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一
新
年
明
けま
し
て
 

ーお
め
で
と
う
ご
ざ
  
ま
 

―年頭の辞 

町長鳴海義男 

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
 

町
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
決
意
新
た
に
輝
か
し
い
新
春

を
ご
家
族
で
お
迎
え
の
こ
と
と
心

か
ら
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。
 

二
十

一
世
紀
を
目
前
に
し
て
今
、
 

世
の
中
は
激
動
の
時
局
を
迎
え
て

お
り
ま
す
。
昨
年
は
 
「不
況
、
不

景
気
」
と
い
う
言
葉
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
暗
い
ニ
ュ
ー
ス
が
多
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の

た
め
、
地
方
分
権
が
さ
さ
や
か
れ

て
い
る
中
、
地
方
財
政
を
取
り
巻
 
 く

環
境
は
ひ
っ
迫
の
一
途
を
た
ど

っ
て
い
ま
す
。
 

当
町
に
お
い
て
も
、
少
子
・
高

齢
化
の
波
が
押
し
寄
せ
、
医
療
機

関
を
含
め
た
福
祉
関
連
施
設
の
充

実
や
、
基
幹
産
業
で
あ
る
農
業
問

題
の
振
興
な
ど
課
題
は
山
積
し
て

お
り
ま
す
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
皆
様
ご
存
じ

の
と
お
り
昨
年
は
、
世
界
的
に
も

偉
大
な
作
家
で
あ
り
ま
す
太
宰
治

の
生
家
が
太
宰
治
記
念
館
「
斜
陽

館
」
と
し
て
リ
ニ
ュ

ー
ア
ル
し
、
 

約
十
万
人
の
観
光
客
が
入
館
し
て
 
 い

ま
す
。
太
宰
生
誕
九
十
周
年
の

今
年
も
、
多
く
の
観
光
客
の
来
町

が
予
想
さ
れ
ま
す
。
今
年
七
月
に

は
、
待
望
の
観
光
物
産
館
も
完
成

す
る
見
込
み
で
、
訪
れ
る
観
光
客

に
町
の
名
所
や
特
産
品
を
幅
広
く
 

P
R
し
て
、
芦
野
公
園
や
「
十
一
一

本
ヤ
ス
」
な
ど
を
含
め
た
奥
津
軽

の
情
報
発
信
の
拠
点
に
し
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
 

ま
た
、
来
年
四
月
に
始
ま
る
介

護
保
険
制
度
に
合
わ
せ
、
こ
の
三

月
に
は
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
 

が
完
成
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
れ

に
接
続
さ
せ
て
今
年
は
、
高
齢
者

生
活
福
祉
セ
ン
タ
ー
も
整
備
す
る

予
定
で
あ
り
、
全
町
民
が
安
心
し

て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る

よ
う
に
施
設
を
充
実
さ
せ
て
い
き

ま
す
。
そ
し
て
、
昨
年
末
に
は
町

の
指
針
で
あ
り
ま
す
第
三
次
金
木

町
総
合
計
画
も
策
定
さ
れ
ま
し
た
。
 

「灯
台
下
暗
し
」
 
のこ
と
わ
ざ
も

あ
り
ま
す
の
で
、
し
っ
か
り
と
足

元
を
見
つ
め
、
様
々
な
諸
施
策
を

展
開
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。
 

本
年
も
町
民
の
皆
様
が
健
や
か

に
過
ご
さ
れ
ま
す
こ
と
を
願
い
ま

し
て
、
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
