍

浅
間
社
木
花
咲
耶
姫
命

神
明
社
天
照
大
御
神

中
村
地
籍

合祀前の状況
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剤
を
使
っ
た
出
産
だ
っ
た
た

め
、
今
回
初
め
て
自
然
陣
痛

で
の
出
産
で
し
た
。
過
去
２

回
の
出
産
は
何
十
時
間
も
陣

痛
に
苦
し
ん
だ
た
め
、
正
直

な
と
こ
ろ
感
動
す
る
よ
り

や
っ
と
終
わ
っ
た
、疲
れ
た
、

早
く
休
み
た
い
と
い
う
想
い

が
強
か
っ
た
の
に
対
し
、
今

回
は
ス
ピ
ー
ド
出
産
で
体
力
に
余
裕
が
あ
っ
た
の
か
？
は
た
ま

た
３
人
目
で
心
に
余
裕
が
あ
っ
た
の
か
？
元
気
に
生
ま
れ
て
く

れ
て
よ
か
っ
た
と
感
動
し
な
が
ら
出
産
後
に
産
院
か
ら
い
た
だ

け
る
ア
イ
ス
を
ペ
ロ
リ
と
平
ら
げ
、
夫
や
助
産
師
さ
ん
と
笑
い

な
が
ら
話
を
し
た
り
す
る
余
裕
さ
え
あ
り
ま
し
た
。

　

我
が
家
に
昨
年
1�
月
�1
日
第
３
子
と
な
る
男
の
子
が
誕
生
し

ま
し
た
。
体
重
４
キ
ロ
弱
、
兄
弟
の
中
で
一
番
大
き
な
子
で
し

た
。
名
前
は
雄
大
（
ゆ
う
だ
い
）、
男
ら
し
く
包
み
込
ん
で
く

れ
る
よ
う
な
人
に
な
っ
て
ほ
し
い
、
大
き
な
広
い
心
を
持
っ
た

人
に
な
っ
て
ほ
し
い
、
そ
ん

な
願
い
を
込
め
名
前
を
つ
け

ま
し
た
。

　

出
産
前
日
の
夜
８
時
頃
、

お
風
呂
を
出
た
途
端
に
破

水
、
す
ぐ
産
院
へ
行
き
そ
の

ま
ま
入
院
と
な
り
そ
れ
か
ら

４
時
間
程
で
元
気
な
産
声
を

あ
げ
て
く
れ
ま
し
た
。
第
１

子
、
第
２
子
と
も
陣
痛
促
進

　

母
に
な
り
感
じ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　

北
山　

陽
香
さ
ん
（
高
府
上
町
）
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兄
の
と
こ
ろ
を

蹴
飛
ば
し
て
や

り
返
し
て
る
姿

を
長
女
の
紗
英

（
さ
え
）
と
微

笑
ま
し
く
見
て

い
ま
す
。

　

３
人
の
子
ど

も
の
母
と
な
っ
た
今
、
育
児
は
想
像
し
て
い
た
以
上
に
大
変
だ

と
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。そ
れ
と
同
時
に
、自
分
が
生
ま
れ
育
っ

た
小
川
村
で
子
育
て
が
で
き
て
い
る
の
は
幸
せ
な
事
だ
と
改
め

て
実
感
す
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。

　

散
歩
を
し
て
い
れ
ば
声
を
か
け
て
く
れ
成
長
し
た
姿
を
喜
ん

で
く
れ
る
近
所
の
方
、
一
緒
に
遊
ん
で
く
れ
る
支
援
セ
ン
タ
ー

の
お
友
だ
ち
や
マ
マ
た
ち
。
一
人
で
育
児
を
し
て
い
る
と
塞
ぎ

込
み
が
ち
に
な
り
そ
う
で
す
が
、
こ
こ
に
は
温
か
く
迎
え
て
く

れ
る
方
が
い
っ
ぱ
い
い
ま
す
。
日
々
感
謝
の
気
持
ち
と
思
い
や

り
を
忘
れ
ず
に
、
子
ど
も
た
ち
と
共
に
成
長
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
出
産
後
す
ぐ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

　

出
生
時
の
記
録
を
母
子
手
帳
に
記
入
す
る
際
「
誕
生
日
ど
っ

ち
に
す
る
？
」
と
助
産
師
さ
ん
に
聞
か
れ
ま
し
た
。
頭
の
中
は

ハ
テ
ナ
だ
ら
け
。
聞
い
て
み
る
と
「
��
時
�9
分
と
０
時
、
本
当

に
微
妙
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
か
ら
�0
日
生
ま
れ
に
す
る
か
�1
日
生

ま
れ
に
す
る
か
選
ん
で
い
い
よ
、
け
ど
お
母
さ
ん
が
ゆ
っ
く
り

休
め
る
よ
う
に
�1
日
に
し
よ
う
か
」
と
の
こ
と
。
も
ち
ろ
ん
時

計
な
ん
て
全
く
見
て
い
な
か
っ
た
私
、
誕
生
す
る
と
き
っ
て
そ

ん
な
も
の
な
の
か
ー
い
！
と
ツ
ッ
コ
ミ
を
し
た
い
気
持
ち
を

抑
え
な
が
ら
も
�1
日
０
時
ジ
ャ
ス
ト
生
ま
れ
に
決
め
ま
し
た
。

後
々
立
ち
会
っ
た
夫
に
聞
い
て
み
る
と
、
本
当
に
微
妙
だ
け
ど

�9
分
だ
っ
た
気
も
す
る
…
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
。
で
も
こ
れ
も

