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扮 攣罐

ご

七
の

い

さ
」
つ

残
暑
厳
し
き
折
か
ら
皆
様
に
は
益
々

ご
清
祥
の
こ
と
と
お
喜
び
申
し
上

げ
ま
す
。

さ
て
、
椎
田
町
に
お
き
ま
し
て
は

築
城
町
と
の
合
併
期
目
が
残
す

と
こ
ろ
半
年
あ
ま
り
と
な
り
来
年

一
月
の
町
長
選
に
新
川
氏
が
出
馬

表
明
を
し
、
築
城
町
長
の
有
本
氏

も
出
馬
が
濃
厚
で
す
。
両
者
共
に

新
町
の
町
長
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い

か
ど
う
か
は
、
そ
の
資
質
、
見
識
を

考
え
る
と
過
去
の
言
動
や
政
治
姿

勢
か
ら
果
し
て
容
認
で
き
る
候
補

者
で
あ
る
か
大
い
に
疑
間
の
残
る

と
こ
ろ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
新
町
の
首
長
に
は

す
ぐ
れ
た
行
政
能
力
は
も
ち
ろ
ん

先
見
性
と
卓
越
し
た
行
動
力
で
過

去

の
京

築

の
利

権

屋
主

導

の

ｔ
お
た
丈
男

政
治
風
土
を
断

つ
人
物
が
望
ま

れ
ま
す
。

９
月
に
は
議
会
が
開
か
れ
ま
す
。

椎
田
町
議
会
も
合
併
ま

で
１２
月

の
議
会
を
残
す

の
み
と
な
り
ま

し
た
。
華峨
員
と
し
て
そ
の
議
会
活

動
は
町
民
の
皆
様

の
代
弁
者
と

し
て
そ
の
意
見
を
主
張
す

べ
き

場
で
あ
り
、
三峨
員
活
動
の
根
幹
を

な
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

合
併
後

に
お
け
る
議
会
活
動
も

築
城
町
、
椎
田
町
２
町
の
行
政

エ

リ
ア
の
拡
大

に
伴

っ
て
色
々
な

チ

ェ
ッ
ク
す

べ
き
行
政
課
題
が

山
積
す
る
こ
と
は
確
か
で
し
ょ
う
。

今
後
も
当
後
援
会
新
聞
を
通
じ
、

議
会
内
容
の
報
告
を
し
て
ま
い
り

ま
す
。
紙
面
の
都
合
で
内
容
が
不

十
分
な
点
も
あ
り
ま
す
が
、
で
き
る

限
り
掲
載
し
て
い
く
予
定
で
す
。

最
後
に
合
併
に
至
る
ま
で
の
こ
こ

数
力
月
は
椎
田
町
の
歴
史
の
節
目

と
な
る
重
要
な
時
機
に
な
る
こ
と

を
肝

に
命
じ
町
議
と
し
て
皆
様

の
ご
期
待

に
そ
え
る
よ
う
邁
進

い
た
し
ま
す
。
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合
併
に
つ
い
て

（
一部
抜
世

（塩
田
文
男
）

来
年
１
月
１０
日
、築
城
町
と
合
併
調
印
が

整

っ
た
わ
け
で
す
が
、△
口併
に
至
る
ま
で

の
経
緯
は

一
転
二
転
し
、最
後
は
大
ど
ん

で
ん
返
し
を
い
た
し
ま
し
て
、私
た
ち
議

員
は
も
ち
ろ
ん
町
民
の
皆
さ
ん
も
、新
川

町
行
政
に
対
し
て
複
雑
な
思
い
を
し
て

お
り
ま
す
。

１
市
５
町
の
合
併
を
町
長
独
断
で

一
方

的
に
破
棄
し
、さ
ら
に
は
１
市
２
町
の
合

併
協
議
会
を
民
意
な
く
独
断
で
設
立
し
、

こ
れ