と
い

た
し
ま
す
。
 

今
年
は
卯
年
。
十
一
一支
の
四
番

目
の
う
さ
ぎ
年
で
す
。
卯
は
東
の

方
角
、
ま
た
 
「卯
の
刻
」
 
と
いえ

ば
、
午
前
六
時
ご
ろ
を
指
し
ま
す
。
 

明
治

中
ご

ろ
か

ら

日
本
で

も
飼
育
 

ほ
に
ゆ
う
 

る
、
う
さ
ぎは
、
ウ
サ
ギ
科
の
哨
乳

類
で
す
。
う
さ
ぎ
と
い
う
と
耳
が

長
く
、
目
が
赤
く
、
毛
は
白
、
ピ

ョ
ン
ピ
ョ
ン
と
跳
ね
る
動
物
を
思

い
浮
か
べ
ま
す
が
、
こ
れ
は
わ
た

し
た
ち
が
よ
く
見
る
日
本
白
色
種

で
、
ほ
か
に
も
多
く
の
種
類
が
い

ま
す
。
毛
が
白
黒
（ま
た
は
白
茶
）
 

で
パ
ン
ダ
ウ
サ
ギ
と
も
呼
ば
れ
る

ダ
ソ
チ
、
耳
の
下
が
っ
た
ロ
ッ
プ

イ
ヤ
ー
、
耳
の
短
い
ピ
ー
タ
ー
ラ

ビ
ッ
ト
な
ど
で
す
。
 

う
さ
ぎ
が
家
畜
化
さ
れ
た
の
は

十
一
了
士
二
世
紀
ご
ろ
と
い
わ
れ
、
 

そ
の
後
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
航
海
者

が
食
糧
の
補
給
源
と
し
て
各
地
に

広
め
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
第

一

次
世
界
大
戦
の
こ
ろ
は
ョ
ー
ロ
ソ

パ
各
地
で
食
肉
用
、
毛
皮
用
に
さ

か
ん
に
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
日
本

で
は
日
清
、
日
露
戦
争
の
こ
ろ
か

ら
、
日
本
白
色
種
が
大
量
に
飼
育
 
 

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
 

う
さ
ぎ
を
数
え
る
と
き
に
、
 一

匹
、
二
匹
と
言
わ
ず
に
一
羽
、
一
一

羽
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
昔
、
 

獣
肉
を
食
べ
る
の
を
忌
み
嫌
っ
て

い
た
時
代
に
、
鳥
の
よ
う
な
数
え

方
を
し
て
う
さ
ぎ
を
食
べ
て
い
た

か
ら
で
し
ょ
う
。
う
さ
ぎ
は
貴
重

な
た
ん
ぱ
く
源
だ
っ
た
の
で
す
。
 

悪
役
や
英

雄
 

さ
ま
ざ

ま
な

役
回
り
 

う
さ
ぎ
の
話
は
、
古
く
は
 
「古

事
記
」
に
発
し
て
い
ま
す
。
う
さ

ぎ
が
海
の
上
に
並
ん
だ
ワ
ニ
ザ
メ
 

い
な
 
ば
 

を
だ
ま
し
て
因
幡
の
国
に
渡
ろ
う

と
し
ま
す
。
し
か
し
、
最
後
に
ワ

ニ
ザ
メ
の
怒
り
を
買
っ
て
し
ま
い
、
 

皮
を
は
ぎ
取
ら
れ
て
苦
し
ん
で
い
 

お
お
く
に
”
ぬ
しの
み
こ
と
 

る
う
さ
ぎ
を
大
国
主
命
が
救
う
と

い
う
お
話
で
す
，
 

だ
れ
で
も
知
っ
て
い
る
う
さ
ぎ

の
話
と
い
え
ば
、
 「う
さ
ぎ
と
カ

メ
」
 
です
。
う
さ
ぎ
と
カ
メ
が
向

こ
う
の
山
ま
で
、
ど
ち
ら
が
先
に

行
け
る
か
競
争
し
ま
す
。
早
い
う

さ
ぎ
は
、
カ
メ
が
の
ろ
い
の
を
見

て
途
中
で
油
断
し
て
昼
寝
を
し
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
の
間
に
カ
メ
が
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一
町
議
会
を
代
表
し
て
 
一
 

一
謹
ん
で
新
春
の
お
喜
び
を
申
し
上
げ
ま
す

一
 

『
H
い
い
穀
い
弓
」
、
弓
」熱
」
『三
三
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー、
 