ま
た
い
い
思
い
出
、
雄
大
が
大
き
く
な
っ
た
ら
話
し
て
あ
げ
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
雄
大
も
６
ヶ
月
に
な
り
ま
し
た
。
４
ヶ
月
に
な
っ
て

す
ぐ
寝
返
り
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
今
は
仰
向
け
に
寝
か
せ
て

も
す
ぐ
寝
返
り
し
、戻
れ
な
い
と
泣
い
て
知
ら
せ
て
く
れ
ま
す
。

２
歳
離
れ
た
兄
、
嵩
大
（
こ
う
だ
い
）
の
過
剰
な
ス
キ
ン
シ
ッ

プ
を
受
け
な
が
ら
も
逞
し
く
元
気
に
育
っ
て
い
ま
す
。
た
ま
に
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大
久
保
英
利
さ
ん
（
花
尾
）

　

こ
こ
西
山
地
域
は
昔
か

ら
、
傾
斜
地
が
多
い
た
め
田

畑
で
の
作
業
労
力
と
し
て
、

堆
肥
作
り
の
た
め
牛
馬
を
飼

育
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
特

に
堆
肥
作
り
に
は
馬
の
方
が

効
果
的
だ
っ
た
そ
う
で
、
圧

倒
的
に
馬
が
多
く
飼
育
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
西
山
地
域

の
馬
は
地
域
内
の
労
力
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
田
植
え

の
時
期
に
な
る
と
労
力
と
し
て
、
安
曇
野
地
域
や
川
中
島
、
富

山
県
に
も
貸
し
出
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
ん
な
「
馬ば
く
ろ
う喰

」
を

生
業
と
し
て
い
た
家
が
小
川
村
で
も
昭
和
�0
年
代
後
半
ま
で
何

件
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
当
時
の
こ
と
を
知
る
人
は
今
で
は
ほ

と
ん
ど
い
ま
せ
ん
が
、
父
親
が
そ
の
「
馬
喰
」
を
し
て
い
た
と

い
う
大
久
保
英
利
さ
ん
に
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

英
利
さ
ん
の
父
親
・
昇
さ
ん
（
没
8�
歳
）
は
元
々
実
家
の
あ
っ

た
花
尾
で
百
姓
を
し
て
お
り
、
山
の
木
材
な
ど
運
搬
す
る
目
的

で
馬
を
飼
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
７
人
兄
弟
の
末
っ
子
だ
っ
た

昇
さ
ん
は
、
1�
歳
に
な
る
頃
に
は
「
馬
喰
」
と
し
て
一
家
の
生

計
を
支
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
土
木
作
業
１
日

の
稼
ぎ
が
２
５
０
円
程
の
時
代
に
「
馬
喰
」
は
１
日
５
０
０
円

程
稼
ぐ
こ
と
が
で
き
高
収
入
が
得
ら
れ
た
た
め
昇
さ
ん
は
、
馬

を
1�
～
1�
頭
保
有
し
田
植
え
の
時
期
に
な
る
と
馬
を
貸
し
出

し
、
昇
さ
ん
が
不
在
の
時
は
そ
の
馬
た
ち
を
家
族
で
世
話
を
し

て
い
た
そ
う
で
す
。

　

当
時
、
若
い
時
か
ら
高
い
収
入
を
得
て
い
た
昇
さ
ん
の
こ
と

を
妬
む
人
も
い
た
そ
う
で
、「
生
意
気
だ
」
と
か
甘
い
誘
惑
に

誘
う
人
も
い
た
よ
う
で
す
が
、
昇
さ
ん
は
そ
ん
な
誘
惑
に
一
切

見
向
き
も
し
な
か
っ
た
と
の
こ
と
。
ま
た
、「
馬
喰
」
は
現
金

商
売
で
現
金
を
持
っ
て
い
る
と
信
頼
さ
れ
交
渉
が
う
ま
く
い
っ

た
そ
う
で
す
。
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英
利
さ
ん
は
言
い
ま
す
。「
同
じ
お
金
で
も
使
い
方
上
手
、

取
引
上
手
で
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
父
は
そ
の
こ
と
に
関
し
て
は

本
当
に
上
手
な
人
だ
っ
た
」「
馬
は
財
産
だ
っ
た
」
と
。
そ
の

言
葉
を
裏
付
け
る
よ
う
に
「
馬
喰
」
で
得
た
稼
ぎ
で
最
初
に
小

川
村
で
バ
イ
ク
を
購
入
し
た
の
が
昇
さ
ん
で
し
た
。
馬
を
富
山

に
貸
し
出
す
時
は
、
二
輪
バ
イ
ク
で
富
山
の
農
家
に
出
向
き
交

渉
し
、
交
渉
が
ま
と
ま
れ
ば
川
中
島
駅
か
ら
馬
を
貨
物
列
車
に

乗
せ
て
富
山
へ
運
び
、約
�0
日
間
働
い
て
戻
っ
て
き
た
そ
う
で
、

大
き
い
農
家
に
は
２
、３
頭
貸
し
た
と
の
こ
と
。
か
な
り
こ
き

使
わ
れ
る
た
め
馬
は
痩
せ
て
帰
っ
て
き
た
そ
う
で
す
が
、
馬
が

自
宅
の
厩
舎
に
戻
り
後
か
ら
昇
さ
ん
が
帰
る
と
馬
た
ち
は
と
て

も
喜
ん
だ
そ
う
で
す
。「
人
馬
一
体
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
が
ま
さ
に
そ
の
通
り
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
こ
の
頃
、
村
内
で
は
、
馬
の
爪
を
守
る
蹄
鉄
を
作
る