も
住
民
投
票
の
結
果
、断
念
せ
ざ
る

を
得
な
く
な

っ
た
状
況
に
な
り
、そ
し
て

今
回
は
全
国
初
、ま
た
福
岡
県
で
最
も
遅

く
、ぎ
り
ざ
り
の
３
月
末
で
の
調
印
。
町

民
の
皆
さ
ん
も
ま
す
ま
す
不
信
が
高
ま

っ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

今
回
、
こ
の
合
併
は
本
当
に
民
意
で
あ
り
、

住
民
が
望
む
合
併
で
あ
っ
た
で
し
よ
う
か
。

私
は
、多
分
半
数
以
上
の
町
民
の
皆
さ
ん

は
異
論
が
あ
る
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

一
つ
例
を
挙
げ
て
み
ま
す
と
、前
年
度
、

役
場
の
職
員
の
退
職
勧
奨
を
し
た
と
聞

い
て
い
ま
す
が
、菫
豆前
市
と
の
合
併
が
不

調
に
終
わ
り
、財
政
的
に
厳
し
い
か
ら
と

い
う
理
由
で
勧
奨
条
例
を
制
定
し
た
と

の
こ
と
で
す
が
、今
回
築
城
町
と
の
合
併

が
整

っ
た
途
端
に
退
職
勧
奨
を
自
紙
に

戻
し
、勧
奨
に
応
じ
た
職
員
に
異
例
の
説

得
を
し
た
と
聞
き
ま
す
が
、本
当
で
す
か
。

も
し
事
実
で
あ
れ
ば
、朝
令
暮
改
も
甚
だ

し
い
、そ
の
場
限
り
の
浅
い
考
え
方
で
、

職
員
を
人
間
的
に
扱
っ
て
な
く
、
一
部
の

道
具
の
よ
う
な
感
じ
も
い
た
し
ま
す
。長

い
間
勤
務
さ
れ
て
き
た
職
員
の
退
職
す

る
気
持
ち
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
か
。あ
な

た
も
退
職
さ
れ
て
町
長
に
出
馬
し
た
わ

け
で
す
が
、そ
の
と
き
の
心
の
葛
藤
は
い

か
が
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
、ほ
ん
の
一
例
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、

町
長
と
し
て
の
考
え
方
が
す
べ
て
目
先

だ
け
の
感
じ
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。対
極

を
判
断
し
、将
来
を
見
据
え
、真
剣
に
町

民
の
為
の
政
治
と
い
う
こ
と
が
最
も
必

要
と
思
い
ま
す
。期
限
ま
で
に
合
併
し
な

く
て
も
、行
政
を
ス
リ
ム
化
し
、無
駄
を

省
き
、住
民
と

一
緒
に
な
っ
て
頑
張
ろ
う

と
い
う
町
村
が
全
国
に
幾
つ
も
あ
り
ま

す
。今
回
、特
例
債
と
い
う
飴
に
つ
ら
れ

て
合
併
を
し
て
き
て
、町
長
が
描
い
て
い

る
将
来
展
望
、町
長
は
椎
田
町
を
ど
ん
な

町
に
す
る
と
お
考
え
で
す
か
。

（新
川
町
５

基
本
的
に
い
え
ば
、塩
田
議
員
と
は
見
解

の
相
違
と
い
う
形
に
な
ろ
う
と
思
い
ま

す
け
れ
ど
も
。

退
職
勧
奨
、
こ
れ
は
本
当
に
椎
田
町
の
こ

と
を
思
っ
て
、私
は
勧
奨
条
例
は
つ
く
っ

て
い
ま
せ
ん
。条
例
は
皆
様
方
に
諮
ら
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、勧
奨
規
定
で