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
 

明
る
い
希
望
に
満
ち
た
新
春
を

迎
え
、
町
議
会
を
代
表
し
町
民
の

皆
様
に
心
か
ら
お
喜
び
を
申
し
上
 

げ
ま
す
。
 

昨
年
は
、
当
町
の
観
光
の
拠
点

と
な
る
斜
陽
館
が
開
館
し
、
多
数

の
観
光
客
が
訪
れ
て
お
り
喜
ば
し

い
限
り
で
あ
り
ま
す
。
 

ま
た
、
斜
陽
館
と
連
動
し
た
観

光
物
産
館
、
三
味
線
会
館
の
建
設

も
計
画
さ
れ
て
お
り
、
早
期
に
完

成
さ
せ
有
効
利
用
す
る
こ
と
に
よ

り
、
町
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
も

議
会
と
し
て
の
総
意
で
あ
り
ま
す
。
 

当
町
の
主
力
産
業
で
あ
る
農
業

振
興
を
図
る
意
味
で
も
、
観
光
の

振
興
は
大
事
な
こ
と
だ
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
 

観
光
振
興
の
み
な
ら
ず
、
本
年

も
町
民
の
皆
様
の
ご
意
見
を
拝
聴

し
な
が
ら
引
き
続
き
、
教
育
、
福

祉
、
生
活
関
連
施
設
な
ど
山
積
す

る
諸
問
題
を
、
厳
し
い
財
政
事
情

を
勘
案
し
つ
つ
慎
重
審
議
の
う
え
、
 

議
決
機
関
と
し
て
皆
様
方
の
負
託

に
こ
た
え
、
町
発
展
に
尽
力
す
る

決
意
で
あ
り
ま
す
の
で
、
町
民
の

皆
様
の
ご
協
力
、
ご
理
解
を
賜
り

た
い
と
思
う
次
第
で
あ
り
ま
す
。
 

最
後
に
、
皆
様
方
の
ご
健
勝
と

ご
多
幸
を
心
か
ら
祈
念
い
た
し
ま

し
て
、
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
と
い

た
し
ま
す
。
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ゴ
ー
ル
す
る
と
い
う
お
話
で
、
地