所
や
古
く
な
っ
た
蹄
鉄
を
焼
き
直
し
て
く
れ
る
鍛
冶
屋
、
獣
医

も
い
た
そ
う
で
す
。

　

昭
和
�0
年
頃
に
な
る
と
、
農
業
の
機
械
化
が
進
み
、
農
業
組

合
が
大
き
く
な
り
、
昇
さ
ん
の
よ
う
な
個
人
の
「
馬
喰
」
が
減

少
し
て
い
き
ま
し
た
。
昇
さ
ん
も
昭
和
��
年
に
「
馬
喰
」
を
辞

め
、「
大
久
保
畜
産
」
と
い
う
名
前
で
新
た
に
牛
を
飼
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　

牛
は
、
上
田
や
小
諸
に
あ
る
家
畜
市
場
に
持
っ
て
い
き
セ
リ

に
か
け
た
そ
う
で
す
。
大
久
保
畜
産
で
飼
っ
て
い
た
牛
は
そ
の

当
時
、
乳
牛
で
��
、
��
頭
お
り
、
外
石
の
峰
を
越
え
て
、
市
場

行
き
の
ト
ラ
ッ
ク
が
待
つ
下
市
場
ま
で
手
で
牛
を
引
い
て
行
っ

た
そ
う
で
す
。
英
利
さ
ん
も
幼
い
頃
か
ら
牛
に
接
し
、
藁
を
や

る
こ
と
を
手
伝
う
な
ど
大
変
だ
っ
た
そ
う
で
す
が
そ
の
時
は
苦

労
と
も
思
わ
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

　

英
利
さ
ん
は
現
在
�0
歳
。
５
年
前
ま
で
は
父
・
昇
さ
ん
の
意

思
を
受
け
継
ぎ
、
兼
業
で
牛
を
飼
い
、
最
後
は
肥
育
牛
３
頭
、

子
牛
６
頭
い
た
そ
う
で
す
。「
馬
喰
」
を
辞
め
た
今
で
も
馬
や

牛
の
こ
と
、
そ
の
歴
史
を
話
さ
れ
る
眼
差
し
は
力
強
く
多
く
の

こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
小
川
の
歴

史
の
１
ペ
ー
ジ
と
し
て「
馬

喰
」
を
語
り
継
い
で
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

明松寺馬事公苑の馬



き
な
い
堆
肥
作
り
、
馬
の
出
稼
ぎ
で
重
要
な
収
入
源
を
担
っ
て
い

た
と
の
こ
と
で
す
。
馬
の
飼
育
に
必
要
な
豊
富
な
草
地
と
大
小
麦
、

大
小
豆
の
産
地
で
あ
り
、
大
小
豆
の
殻
は
大
麦
と
稲
藁
と
共
に
、

馬
の
飼
料
と
し
て
最
適
で
あ
っ
た
と
あ
り
ま
す
。

　

戦
前
に
は
村
内
に
約
３
０
０
頭
が
飼
育
さ
れ
て
い
た
と
あ
り
ま

す
。
馬
喰
の
貸
馬
制
度
の
話
し
合
い
に
よ
り
、
大
町
・
白
馬
に
出

稼
ぎ
で
、
春
の
代
掻
き
、
秋
に
は
稲
運
び
等
を
行
い
11
月
十
日
夜

（
と
う
か
ん
や
）
に
は
労
賃
や
米
を
背
負
っ
て
帰
っ
て
来
た
と
あ

り
ま
す
。
大
正
２
年
頃
か
ら
、
塩
の
道
を
通
っ
て
富
山
県
へ
馬
の

出
稼
ぎ
が
始
ま
り
、
馬
喰
の
口
入
れ
で
何
の
保
証
も
な
く
、
馬
喰

と
飼
主
の
信
用
で
４
月
５
月
の
２
か
月
間
馬
耕
・
代
掻
き
を
し
た

と
あ
り
ま
す
。
し
だ
い
に
川
中
島
駅
か
ら
貨
物
列
車
に
積
ま
れ
て

8

　

村
内
の
石
造
物
で
一
番
多
い
「
馬
頭
観
音
」
が
あ
る
こ
と
を
ご

存
じ
で
し
ょ
う
か
？

　

集
落
の
お
堂
や
四
辻
・
ム
ラ
境
に
あ
り
、
尾
根
筋
や
作
業
道
に

ひ
っ
そ
り
建
っ
て
い
る
の
を
目
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
平
成

1�
年
に
発
行
し
た
『
小
川
村
の
石
造
物
文
化
財
』
の
統
計
で
は

３
４
０
体
を
数
え
石
造
が
溶
け
て
正
体
不
明
の
調
査
漏
れ
を
含
め

る
と
４
０
０
体
ぐ
ら
い
に
な
る
と
の
こ
と
、
な
ぜ
多
い
の
か
今
回

関
連
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。

☆
馬
の
役
目

〇
農
耕
馬

　

馬
の
寿
命
は
約
�0
年
。
昭

和
�0
年
代
前
半
ま
で
農
家
の

一
員
と
し
て
大
切
に
飼
育
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
農
家
に
と
っ