す
ね
、
一
応
設
け
ま
し
て
、
ラ」
れ
は
築
城

町
が
否
決
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
、
こ
れ

は
も
う
椎
田
町
の
合
併
で
き
な
い
な
と

い
う
よ
う
な
こ
と
で
憂
慮
し
て
、３
月
３‐

日
ま
で
に
退
職
す
れ
ば
、退
職
の
優
遇
措

置
が
働
け
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、３

月
の
こ
れ
は
８
日
だ

つ
た
で
す
か
、
一
応

募
集
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

１０
日

間
考
え
て
は
し
い
と
い
う
ふ
う
な
こ
と

で
退
職
勧
奨
の
募
集
を
し
た
ら
、７
名
応

じ
た
と
い
う
状
況
で
す
。

そ
の
間
、築
城
町
が
可
決
を
い
た
し
ま
し

た
、実
際
。そ
れ
は
、可
決
が
し
た
ん
で
合

併
で
き
る
よ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、１

回
考
え
直
し
て
も
い
い
よ
と
い
う
話
は

し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、希
望
し
た
職
員
は

１
回
出
し
た
か
ら
、
こ
れ
は
も
う
引

っ
込

め
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、退
職
に

応
じ
て
い
っ
た
と
。
こ
れ
が
経
過
で
ご
ざ

い
ま
す
。

基
本
的
に
は
合
併
は
、
こ
れ
は
国
の
財
政

破
綻
か
ら
来
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
、地

方
分
権
と
か
少
子
・高
齢
化
と
い
う
世
の

中
の
流
れ
を
想
定
す
れ
ば
、絶
対
に
こ
れ

は
も
う
避
け
て
通
れ
な
い
よ
う
な
状
況

で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
、私
が
個
人
で

し
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
や
は
り
こ
れ
も

町
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
も
加
わ

っ
て
お

り
ま
す
。塩
田
議
員
、あ
な
た
方
は
合
併

に
反
対
し
て
き
た
と
い
う
経
過
が
ご
ざ

い
ま
す
。

そ
う
い
う
形
の
中
で
批
判
的
で
は
ご
ざ

い
ま
し
ょ
う
け
ど
、△
口
併
を
し
て
椎
田
町

よ
く
し
て
ほ
し
い
と
い
う
皆
さ
ん
の
希

望
に
応
じ
て
、私
も
こ
の
合
併
を
進
め
て

き
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

霜

田
文
尋

合
併
に
反
対
し
た
と
い
う
わ
け
で
す
け

ど
も
、国
の
三
位

一
体
改
革
の
中
で
、私

た
ち
ま
た
、私
も
合
併
は
せ
ざ
る
を
得
な

い
と
い
う
こ
と
は
十
分
自
分
で
も
理
解

し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
〓
一位

一
体
改

革
で
独
断
で
合
併
を
し
な
さ
い
と
い
う

通
達
は
ど
こ
に
も
出
て
お
り
ま
せ
ん
。そ

の
独
断
に
つ
い
て
お
か
し
い
と
反
対
し

て
な
ぜ
悪
い
の
か
、そ
れ
は
町
長
と
の
見

解
の
相
違
と
思
い
ま
す
の
で
、御
言
葉
を

お
返
し
ま
す
。

今
町
民
の
皆
さ
ん
が
築
城
町
と
合
併
す

る
こ
と
に