道
に
努
力
す
れ
ば
必
ず
成
功
す
る

と
い
う
教
訓
で
す
。
 

こ
う
し
た
話
は
、
動
物
競
争
物

語
と
し
て
各
国
に
あ
り
ま
す
。
た

だ
勝
つ
方
の
動
物
が
カ
メ
で
は
な

く
、
 （
リ
ネ
ズ
ミ
、
カ
ニ
、
ヒ
キ

ガ
エ
ル
、
ナ
メ
ク
ジ
だ
っ
た
り
し

ま
す
。
負
け
る
方
も
う
さ
ぎ
だ
け

で
は
な
く
、
ウ
マ
、
そ
ツ
ネ
、
ヒ

ョ
ウ
、
ゾ
ウ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
 

も
う
ー
つ
、
日
本
の
昔
話
で
有

名
な
の
が
「
カ
チ
カ
チ
山
」
で
す
。
 

こ
の
話
に
は
ち
ょ
っ
と
残
酷
な
シ
 

ー
ン
も
あ
る
の
で
、
最
近
で
は
あ

ま
り
語
り
継
が
れ
て
い
な
い
よ
う

で
す
。
 タ

ヌ
ギ
に
お
ば
あ
さ
ん
を

殺
さ
れ
て
し
ま
い
、
嘆
き
悲
し
む

お
じ
い
さ
ん
に
同
情
し
て
、
う
さ

ぎ
が
あ
だ
討
ち
を
し
ま
す
。
う
さ

ぎ
は
タ
ヌ
ギ
を
薪
拾
い
に
誘
い
、
 

タ
ヌ
ギ
が
背
負
っ
た
薪
に
カ
チ
カ

チ
と
火
打
ち
石
で
火
を
つ
け
て
や

け
ど
を
さ
せ
ま
す
。
さ
ら
に
、
タ

ヌ
キ
を
泥
船
に
乗
せ
て
川
に
沈
め

て
し
ま
い
ま
す
。
 

う
さ
ぎ
の
復
響
と
い
う
筋
書
き

で
す
が
、
知
恵
が
勝
利
を
も
た
ら

す
と
い
う
こ
と
と
、
弱
き
を
助
け

強
き
を
く
じ
く
勧
善
懲
悪
の
教
え

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

う
さ
ぎ
は
悪
役
だ
っ
た
り
英
雄

だ
っ
た
り
、
だ
ま
し
た
り
だ
ま
さ

れ
た
り
と
、
い
ろ
い
ろ
な
役
回
り

を
こ
な
し
て
い
ま
す
。
 

よ
く

知
ら
れ

て
い
る
 

月
の

餅
つ
き

う
さ
ぎ
 

う
さ
ぎ
は
身
近
な
動
物
の
わ
り

に
は
、
親
し
ま
れ
て
い
る
こ
と
わ

ざ
躯
少
な
い
よ
う
で
す
。
 

「兎
死
す
れ
ば
、
狐
こ
れ
を
悲
し

む
」
 
「狐
死
し
て
兎
泣
く
」
は
、
 

同
類
の
証
施
悲
し
む
と
い
う
こ
と
。
 

「兎
に
祭
文
」
 
は
 
「
馬
の
耳
に
念

仏
」
と
同
じ
意
味
で
、
言
っ
て
も

無
駄
な
こ
と
。
 「兎
の
登
り
坂
」
 

は
、
最
も
得
意
と
す
る
場
所
で
力

を
発
揮
す
る
こ
と
。
 「兎
兵
法
」
 

は
生
兵
法
の
こ
と
で
、
役
に
立
た

な
い
こ
と
。
ど
の
こ
と
わ
ざ
も
ふ

だ
ん
あ
ま
り
聞
き
ま
せ
ん
。
 

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
う
さ
ぎ
と

い
う
と
、
月
の
餅
つ
き
う
さ
ぎ
で

し
ょ
う
。
平
成
十
一
年
用
の寄
附

金
付
・
お
年
玉
付
五
十
円
郵
便
切

手
お
よ
び
年
賀
五
＋
円
郵
便
切
手

の
意
匠
は
、
 「佐
原
張
り
子
」
 
の

餅
つ
き
う
さ
ぎ
で
す
。
こ
れ
は
、
 

千
葉
県
佐
原
市
の
手
張
り
の
民
芸

品
で
す
。
八
十
円
の
方
は
、
 「山

形
張
り
子
」
の
玉
乗
り
う
さ
ぎ
で

す
。
 

／
 

、
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二
十
一
世
紀
に
向
け
た
町
つ
く
り

J
 

第

3
次
金
木
町
総
合
計
画
 
~ 

「太
宰
の
ふ
る
さ
と
か
な
ぎ
プ
ラ
ン
2
1」
 

ト

ー
世
紀
を
目
前
に
し
、
将
来
の
金
木
町
の
歩
む
道
筋
を
定
め
た
「
第
三
次
金
木
町
総
合
計
画
」
が
こ

の
ほ
ど
ま
と
ま
リ
、
第
百
六
十
六
回
町
議
会
定
例
会

（
士
一月
議
会
）
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
 

こ
れ
ま
で
、
昭
和
四
十
八
年
に
金
木
町
総
合
計
画
、
同
六
十

一
年
に
第
二
次
金
木
町
総
合
計
画
が
策
定
さ

れ
、
こ
の
計
画
に
基
づ
い
て
町
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
目
ま

ぐ
る
し
く
変
わ
る
現
代
社
会
の
中
で
、
今
後
の
経
済
、
社
会
情
勢
の
変
化
に
対
応
で
き
る
新
た
な
指
針
が
求

め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
町
で
は
、
平
成
十
年
を
初
年
度
と
し
た
第
三
次
金
木
町
総
合
引
画
を
策
定

し
、
平
成
十
九
年
ま
で
を
目
標
に
、
こ
れ
か
ら
の
町
の
姿
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
計
画
の
策
定
に
当
た
っ

て
は
、
町
議
会
議
員
、
教
育
委
員
、
農
業
委
貝
、
公
共
団
体
な
ど
の
役
員
、
学
識
経
験
者
ら
十
八
名
で
構
成

す
る
総
合
開
発
審
議
会

（
会長
廿
浅
木
全

一
】
に
諮
問
し
、
答
申
を
受
け
ま
し
た
。
 

基
本
構
想
は
「

『
太宰
の
ふ
る
さ
と
か
な
ぎ
ト
で

フ
ン
2
1
」
を
テ
ー
マ
に
、
①
自
然
を
大
切
に
し
た
ま
ち

づ
く
り
②
た
く
ま
し
く
活
力
に
満
ち
た
産
業
の
振
興
③
津
軽
半
島
の
観
光
拠
点
づ
く
リ
④
快
適
な
居
住
環
境

づ
く
り
⑤
健
康
で
幸
せ
な
人
生
を
送
れ
る
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
⑥
伝
統
あ
る
文
化
と
夢
の
あ
る
教
育
の
ま
ち

づ
く
り
ー
の
六
つ
の
柱
を
基
本
理
念
と
し
て
構
想
の
具
体
化
に
努
め
ま
す
。
ま
た
基
本
構
想
・
計
画
に
基
づ