て
、
農
耕
、
荷
役
、
運
搬
、

農
業
生
産
に
欠
く
こ
と
の
で

「
農
耕
馬
」

歴
史
探
索

月　日 労　働

1 月
～ � 月

飼育・休み
堆肥作り

4 月
～ � 月

出稼ぎ
（大町・白馬、富山県）

�/�
～ �/�0 自家代掻き

�/�0
～ �/10

出稼ぎ
（川中島）

�/10
～ 10/�0

出稼ぎ
（大町・白馬）

10/�0
～ 11/�0 自家労働

11/�0
～ 1� 月

飼育・休み
堆肥作り

馬の 1 年間の労働

稲を馬に引かせて運ぶ、昭和 37 年
（『おがわの百年』より）
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一
昼
夜
か
か
っ
て
運
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
お
盆
に
は
馬
喰
が
労

賃
を
払
う
が
農
家
の
年
収
三
分
の
一
位
に
当
た
る
多
額
の
収
入
で

あ
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
４
月
５
月
の
出
稼
ぎ
か
ら
戻
る
と
自
家
の

代
掻
き
が
始
ま
り
ま
す
。
自
家
の
作
業
が
終
わ
る
と
川
中
島
平
の

麦
の
刈
り
取
り
を
待
っ
て
た
だ
ち
に
馬
耕
・
代
掻
き
に
入
っ
た
と

あ
り
ま
す
。
全
国
で
も
珍
し
く
時
期
の
遅
い
田
植
え
に
な
り
、
６

月
下
旬
か
ら
７
月
上
旬
に
か
け
て
作
業
し
た
と
あ
り
ま
す
。
川
中

島
平
の
田
植
え
が
終
わ
っ
て
、
飼
主
に
帰
る
と
き
西
山
よ
り
早
い

初
物
の
キ
ュ
ウ
リ
や
ア
ン
ズ
の
土
産
物
が
つ
き
も
の
で
、
飼
主
は

馬
の
帰
り
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
と
あ
り
ま
す
。

　

馬
の
出
稼
ぎ
も
耕
運
機
の
出
現
で
農
業
の
機
械
化
と
乳
牛
導
入

等
で
年
々
減
り
、
昭
和
�0
年
代
後
半
に
は
見
か
け
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
ま
し
た
。

〇
出
征
馬

　

江
戸
時
代
の
松
代
藩
で
は
、
貸
付
飼
育

の
記
録
が
あ
り
ま
す
。
合
戦
、
も
し
く
は

藩
用
の
折
に
は
直
ち
に
農
耕
馬
を
出
征
馬

と
し
て
差
し
出
す
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た

と
あ
り
ま
す
。

　

明
治
以
降
、
明
治
��
・
�8
年
の
日
清
戦
争
、
明
治
��
・
�8
年
の

日
露
戦
争
、
昭
和
1�
年
の
日
中
戦
争
か
ら
太
平
洋
戦
争
の
集
結
ま

で
出
征
馬
と
し
て
徴
発
さ
れ
て
い
ま
す
。

☆
馬
の
安
全
を
祈
り

〇
馬
頭
観
音
（
馬
の
供
養
塔
）

　

馬
の
守
護
神
と
し
て
、
農
耕
・
運
送
な
ど
の
馬
の
安
全
を
願
い

人
間
と
同
様
に
愛
馬
の
冥
福
を
祈
っ
て
路
傍
に
建
立
さ
れ
ま
す
。

村
内
に
見
ら
れ
る
ほ
と
ん
ど
が
馬
の
供
養
と
結
び
つ
き
、
特
定
の

死
馬
の
供
養
の
目
的
で
人
の
墓
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
造
立
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

馬
頭
観
世
音
が
馬
と
結
び
つ
い
た
理
由
は
、
馬
頭
を
頭
上
に
戴

き
魔
障
や
煩
悩
を
馬
が
大
口
を
開
き
食
い
尽
く
し
て
衆
生
を
救
済

行政区 設置数
夏　　和 �0
久　　木 8
高 府 町 �4
花　　尾 ��
上　　野 �8
小根山町 �
立　　屋 �
塩　　沢 1
上　　和 ��
稲 丘 東 ��
稲 丘 西 19
成　　就
北　　尾 1�
法　　地 ��
瀬 戸 川 10
馬　　曲 8
川　　手 4
川　　上 �
桐　　山 4
古 山 東 �
古 山 西 �

�1 区 �0�

馬頭観音設置数
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す
る
仏
教
の
畜
生
道
か
ら
き
て
い
ま
す
。

〇
記
念
碑
（
出
征
軍
馬
）

　

昭
和
1�
（
１
９
３
８
）
年
「
国
家
総
動
員
法
」
が
制
定
さ
れ
、

農
家
の
馬
は
毎
年
馬
の
検
査
が
行
わ
れ
、
軍
用
保
護
馬
に
指
定
さ

れ
ま
し
た
。
指
定
さ
れ
た
馬
は
一
定
の
鍛
錬
が
課
せ
ら
れ
、
徴
発

さ
れ
ま
し
た
。
飼
主
が
無
事
に
国
の
お
役
に
立
つ
よ
う
に
と
、
建

立
さ
れ
ま
し
た
。

〇
駒
爪
・
駒
蹄
観
音
（
高
戸
谷
道
の
途
中
に
あ
る
馬
頭
観
音
）

　

戦
乱
の
時
代
、
馬
曲
城
と
谷
を
一
つ
隔
て
た
古
山
城
が
戦
を
起

こ
し
た
。、
急
峻
な
谷
を
馬
曲
勢
の
駒
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ず