よ

つ
て
ど
ん
な
町
に
し
た
い

と
考
え
て
い
る
か
、
こ
ん
な
町
に
な

っ
て

ほ
し
い
と
考
え
て
い
る
か
、認
識
を
さ
れ

て
お
ら
れ
ま
す
か
。町
長
の
職
務
は
町
民

に
夢
を
与
え
、希
望
を
与
え
、
そ
れ
を
実

現
す
る
こ
と
が
町
民
の
町
政

へ
の
信
頼

で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
と
思

い
ま
す
。築
城
町
の
合
併
に
当
た
り
、
町

民
の
民
意
を
問
う
た
め
に
早
急
に
ま
ち

づ
く
り
に
つ
い
て
の
合
併
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。合

併
ア
ン
ケ
ー
ト
を
す
れ
ば
、
い
ろ
ん
な
世

代
の
方
々
に
も
通
達
が
い
く
と
思
い
ま

す
。そ
う
い
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
を
調
査
を

す
る
気
持
ち
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

（新
川
町
５

私
が
独
断
で
合
併
し
た
い
、そ
ん
な
私
は

独
裁
者
じ
ゃ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
し
、ち
や
ん

と
法
律
に
基
づ
い
て
、議
会
制
民
主
主
義

と
い
う
こ
と
で
、地
方
自
治
法
の
規
定
と

そ
れ
か
ら
合
併
特
例
法
の
規
定
に
基
づ

い
て
、
こ
の
合
併
は
推
進
を
し
て
き
て
お

る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

住
民
投
票
は
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
し
か
な
い

ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
こ
の
合
併
、

じ
ゃ
あ
将
来
ビ
ジ

ョ
ン
と
い
う
形
に
な

れ
ば
、少
子
高
齢
化
、
そ
れ
か
ら
地
方
分

権
と
い
う
形
の
中
で
、合
併
の
波
は
も
う

押
し
寄
せ
て
き
て
お
り
ま
す
。国
の
方
針

に
基
づ
い
て
い
ろ
ん
な
明
治
の
合
併
、昭

和
の
合
併
、当
時
の
人
が
合
併
後
の
１０
年
、

２。
年
後
を
想
定
し
た
形
で
、昭
和
３０
年
代

の
人
が
今
の
椎
田
町
を
ど
の
よ
う
に
考

え
て
お
っ
た
か
と
、そ
れ
は
定
か
で
は
ご

ざ
い
ま
せ
ん
け
ど
、
や
は
り
合
併
し
て
よ

か
っ
た
な
と
い
う
町
を
、
や
は
り
首
長
と

議
会
と
住
民
の
皆
さ
ん
も
参
加
し
て
い

た
だ
く
と
、
フ」
れ
は
当
然
結
構
な
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
す
し
、そ
う
い
う
ま
ち
づ
く
り

を
私
は
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
思
い
ま
す
。

（塩
田
文
男
）

先
ほ
ど
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
件
に
つ
い
て



平成 17年8月 P・ M・ Aク ラブ 第4号 (3)

お
答
え
を
頂
い
て
お
り
ま
せ
ん
。

町
民
が
行
政
離
れ
を
す
る
結
果
に
も
な

り
ま
す
が
、再
度
ア
ン
ケ
ー
ト
に
つ
い
て
、

や
る
の
か
や
ら
な
い
の
か
、お
答
え
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（新
川
町
長
）