き
平
成
十
二
年
ま
で
の
実
施
計
画
も
策
定
し
、
総
合
的
、
長
期
的
な
展
望
を
基
本
に
全
国
に
発
信
で
き
る
町

づ
く
り
、
地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
新
た
な
町
づ
く
り
の
方
針
と
す
る
も
の
で
す

o
 

(
 

(
 



〈抜すい〉 

施 策 

い
ノた
く
ま
し
＜
活
力
に
 

満
ち
た
産
業
の
振
興
  

×
 

（
構
 想
）
 
保

す
る
た
め
活
カ
あ
る
企
業
の
誘

働
く
人
の
収
入
を
得
る
場
を
確
 
致

は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
現
在
、
 

露こz  

ノ
 

<
‘ぐ
 
観
光
拠
点
づ
＜
り
 

い
一
津
軽半
島
の
 

津
軽
半
島
の
 

ノ
 

×
 

(
 

（
構
 
想
）
 

限
ら
れ
た
資
源
で
あ
る
町
土
を

生
活
の
場
と
産
業
活
動
の
場
と
し

て
自
然
と
の
調
和
を
図
り
な
が
ら
、
 

有
効
か
つ
合
理
的
に
活
用
し
て
い

く
。
し
た
が
っ
て
、
土
地
利
用
計

画
、
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
等

を
基
本
に
秩
序
あ
る
土
地
の
利
用

を
推
進
す
る
。
 

〈
土
地
利
用
〉
 

公
共
の
福
祉
を
優
先
さ
せ
、
自

然
環
境
の
保
全
を
図
り
な
が
ら
町

土
の
自
然
的
、
社
会
的
、
経
済
的

及
び
文
化
的
条
件
に
十
分
配
慮
し

て
、
安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
の

確
保
と
地
域
の
均
衡
あ
る
発
展
を

図
る
。
 

〈
水利
用
〉
 

生
活
水
準
の
高
度
化
、
産
業
振

興
に
伴
う
水
需
要
の
増
加
に
対
処

す
る
た
め
、
水
資
源
開
発
保
令
、
 

ノ
 

×
 

渇
水
時
対
策
の
拡
充
強
化
、
水
利

用
の
合
理
化
な
ど
の
利
水
対
策
を

推
進
す
る
。
 

〈
交通
体
系
整
備
〉
 

国
道
に
関
し
て
は
国
道

3
3
9
 

号
、
県
道
に
関
し
て
は
主
要
地
方

道
昇
風
山
内
真
部
線
の
拡
幅
整
備

に
取
り
組
み
、
町
道
に
関
し
て
は
、
 

住
民
の
足
の
確
保
を
基
本
に
計
画

的
に
整
備
す
る
。
ま
た
、
産
業
振

興
と
生
産
基
盤
の
整
備
の
た
め
、
 

農
道

・
林
道
の
整
備
を
進
め
る
。
 

冬
期
間
の
日
常
生
活
の
利
便
を

確
保
す
る
た
め
、
除
排
雪
体
制
の

強
化
を
積
極
的
に
進
め
る
。
 

ま
た
、
路
線
バ
ス
及
び
鉄
道
に

つ
い
て
は
、
住
民
の
通
勤
、
通
学
、
 

日
常
の
買
物
な
ど
の
交
通
利
便
を

図
る
た
め
運
行
の
確
保
、
ダ
イ
ヤ

改
善
を
働
き
か
け
る
。
 
 