に
敗
れ
た
と
か
、
安
曇
往
来
と
な
る
険
阻
な
峰
道
で
馬
の
蹄
や
脚

の
安
全
を
祈
っ
た
こ
と
か
ら
特
別
な
観
音
様
を
祀
り
、
地
元
で
お

祭
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。

☆
馬
と
の
生
活
か
ら

〇
寄よ
せ
む
ね
づ
く
り
か
や
ぶ
き

棟
造
茅
葺
と
馬ま

や屋

　

人
間
の
住
居
と
作
業
場
（
土
間
）
と
馬
屋
が
一
緒
に
な
っ
た
寄

棟
造
り
の
茅
葺
の
建
築
。
間
口
が
10
間
（
18
ｍ
）
以
上
あ
り
、
建

築
の
半
分
が
住
居
の
茶
の
間
・
寝
間
・
客
間
で
、
あ
と
の
半
分
は

土
間
で
台
所
・
作
業
場

（
麻
搔
き
場
）
と
馬
屋
が

あ
り
ま
す
。
家
族
同
様

一
つ
屋
根
の
下
で
暮
ら
し

て
い
ま
し
た
。
昭
和
40

年
代
以
降
、
茅
葺
の
葺

き
替
え
が
減
り
、
茅
葺

の
解
体
及
び
、
茅
葺
の

上
に
ト
タ
ン
板
を
張
る

農
家
が
増
え
ま
し
た
。

大町市美麻 重要文化財 旧中村家住宅

〇
萱か
や
ば場

（
草
刈
り
場
）

　

馬
の
餌
と
な
る
草
を
刈
る
共
有
地
。
春
は
山
菜
の「
コ
ウ
ミ
」「
ワ

ラ
ビ
」
な
ど
が
採
れ
た
が
、
昭
和
�0
年
代
以
降
、
馬
の
飼
育
数
が

減
少
と
共
に
、
植
林
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

〇
麦
と
豆

　

馬
を
越
冬
す
る
に
、
餌
と
な
る
藁
・
豆
柄
が
重
宝
さ
れ
ま
し
た
。

作
付
け
に
は
10
月
の
麦
ま
き
、
６
月
の
豆
ま
き
の
輪
作
の
堆
肥
に

は
馬
糞
が
効
果
的
で
し
た
。
馬
の
飼
育
数
の
減
少
に
よ
り
、
麦
の
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絵
手
紙
教
室

　

山
桜
の
会

作
付
け
が
減
少
し
ま
し
た
。

☆
馬
と
の
関
わ
り
が
あ
る
地
名

〇
中
牧

　

中
牧
の
「
マ
キ
」
は
、
牧
場
の
こ
と
。
こ
の
地
区
に
中
牧
城
址

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
城
主
は
牧
場
経
営
で
勢
力
を
得
た
一
族
で
、

長
野
市
信
州
新
町
中
牧
か
ら
来
て
、
鬼
無
里
の
方
へ
去
っ
た
と
い

う
伝
説
が
あ
り
ま
す
。

〇
馬ま
ぐ
い杭
（
高
府
信
号
機
周
辺
）

　

江
戸
時
代
初
期
に
下
市
場
で
馬
市
を
開
き
、
馬
の
手
綱
を
繋
い

だ
杭
の
場
所

〇
百ひ
ゃ
っ
け
ん
だ
に

間
谷
（
稲
丘
東
西
区
境
の
小
池
沢
の
谷
）

　

元
の
地
名
は
昭
和
10
年
代
ま
で
「
ソ
マ
落
と
し
」
と
言
わ
れ
て

い
た
「
馬
捨
場
」
で
す
。
地
名
の
由
来
は
、
公
民
館
主
事
の
祖
母

が
若
い
時
に
、
夜
な
べ
仕
事
の
糸
紬
の
合
間
に
読
ん
だ
小
説
「
千

尺
の
谷
」を
引
用
し
て「
百
間
」に
変
え
て
広
め
た
と
の
こ
と
で
す
。

味
大
豆
地
区
入
口
に
は
、
馬
頭
観
音
様
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
参
考
資
料
「
小
川
村
史
」「
縮
尺
版 

館
報
お
が
わ
」「
小
川
村
の
石
造

文
化
財
」「
む
し
く
ら
風
土
記　

倉
神
社
と
廣
福
寺
」「
図
説
・
北
信
濃

の
歴
史
」）

小川写友会

小川短歌会

小川作陶クラブ

書道クラブ

手芸教室

小
川
村
文
化
協
会

3
／
9
〜
3
／
19

作
品
展

　

ふ
る
さ
と
ら
ん
ど
小
川
に
て
小

川
村
文
化
協
会
作
品
展
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。（
ス
テ
ー
ジ
発
表
は
コ

ロ
ナ
禍
で
活
動
が
で
き
な
く
中
止
）

※
サ
ー
ク
ル
活
動
の
グ
ル
ー
プ
及
び

会
員
を
募
集
中
!!松峯工房



1�

〜生後 6 ヶ月の赤ちゃんへ
　　　　　　　 本のプレゼント〜

第 112 号
図書委員会

1�1�

こ
ど
も
の
読
書
週
間  

4
／
23
〜
5
／
12

　

〜
読
み
聞
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
挑
戦
〜

　

家
庭
・
地
域
の
読
書
を
推
進
す
る
「
こ
ど
も
の
読
書
週
間
」。

今
年
は
、
図
書
室
で
お
す
す
め
本
を
紹
介
す
る
だ
け
で
な
く
、

図
書
委
員
が
小
学
校
の
読
み
聞
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
挑
戦
し