ア
ン
ケ
ー
ト
は
実
施
し
ま
せ
ん
。

（塩
田
文
男
）

福
岡
防
衛
施
設
局
・築
城
基
地
と
地
方

自
治
体

の
関
係

に
つ
い
て
簡
単

に
説

明
を
お
願
い
し
ま
す
。

（清
水
局
長
）

航
空
自
衛
隊
築
城
基
地
は
、
我
が
国
の

平
和
を
守
る
基
盤
と
な
る
重
要
な
防

衛
施
設
で
あ
り
ま
す
。

築
城
基
地
に
お
い
て
は
、
周
辺
住
民
の

（塩
田
文
男
）

で
は
ど
う

い
う
形
で
民
意
を
把
握
さ

れ

て
い
く

の
か
、
や
は
り
行
政
主
導

で
民
意
を
反
映
し
た
合
併

に
な
る
こ

と
を
強
く
望
む
も
の
で
あ
り
ま
す
し
、

そ
の
辺
は
町
長
も
う

一
度
考
え
な
お

し
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

方

々
の
生
活
に
配
慮
し
な
が
ら
活
動

し
て
い
ま
す
が
、
航
空
機
の
離
発
着
等

に
よ

っ
て
生
ず
る
騒
音

に
よ
り
障
害

を
与
え
て
い
る
場
合
、
ま
た
飛
行
場
等

防
衛
施
設
が
所
在
す
る
こ
と
に
よ

っ

て
周
辺
住
民
の
方
々
の
生
活
に
様
々

な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

防
衛
施
設
を
円
滑
か

つ
安
定
的

に
運

用
し
て
い
く
た
め
に
は
、
周
辺
住
民
の

方
々
の
理
解
と
協
力
が
不
可
欠
で
あ

り
ま
す
。

そ
の
た
め
福
岡
防
衛
施
設
局
は
、
防
衛

施
設
と
周
辺
地
域
と
の
調
和
を
は
か
り
、

周
辺
住
民
の
方
々
の
暮
ら
し
の
安
定
・

福
祉
の
向
上
を
図
る
た
め
、
周
辺
自
治

体
等
の
要
望
に
よ
り
「防
衛
施
設
周
辺

の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」

に
基
づ
き
、
防
音
工
事

の
助
成
、
民
生

安
定
施
設
の
助
成
、
特
定
防
衛
施
設
周

辺
整
備
調
整
交
付
金

の
交
付
等
様
々

な
施
策
を
行

っ
て
お
り
ま
す
。

（塩
田
文
男
）

現
在
の
民
生
安
定
事
業

に
つ
い
て
簡

単
に
内
容
説
明
を
お
願
い
し
ま
す
。

（清
水
局
長
）

「防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備

等
に
関
す
る
法
律
」
第
８
条
に
規
定
す

る
民
生
安
定
施
設
の
助
成
は
、
防
衛
施

設

の
設
置

。運
用
に
よ
り
、
そ
の
周
辺

地
域

の
住
民
の
生
活
又
は
事
業
活
動

が
阻
害
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
障
害
の
緩
和
に
資
す

る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
が
、
公
園
、
道

路
、公
民
館
、学
習
等
供
用
施
設
、
、」
み
・

し
尿
処
理
施
設
等

の
生
活
環
境
施
設

や
農
業
用
施
設
、
漁
業
用
施
設
等
の
事

業
経
営

の
安
定

に
寄
与
す
る
施
設

の

整
備
を
行
う
場
合

に
実
施
し
て
お
り

ま
す
。

（塩
田
文
男
）

コ
ン
タ
ー
区
域
の
見
直
し
に
つ
い
て

今

の
区
域
は
平
成
４
年
１０
月
２２
日
に

定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
１０

年
以
上
が
経
過
し
て
い
ま
す
。
地
元
の

住
民
か
ら
も
告
示
日
の
見
直
し
、
区
域

の
拡
大
等

に
つ
い
て
か
な
り
の
要
望

が
挙
が

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
点
に
つ
い

て
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。

（清
水
局
長
）

築
城
飛
行
場
で
は
、
Ｆ
‐
１
型
機

の
減

勢
に
伴

い
、
平
成
１６
年
度
か
ら
１７
年
度

に
か
け
て
逐
次
Ｆ
‐
２
型
機
に
機
種
変

更
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
Ｆ

ｌ
２
型
機
の
配
備
完
了
後
の
平
成
１８
年

度
以
降
、
Ｆ
‐
２
型
機

の
運
用
が
安
定

し
た
時
期
を
見
極
め
た
上
で
、
騒
音
度

調
査
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
お
り

ま
す
。

騒
音
度
調
査
を
実
施
し
た
結
果
、
騒
音

状
況
に
変
化
が
認
め
ら
れ
る
場
合

に

は
、
区
域
の
見
直
し
等
所
要
の
措
置
を

採
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。生
回
示
の
見
直

し
に
つ
い
て
は
、
「防
衛
施
設
周
辺
の

生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」

第
４
条
の
規
定
に
よ
り
、
一
種
区
域
指

定

の
際
現
に
所
在
す
る
住
宅
を
対
象

と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
該
告

示
後
に
建
設
さ
れ
た
住
宅
は
そ
の
対

象
と
し
て
い
な

い
こ
と
を

ご
理
解
願

い
た
い
。

告
示
後
住
宅
に
つ
い
て
は
、
人
フ
後
の
検

討
す

べ
き
課
題
と
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
ま
す
が
、
現
実
的
に
は
限
ら
れ