町
に
あ
る
商
店
、
事
業
所
の
体
質

強
化
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
農
林

業
に
つ
い
て
は
、
複
合
経
営
と
生

産
基
盤
の
整
備
を
図
り
、
総
合
的

な
振
興
策
を
展
開
す
る
。
 

〈農
業
の
振
興
〉
 

農
業
の
大
多
数
を
占
め
る
中
規

模
農
家
が
着
実
に
農
業
経
営
者
と

し
て
生
き
残
れ
る
よ
う
、
消
費
者

ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
作
物
の
栽
培
、
 

施
設
を
利
用
し
た
高
生
産
、
高
収

益
の
複
合
経
営
を
展
開
す
る
。
さ

ら
に
、
生
産
環
境
、
土
地
基
盤
の

整
備
と
併
せ
て
農
村
生
活
環
境
の

整
備
も
促
進
し
、
総
合
的
な
農
業

振
興
を
図
る
。
 

〈
林
業
の
振
興
〉
 

森
林
の
も
つ
公
益
的
機
能
の
維

持
を
図
リ
な
が
ら
、
森
林
保
育
、
 

間
伐
材
の
利
活
用
を
推
進
す
る
。
 

（
構
 
想
）
 

芦
野
池
沼
群
県
立
自
然
公
園
を

代
表
す
る
「
芦
野
公
園
」
、
町
出

身
の
作
家
太
宰
治
の
生
家
で
あ
る

太
宰
治
記
念
館
「
斜
陽
館
」
な
ど

貴
重
な
観
光
資
源
を
生
か
し
、
広

域
観
光
の
拠
点
づ
く
り
を
進
め
る
 
 さ

ら
に
、
豊
富
な
山
菜
等
の
林
産

物
が
特
産
品
と
な
る
よ
う
林
業
と

農
業
の
複
合
経
営
の
確
立
を
図
る
。
 

〈
エ
業
の
振
興
〉
 

町
外
流
出
に
よ
リ
減
少
し
つ
つ

あ
る
若
年
層
や
地
域
住
民
に
安
定

し
た
雇
用
の
場
を
確
保
す
る
た
め
、
 

積
極
的
に
企
業
誘
致
を
推
進
し
、
 

地
場
企
業
に
つ
い
て
は
個
性
的
な

商
品
開
発
と
販
売
力
の
強
化
を
支

援
し
、
後
継
者
の
育
成
を
図
る
。
 

〈
商
業
の
振
興
〉
 

近
代
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と

消
費
者
を
引
き
寄
せ
る
た
め
に
、
 

協
業
化
・
共
同
化
に
よ
る
商
業
経

営
体
質
の
強
化
を
促
進
す
る
。
同

時
に
、
機
能
的
で
都
市
的
魅
力
の

あ
る
商
業
地
域
と
し
て
整
備
を
図

る
。
 

と
と
も
に
産
業
活
性
化
に
も
結
び

付
け
る
。
 

〈
観光
の
振
興
〉
 

自
然
景
観
に
す
ぐ
れ
た
芦
野
公

園
の
整
備
を
促
進
し
、
太
宰
治
記

念
館
「
斜
陽
館
」
及
び
ヒ
バ
の
神

木
 
「十
二
本
ヤ
ス
」
 
な
どの
観
光
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ぐ1り 

自
然
を
大
切
に
し
た
 

ま
ち
づ
＜
り
 



の
整
備
促
進
と
増
加
す
る
観
光
客
 
備
、
交
通
規
制
、
交
通
安
全
教
育
 
な
ど
を
総
合
的
に
実
施
す
る
。
 

販
と
し
た
就
労の
場の
増
大
（
り
健
康
で

幸

せ
な
人

生
を
 
ノ

ー
 

資
源
、
桜
ま
つ
り
や
地
吹
雪
体
験

な
ど
の
多
彩
な
イ
ベ
ン
ト
と

一
体

と
な
っ
た
通
年
観
光
づ
く
り
を
進

め
、
長
期
滞
留
で
き
る
宿
泊
施
設
 

（構
 
想
）
 

町
民
が
自
然
と
環
境
条
件
を
利

活
用
し
、
都
市
的
で
安
全
か
つ
快

適
に
暮
ら
せ
る
よ
う
住
宅
、
道
路
、
 

上
下
水
道
、
ゴ
ミ
処
理
な
ど
住
環

境
と
生
活
環
境
の
整
備
を
計
画
的

に
進
め
る
。
 

〈
住
宅
の
整備
〉
 

老
朽
化
住
宅
の
建
替
え
や
高
齢

化
社
会
に
対
応
し
た
住
宅
、
空
間

用
地
等
環
境
に
配
慮
し
た
住
宅
の

整
備
。
ま
た
、
住
宅
地
区
に
は
道

路
整
備
計
画
と
関
連
さ
せ
て
住
環

境
の
整
備
を
保
進
す
る
。
 

〈
公
園
・
緑
地
の
整
備
〉
 

金
木
川
跡
地
を
活
用
す
る
な
ど
、
 

住
民
生
活
に
密
着
し
、
防
災
上
か

ら
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
公
園

緑
地
の
保
全
、
整
備
を
図
る
。
 

〈
上
・
下
水
道
の
整
備
〉
 

上
水
道
の
普
及
率
を
高
め
る
と