ま
し
た
。 

図
書
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
学
年
毎
の

授
業
時
間
に
お
邪
魔
し
、
谷
川
俊
太
郎
の
詩
「
い
ち
」
の
朗
読

の
後
、
３
～
４
冊
の
読
み
聞
か
せ
を
し

ま
し
た
。
児
童
の
顔
を
想
い
浮
か
べ
な

が
ら
、
時
間
を
か
け
て
丁
寧
に
選
ば
れ

た
本
た
ち
。 

先
生
の
愛
情
、
子
ど
も
た

ち
の
楽
し
そ
う
な
顔
、
真
剣
に
聞
い
て

く
れ
る
姿
に
ふ
れ
「
本
」
が
も
た
ら
す

豊
か
な
心
の
成
長
に
可
能
性
を
感
じ
ま

し
た
。

高た
か
や
ま山　

令れ

い

な
衣
那 

ち
ゃ
ん

　    　   

『
く
っ
つ
い
た
』

　
　

 　
　
　
　
　
　
三
浦
太
郎

山や
ま
も
と本　

梨り

さ紗 

ち
ゃ
ん

　    　   

『
だ
る
ま
さ
ん
が
』

　
　

 　
　
　
　
か
が
く
い
ひ
ろ
し

２年生の授業で。太鼓や木琴を演
奏しながら絵本「アフリカの音」の
読み聞かせをしました。子どもたち
も興味深々の様子

図
書
委
員
が
読
ん
で
良
か
っ

た
本
、
お
す
す
め
の
本
な
ど

に
ポ
ッ
プ
を
つ
け
て
紹
介



1�1�

大お
お
い
し石　

一い
ち
と登 

く
ん

　    　   

『
こ
の
あ
と
ど
う
し
ち
ゃ
お
う
』

　
　

 　
　
　
　
ヨ
シ
タ
ケ
シ
ン
ス
ケ

篠し
の
は
ら原　

颯そ
う
た太 

く
ん

　    　   

『
き
ん
ぎ
ょ
が
に
げ
た
』

　
　

 　
　
　
　
　
　
　
五
味
太
郎

『子どもに読んで聞かせたい本は？』 令和4年7月から
　　　令和4年10月生まれの赤ちゃん

本のはなし〜小・中学校校長先生に聞きました

　長年師事している剣道のお師匠さんから授けられ
たという一冊。呼吸にまつわるハウツーだけでなく、呼吸と心
が密接な関係にあることなど、人生の様々な場面で参考にし
たり何度も繰り返し読んでいるそうです。ブックカバーをつけ
ていつも持ち歩くほどの愛読書。
◎小学生におすすめの本　
　　　　『にげてさがして』ヨシタケシンスケ 著

愛読書は
コレ

『呼吸入門』齋藤孝 著

小川小学校校長
塩﨑正昭先生

小川中学校校長
小林浩一先生

愛読書は
コレ『身近な「鳥」の生きざま事典〜散歩道や通勤・

通学路で見られる野鳥の不思議な生態』一日一種 著

◎中学生におすすめの本
『意味がわかるとゾクゾクする超短編小説 54 字の百物語』氏田雄介 編著

　小さい頃から鳥、犬、猫、昆虫と一緒に生活していたという
校長先生。今でも動植物が好きでインコを飼ったり、自宅の庭
に鳥の巣箱やえさ場を作って部屋の中から「鳥見」をするのが
日々の楽しみだとか。「鳥の生態や特徴などがイラストと短い文
章でまとめられており、鳥好きの人におすすめ」。

夏
の
図
書
イ
ベ
ン
ト

「
公
民
館
で

な
つ
や
す
み
」（
仮
）

7
月
29
日
㈯
10
〜
14
時

開
催
予
定

　

今
年
の
夏
の
イ
ベ
ン

ト
は
、
絵
本
の
読
み
聞

か
せ
と
工
作
、
流
し
そ

う
め
ん
で
な
つ
や
す
み

の
一
日
を
一
緒
に
過
ご

し
ま
し
ょ
う
。
午
後
は

フ
リ
ー
タ
イ
ム
。
ゆ
っ

く
り
読
書
す
る
も
よ

し
、宿
題
す
る
も
よ
し
、

時
間
ま
で
涼
ん
で
く
だ

さ
い
ね
。
詳
細
は
７
月

上
旬
頃
、
チ
ラ
シ
で
お

知
ら
せ
す
る
予
定
で

す
。
お
楽
し
み
に
。
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村
民
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
ま
す
ま
す
ご

清
祥
の
事
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
私
儀
、
４
月
１
日
よ
り
小
川
村
公
民
館
長

に
就
任
を
い
た
し
ま
し
た
。
も
と
よ
り
若
輩
者
で
あ

り
、
そ
の
器
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
前
館
長
を
は
じ

め
先
輩
の
皆
様
方
、
関
係
職
員
、
村
民
の
皆
様
方
の
ご
指
導
と
ご
鞭
撻
、
ご

協
力
を
賜
り
な
が
ら
、
そ
の
任
を
果
た
し
て
参
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す

の
で
、
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

公
民
館
が
全
国
に
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
す
で
に
八
十
年
近

く
経
過
し
、
公
民
館
を
取
り
巻
く
環
境
も
大
き
く
変
化
い
た
し
ま
し
た
。
ま

た
、
全
国
の
各
地
域
で
は
、
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
、
コ
ロ
ナ
禍
な
ど
に