た
財
源
を
効
果
的

に
使
用
す
る
観
点

か
ら
、
現
行
の
施
策
を
当
面
優
先
す
べ

き
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

（塩
田
文
男
）

住
宅
防
音
工
事
メ

ニ
ュ
ー
の
見
直
し

に
つ
い
て

人
フ
、
新
た
な
住
宅
防
音
工
事
メ

ニ
ュ

ー

（外
郭
防
音
工
事
等
）
が
実
施
さ
れ

て
い
る
が
、
そ

の
メ

ニ
ュ
ー
内
容

に

つ
い
て
問
題
は
な

い
で
す
か
。
本
町

で
は
、
建
具
機
能
復
旧
工
事
等

に

つ

い
て
は
、
か
な
り

の
数

の
要
望
が
あ

る
よ
う
だ
が
、
配
分
戸
数
等

に

つ
い

て
意
向
調
査
を
実
施
す

べ
き
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

（清
水
局
長
）

住
宅
防
音
工
事
に
つ
い
て
は
、
昭
和
４９

年
度
か
ら
実
施
し
て
お
り
ま
す
が
、
住

民
等
の
要
望
を
踏
ま
え
、
平
成
元
年
度

か
ら
空
気
調
和
機
器
復
旧
工
事
及
び

建
替
防
音
工
事
、
平
成
４
年
度
か
ら

一

挙
防
音
工
事
、
平
成
６
年
度
か
ら
特
定

防
音
工
事
、
平
成
１２
年
度
か
ら
防
音
建

具
復
旧
工
事
及
び
区
画
改
善
工
事
を

実
施
し
て
き
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。

更
に
、
平
成
１４
年
度
か
ら
は
、
住
宅
内

に
お
け
る
生
活
利
便
性

の
向
上

に
資

す
る
た
め
特

に
騒
音

の
著
し

い
８５
Ｗ

以
上

の
区
域
に
つ
い
て
外
郭
防
音
工

事
を
実
施
し
て
お
り
、
〈
フ
後
、
施
策

の

進
捗

に
合
せ
て
対
象
区
域
を
順
次
拡

大
す
る
こ
と
も
検
討
し
て
お
り
ま
す
。

防
音
建
具
復
旧
工
事
に
つ
い
て
は
、
平

成
Ｈ
年
度
か
ら
住
宅
防
音
工
事
を
実

施
し
た
住
宅
で
、
「収
置
後
１０
年
以
上
経

過
し
、
か
つ
機
能
の
全
部
又
は

一
部
を

保
持
し
て
い
な

い
防
音
サ

ッ
シ
の
交

換
等

に
係
る
経
費

に
つ
い
て
助
成

の

措
置
を
講
じ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。

非
常
に
厳
し

い
財
政
下

で
あ
り
ま
す

が
、
当
局
と
し
て
地
元
の
強

い
要
望
を

踏
ま
え
、
徐

々
に
で
は
あ
り
ま
す
が
、

実
施
件
数
を
増
や
し
て
い
る
と

こ
ろ

で
あ
り
、
〈
フ
後
も
引
き
続
き
建
具
復
旧

工
事
の
推
進
に
努
め
て
参
り
た
い
。

配
分
戸
数
等

に
係
る
意
向
調
査

に
つ

い
て
は
、
当
局
に
お
い
て
築
城
飛
行
場

周
辺
の
各
関
係
自
治
体
毎

の
防
音
工

事
の
実
績
を
把
握
し
て
お
り
、
実
施
件

数
は
厳
し
い
状
況
で
は
あ
り
ま
す
が
、

防
音
工
事
の
実
績
等
を
踏
ま
え
、各
自

治
体
と
調
整
し
配
分
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。

仁
二
Ｍ凹
耐
嬌
日
学
Ⅲ端
識
〓
巳
一編
巣
量
目

≡
肇
ヒ
常
猟

談

清
水
繁
局
長
へ
基
地
対
策
を
問
う
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巨人、大鵬、王子焼きと言えば昭和36年に流行した言葉でもあります.相撲界
においてはその後、北の湖、千代の富士、責乃花、そして朝青龍と現在に至って
いますc時代の移り変わりの中には様 な々ドラマがあります。時の流れに身を
任せるだけでなく自ら真剣にドラマに参加する時ではないしょうかし

宮
相
撲
（争
豊

例
年

の
よ
う
に
暑

い
日
が
続
き

ま
す
。
ま
た
、
〈
フ
年
は
渇
水
対
策

本
部
が
設
置
さ
れ
、
あ
と

一
歩
の

と

こ
ろ
で
時
間
断
水
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
所
で
し
た
。
私
達
が
子

供

の
こ
ろ
は
夏

に
な
る
と
時
間

断
水
は
当
た
り
前

の
出
来
事
だ

っ
た
事
を
思
い
出
し
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
暑
い
季
節
に
椎
田
町