と
も
に
、
水
資
源
の
確
保
や
水
源

の
水
質
保
全
、
災
害
時
等
に
対
応

で
き
る
施
設
機
能
の
強
化
に
努
め
 
 整

備
実
現
に
取
り
組
む
。
 

〈廃
棄
物
処
理
対
策
の
推
進
〉
 

増
大
す
る
ゴ
ミ
や
廃
棄
物
は
、
 

再
利
用
化
と
減
量
化
を
進
め
る
と

と
も
に
効
率
的
な
収
集
に
努
め
、
 

ゴ
ミ
の
な
い
締
麗
な
ま
ち
づ
く
り

を
展
開
す
る
。
 

〈
公
害
防
止〉
 

下
水
対
策
や
廃
棄
物
処
理
施
設

の
整
備
を
推
進
し
、
公
害
が
発
生

し
な
い
よ
う
監
視
体
制
を
強
化
す

る
。
 

〈
防
災対
策
の
充
実
〉
 

災
害
か
ら
住
民
の
生
命
と
財
産

を
守
り
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ

う
消
防
・
救
急
体
制
・
自
然
災
害

対
策
の
充
実
を
図
る
。
 

〈
交
通
安
全
対
策
の
充
実
〉
 

交
通
量
が
増
大
し
、
交
通
事
故

の
危
険
性
も
高
く
な
っ
て
い
る
た

め
、
交
通
安
全
施
設
や
歩
道
の
整
 

G
因
相
る
福
相
の
武
タ
か
く
り

×一
 

（
構
 想
）
 

る
よ
う
支
援
体
制
の
充
実
を
図
る
。
 

全
町
民
が
健
康
な
生
活
を
送
ら
 

〈
保健
衛
生
〉
 

れ
る
よ
う
に
、
保
健
指
導
、
医
療
 

疾
病
予
防
体
制
と
医
療
シ
ス
テ
 

福
祉
政
策
を
充
実
す
る
。
 

談
な
ど
の
健

（
検
）
診
、
保
健
指
 

〈
社
会福
祉
〉
 
導
の
強

化
に
努
め
る
。
ま
た
、
病

町
民
の
健
康
保
持
及
び
保
険
医
 
後
回
復
者
や
後
遺
症
者
に
対
す
る

療
の
充
実
は
、
今
後
の
高
齢
化
社
 
保
健
指
導
、
機
能
訓
練
の
充
実
と

会
に
直
接
影
響
す
る
た
め
、
町
民
 
介
護
サ
ー
ピ
ス
等
の
早
期
実
現
に

一
人
ひ
と
リ
の
保
険
医
療
体
制
の
 
努
め
、
医
療
機
関
と
連
携
し
二
十

充
実
と
各
施
設
の
整
備
及
び
福
祉
 
四
時
間
救
急
医
療
体
制
の
強
化
を

サ
ー
ビ
ス
の
強
化
を
図
る
ほ
か
、
 
さ
ら
に
推
進
す
る
。
 

出
稼
ぎ
者
が
安
心
し
て
就
労
で
き
 

（り
伝
統
あ
る
文
化
と
夢
の
あ
る
ノ
 

争
刻

削
の
お
句
訓
ぐ

m
く
く
ノ

×
 

（構
 
想
）
 

ッ
の
振
興
に
努
め
る
。
 

ふ
る
さ
と
を
愛
し
、
暮
ら
し
た
 

〈
学
校
教
育〉
 

い
と
思
え
る
よ
う
幼
児
か
ら
高
齢
 

基
本
的
な
学
力
と
知
識
を
身
に

者
ま
で
の
生
涯
の
各
時
期
に
応
じ
 

つ
け
さ
せ
な
が
ら
児
童
、
生
徒
の

た
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
民
族
芸
能
、

個
性
を
尊
重
し
た
教
育
を
推
進
す

伝
統
文
化
の
保
護
・
保
全
及
び
多
 

る
。
ま
た
、
国
際
化
、
情
報
化
に

様
化
す
る
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
文
 
対
応
し
た
教
育
の
充
実
と
新
し
い

化

・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ポ
 
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
学
校
施
設

・
 
 設

備
の
整
備
と
活
用
を
図
る
。
 

〈
社
会
教
育
〉
 

子
供
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
生
涯

を
通
じ
て
学
ぶ
こ
と
が
出
来
る
よ

う
社
会
教
育
の
機
会
の
拡
大
と
指

導
者
を
育
成
す
る
。
ま
た
、
社
会

教
育
活
動
の
場
は
公
民
館
を
中
心

と
し
、
各
種
講
座
、
教
室
、
文
化
、
 

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
等
を
実
施
し

て
施
設

・
機
能
の
充
実
を
図
る
。
 

〈
青
少
年
の健
全
育
成
〉
 

「
い
じ
め
」
 
が社
会
問
題
化
し
、
 

健
全
育
成
が
重
要
に
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
青
少
年
が
責
任
と
自