よ
っ
て
地
域
の
人
間
関
係
が
希
薄
化
す
る
一
方
で
、
情
報
通
信
技
術
な
ど
の

進
歩
が
著
し
く
、生
活
環
境
が
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
中
、

活
力
あ
る
健
全
な
地
域
社
会
を
将
来
に
わ
た
っ
て
維
持
し
て
い
く
た
め
に
、

住
民
に
一
番
近
い
公
民
館
が
果
た
す
べ
き
役
割
や
責
任
は
ま
す
ま
す
大
き
く

な
っ
て
く
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

先
人
の
皆
様
並
び
に
村
民
の
皆
様
が
築
き
上
げ
て
来
ら
れ
た
、
公
民
館
と

い
う
素
晴
ら
し
い
財
産
を
今
後
と
も
大
事
に
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
、
課
せ

ら
れ
た
責
務
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

公
民
館
は
、
地
域
で
、
人
づ
く
り
・
地
域
づ
く
り
の
た
め
に
、「
つ
ど
う
」

「
ま
な
ぶ
」「
む
す
ぶ
」
場
を
提
供
し
ま
す
。
村
民
の
皆
様
に
は
、
こ
れ
か
ら

も
お
気
軽
に
公
民
館
に
足
を
運
ん
で
頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し

て
、
就
任
の
ご
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

就
任
の
ご
挨
拶　
　
　
新
公
民
館
館
長　

松
本　

利
光

　

日
頃
は
、
社
会
教
育
活
動
に
ご
理
解
、
ご
協
力
を

賜
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

私
こ
と
、
令
和
�
年
�
月
�1
日
付
を
持
ち
ま
し
て

小
川
村
公
民
館
長
を
退
任
い
た
し
ま
し
た
。

　

平
成
��
年
10
月
1
日
就
任
か
ら
七
年
余
の
在
職
中

は
、
村
民
の
皆
様
を
は
じ
め
公
民
館
各
委
員
会
、
各
種
団
体
、
公
民
館
利

用
者
の
皆
様
に
は
公
私
に
わ
た
り
ご
指
導
、
ご
鞭
撻
と
心
温
ま
る
思
い
出
を

賜
り
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
皆
様
と
の
ご
縁
に
よ
り
運
に
も
恵
ま
れ

て
楽
し
く
愛
情
あ
る
七
年
間
を
す
ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

公
民
館
で
は
、人
と
人
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
大
き
な
役
割
と
し
て
各
種
教
室
、

講
座
を
開
催
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
特
に
「
お
が
わ
熟
年
大
学
」
の
熟
年
パ

ワ
ー
に
圧
倒
さ
れ
笑
顔
と
笑
い
声
が
あ
ふ
れ
た
時
間
は
忘
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

文
化
協
会
ス
テ
ー
ジ
発
表
・
作
品
展
示
会
は
年
々
参
加
者
が
増
え
素
晴
ら
し

い
小
川
芸
術
作
品
に
感
動
し
た
印
象
深
い
活
動
で
し
た
。

　

こ
う
し
た
中
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
三
年
間
は
公
民
館
活
動

が
中
止
と
な
っ
た
時
に
多
く
の
皆
様
か
ら
支
援
を
賜
り
感
謝
を
申
し
上
げ
ま

す
。

　

人
口
減
少
社
会
と
な
っ
て
、
社
会
環
境
は
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
が
、

公
民
館
は
社
会
教
育
活
動
の
先
兵
と
し
て
常
に
新
た
な
提
案
、
実
行
に
積

極
果
敢
に
取
り
組
み
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
ご
期
待
申
し
上
げ
ま
す
。

　

最
後
に
、
こ
れ
か
ら
は
、
皆
様
と
と
も
に
、
広
い
視
野
で
、
よ
り
良
い
地

域
づ
く
り
を
目
指
す
と
と
も
に
地
域
の
一
層
の
発
展
と
、
皆
様
の
ご
健
勝
と

ご
多
幸
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
退
任
の
ご
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

退
任
の
ご
挨
拶　
　
　
前
公
民
館
館
長　

松
本　

貴
秀
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２
０
２
３
年
度　

社
会
教
育
・
公
民
館
関
係
役
員

【
社
会
教
育
委
員
会
】

　

議　
　
　

長　
　

花
田　

隆
夫

　

副　

議　

長　
　

塚
田　

綾
子

　

委　
　
　

員　
　

田
中　

千
香

　

委　
　
　

員　
　

塩
㟢　

正
昭

　

委　
　
　

員　
　

小
林　

浩
一

【
分
館
長
・
主
事
】

　

夏　

和
分
館
長　

松
本　
　

剛

　
　

〃　

主　

事　

柳
澤　

史
樹

　

久　

木
分
館
長　

宮
嶋　

泰
信

　
　

〃　

主　

事　

久
保
田
正
訓

　

高
府
町
分
館
長　

大
日
方
利
夫

　
　

〃　

主　

事　

三
水　
　

明

　

花　

尾
分
館
長　

宮
下　

元
夫

　
　

〃　

主　

事　

西
澤　
　

謙

　

上　

野
分
館
長　

宮
尾　

甲
一

　
　

〃　

主　

事　

青
木　

秀
夫

　

小
根
山
分
館
長　

鈴
木　

博
幸

　
　

〃　

主　

事　

伊
藤　

雅
喜

　

稲
丘
東
分
館
長　

和
田　

重
孝　

　
　

〃　

主　

事　

田
澤　

正
信

◎
稲
丘
西
分
館
長　

大
日
方
雅
夫

　
　

〃　

主　

事　

宮
尾　

和
三

　

成　

就
分
館
長　

川
又　

啓
一

○　

〃　

主　

事　

柴
山　

直
樹

　