で
は
相
撲
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

今
年
も
七
月
二
十
四
日
浜
宮

の

相
撲
場

に
て
第
二
十
七
回
椎
田

町
相
撲
大
会
が
開
催
さ
れ
団
体

戦

で
西
高
塚
子
ど
も
会
が
優
勝

致
し
ま
し
た
。
ま
た
八
月
二
日
に

に
は
第
五
十
三
回
福
岡
県
相
撲

競
技
大
会
が
開
催
さ
れ
、
さ
ら
に

八
月
十
日

に
は
第
二
十
三
回
九

州
中
学
校
相
撲
競
技
大
会
が
浜

宮
土
俵
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
今
回
、
椎
田
町
の
地
域
で

相
撲

に
関
わ
り
石
碑

に
も
な

っ

て
い
る
方

々
を
紹
介
し
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
西
角
田
の
福
間
地
区

に
、

昔
は
上
の
河
内
村
福
間
と
呼
ば
れ
、

こ
こ
は
中
津
街
道

の
通
り
で
も

あ
り
江
戸
時
代
末
期
宮
相
撲
が

盛
ん
で
あ
り
、
森
武
八
と

い
う

・

し
こ
名
は

三

之
盛
」
力
士
で
当

時
二
十
歳
の
頃
、
宇
佐
八
幡
相
撲

で
横
綱
級
の
力
士
を
負
か
せ
、
京

築
地
方
か
ら
宇
佐
地
方

に
か
け

そ
の
名
を
鳴
り
響
か
せ
た
そ
う

で
す
。

現
在
も
福
間
地
区
を
中
津
方
向

に
向
か

っ
て
西
角
田
小
学
校

へ

右
折
す
る
約
百
メ
ー
ト
ル
手
前

の
左
脇

に
「
一
之
盛
武
八
墓
」
と

い
う
顕
彰
碑
が
建

て
ら
れ

て
い

ま
す
。

続

い
て
、
湊
地
区
の
漁
協
付
近
の

裏
地
の
入
り
口
に
大
き
な
「古
田

峰
太
郎
之
碑
」
が
顕
在
し
、
碑

に

は
大
日
本
相
撲
奨
働
會
築
上
郡

支
部
長
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
話

に
よ
る
と
こ
の
石
碑
の
石
は
、
真

如
寺
か
極
楽
寺
地
区

の
石
で
こ

こ
ま
で
運
ぶ
の
に

一
日
に
約
五

百
メ
ー
ト
ル
進
み
、
約
十
日
間
か

け
て
運
ば
れ
て
建

て
ら
れ
た
そ

、っ
で
す
ノ。

次
に
、
小
原
地
区
の
正
八
幡
神
社

の
境
内

の
左
側

に
も
、
「大
山
安

蔵
褐
」
の
石
碑
が
顕
在
し
、
東
京

大
相
撲
年
寄
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
椎
田
町
に
は
当
時

の
活
躍
を
偲
ば
せ
る
石
碑
が
幾

つ
か
顕
在
し
て
い
ま
す
。

で
は
何
故
、
相
撲
で
‥
・？

当
時
、
江
戸
末
期
か
ら
明
治

・大

正
に
各
村
々
の
神
社
の
催
し
・楽

し
み
・戦

い
な
ど
と
い
う
の
で
し

ょ
う
か
、
現
在
の
ス
ポ
ー
ツ
的
扱

い
で
勝
者
は
村

の
ヒ
ー

ロ
ー
、
そ

し
て
近
隣

の
村

い
や
全
国
的

に

そ
の
名
を
響
か
せ
た
方

々
は
途

轍
も
な
く
称
え
ら
れ
た
事

で
し

ょ
う
。
そ
の
証
が
現
在
も
残
る
石

碑
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

近
年

で
は
今
話
題
に
な

っ
て
い

る
藤
島
部
屋
の
貴
ノ
花
、
親
方
時

代

に
中
学
時
代

の
同
級
生

で
あ

る
豊
ノ
海
を
迎
え
に
来
た
の
が
、

つ
い
先
日
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

私
自
身
、
相
撲
は
得
意
と
は
い
え

ま
せ
ん
が
、
礼
と
節
を
重
ん
じ
る

文
化
は
多
少
な
り
と
も
分
か
る

つ
も
り
で
い
ま
す
。

今
後
と
も
今
昔
・中
津
街
道
を
通

じ
歴
史
や
文
化
を
探
求
し
な
が

ら
議
員
と
し
て
も
真
剣
勝
負
を

続
行
し
て
頑
張

っ
て
い
き
た

い

と
思

っ
て
い
ま
す
。

―之盛武八墓 (福 間)

浜の宮相撲場

大山安蔵掲 (4ヽ原)古田li太郎之碑 (湊 )