北　

尾
分
館
長　

松
本　

武
志

　
　

〃　

主　

事　

北
澤　

大
樹

　

法　

地
分
館
長　

宮
下　
　

守

　
　

〃　

主　

事　

坂
口　

次
男

　

瀬
戸
川
分
館
長　

宮
下　
　

登

　
　

〃　

主　

事　

中
村　

和
正

　

古
馬
川
分
館
長　

伊
藤　
　

繁　

　
　

〃　

主　

事　

伊
藤　
　

正

（
◎
会
長　

○
副
会
長
）

【
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
会
】

　

委　

員　

長　
　

小
林　

雅
樹

　

副
委
員
長　
　

松
本　

武
志

　

委　
　
　

員　
　

和
田　

博
之

　

委　
　
　

員　
　

伊
藤　

聖
寛

　

委　
　
　

員　
　

矢
口　

早
苗

　

委　
　
　

員　
　

徳
武　

美
江

　

委　
　
　

員　
　

佐
野
め
ぐ
美

【
視
聴
覚
委
員
会
】

　

委　

員　

長　
　

川
又　

啓
一

　

副
委
員
長　
　

和
田　

優
孝

　

委　
　
　

員　
　

丸
田　
　

勉

　

委　
　
　

員　
　

和
田　

久
憲

　

委　
　
　

員　
　

大
久
保
雅
夫

　

委　
　
　

員　
　

川
又　

康
助

　

委　
　
　

員　
　

横
矢　
　

匠

【
図
書
委
員
会
】

　

委　

員　

長　
　

大
沢　

綾
子

　

副
委
員
長　
　

木
村
め
ぐ
み

　

委　
　
　

員　
　

太
田　

冴
加

　

委　
　
　

員　
　

多
々
良
亜
紀
子

【
館
報
編
集
委
員
会
】

　

委　

員　

長　
　

松
本　

博
充

　

副
委
員
長　
　

松
本　

治
代

　

委　
　
　

員　
　

三
水　
　

恵

　

委　
　
　

員　
　

岩
倉　

寛
子
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集
団
登
校
す
る
ア
リ

☆
ア
リ
の
大
行
列
を
発
見

　

小
学
校
付
近
で
ア
リ
の
大
行
列
を
見
つ
け
ま
し
た
。
ど

こ
か
ら
来
て
い
る
の
か
と
後
を
つ
け
て
み
る
と
、
高
府
郵

便
局
の
近
く
ま
で
続
い
て
い
ま
し
た
。
ア
リ
の
行
列
は
よ

く
見
か
け
ま
す
が
、
な
ぜ
長
い
行
列
を
作
っ
て
い
る
の
か
、

改
め
て
小
さ
な
ア
リ
の
世
界
に
つ
い
て
調
べ
て
み
ま
し
た
。

☆
ア
リ
の
生
態
と
は
？

　

学
校
付
近
で
行
列
を
作
っ
て
い
た
の
は
、
体
長
２
・
５
ミ

リ
ほ
ど
の
「
ア
ミ
メ
ア
リ
」
と
い
う
種
類
の
ア
リ
で
す
。

ア
リ
と
し
て
は
珍
し
く
女
王
ア
リ
が
存
在
せ
ず
働
き
ア
リ

が
卵
を
産
み
、
み
ん
な
で
育
て
ま
す
。
決
ま
っ
た
巣
を
持

た
ず
、
石
の
下
や
朽
ち
木
な
ど
の
隙
間
に
一
時
的
な
巣
を

作
り
、
巣
が
壊
れ
た
り
近
く
に
エ
サ
が

な
く
な
っ
て
く
る
と
エ
サ
を
求
め
て
移

動
し
ま
す
。
こ
う
い
う
特
徴
を
持
つ
ア

リ
は
世
界
に
一
万
数
千
種
い
る
ア
リ
の

う
ち
、
な
ん
と
二
種
類
の
み
と
い
う
実

は
珍
し
い
種

類
の
ア
リ
で

し
た
。

☆
行
列
が

で
き
る
理
由

　

エ
サ
を
見

つ
け
た
ア
リ

が
匂
い
の
あ
る
液
を
出
し
道
し
る
べ
を
つ
け
、
そ
の
匂
い

を
頼
り
に
他
の
ア
リ
達
も
エ
サ
を
運
び
ま
す
。
ま
た
、
ア

リ
は
微
妙
な
湿
度
の
変
化
を
敏
感
に
察
知
し
、
雨
か
ら
卵

を
守
る
た
め
に
運
び
出
し
て
い
る
ん
だ
と
か
。
ア
リ
に
備

わ
っ
た
生
き
延
び
る
た
め
の
能
力
に
驚
き
ま
す
。

☆
小
さ
な
ア
リ
の
大
き
な
力

　

進
化
す
る
中
で
生
き
延
び
る
す
べ
を
身
に
つ
け
て
き
た

ア
リ
社
会
は
、
と
て
も
合
理
的
で
、
優
れ
た
共
同
体
社
会

を
作
り
、
助
け
合
っ
て
生
き
て
い
ま
し
た
。
小
さ
な
村
に

暮
ら
す
私
達
も
村
民
同
士
が
協
力
し
、
助
け
合
っ
て
暮
ら

し
て
い
く
べ
き
だ
と
、
改
め
て
ア
リ
社
会
が
教
え
て
く
れ

ま
す
。

シリーズ  路端の小さな命 ④ 
　路端の隅でたたずんでいる動植物や石造物
について紹介します。このコーナーに情報を
提供されたい方は公民館までご連絡ください。