覚
を
も
っ
て
社
会
に
参
加
で
き
る

よ
う
、
学
校
、
家
庭
、
地
域
社
会

が
連
携
を
取
り
「
ひ
と
づ
く
り
」
 

教
育
を
推
進
す
る
。
 

〈
文化
・
ス
ポ
ー
ツ
〉
 

体
育
協
会
と
連
携
し
、
指
導
者

の
育
成
と
運
動
公
園
・
B
&
G
プ
 

ー
ル

・
嘉
瀬
ス
キ
ー
場

・
学
校
体

育
施
設
を
利
用
し
た
ス
ポ
ー
ツ
の

振
興
と
充
実
を
図
る
。
ま
た
伝
統

的
祭
り
、
伝
統
芸
能
、
遺
跡
、
名

所
旧
跡
等
数
多
く
の
文
化
財
を
活

用
し
、
地
域
活
性
化
と
地
域
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
振
興
に
結
び
つ
く
よ

う
積
極
的
に
推
進
す
る
。
そ
し
て
、
 

資
料
館
や
公
民
館
等
の
文
化
活
動

の
拠
点
と
な
る
施
設
の
整
備
と
文

化
活
動
の
支
援
に
努
め
る
。
 

I liii liii川広報かなぎ ⑥ 

D
快

適
な

居

住
 

ノ
 

「
ぐ環
境
づ

＜
り
 

×
 

α
性
名
穫
襟
助
事
業
導
入
に
よ
り
 

る
。
ま
た
、
下
水
道
は
農
業
集
落
 
体
制
の
充
実
に
努
め
る
。
ま
た
、
 

ム
を
強
化
し
、
子
供
か
ら
お
年
寄

排
水
事
業
、
公
共
下
水
道
事
業
そ
 
住
民
の
だ
れ
も
が
安
心
と
希
望
を
 

リ
ま
で
の
健
康
を
守
る
た
め
、
成

の
他
各
種
補
助
事
業
導
入
に
よ
り
 
持
っ
て
生
活
を
送
れ
る
よ
う
総
合
 
人

病
予
防
、
母
子
保
健
、
健
康
相
 

(
 

(
 



地
域
住
民
と
行
政
と
の
パ

イ
プ

役
で
あ
る
民
生
・
児
童
委
員
の
辞

令
交
付
式
が
十
二
月
七
日
、

役
場

で
行
わ
れ
、
厚
生
大
臣

か
ら
委
嘱

さ
れ
た
三
十
六
人

に
鳴
海
町
長
が

辞
令
を
交
付
し
ま
し
た
。
 

民
生

・
児
童
委
員
は
、
社
会
福

祉
の
増
進
に
努
め
、
地
域
住
民

の

実
情
を
把
握
し
、
生
活
困
窮
者
の

保
護
指
導
や
各
制
度
の
手
続

き
方

法
な
ど
、
町
民
の
皆
さ
ん
と
役
場

や
福
祉
事
務
所
と
の
パ
イ
プ
役
と

し
て
助
言
、
指
導
す
る
の
が

主
な

仕
事
で
す
。
 

職
務
遂
行
に
当
た
っ
て
は
、
個
 

人
の
人
格
を
尊
重
し
、
身
上
に
関

す
る
秘
密
は
厳
守
さ
れ

て
い
ま
す

の
で
、
地
域
内
で

の
困
り
事
、
日

ご
ろ
の
悩
み
事
な
ど

が
あ
り
ま
し

た
ら
、
地
区
担
当
の
委
員
に
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
 

ま
た
、
辞
令
交
付
式
後
の
組

織

会
で
木
村
治
利
さ
ん

（
新
堤
町
）
 

が
総
務
に
選
ば
れ
ま
し
た
。
 
「委

員
の
方
々
と
協
力
し
合

い
、
連
絡

を
密
に
し
て
地
域
の
高
齢
者
、
身

障
者
の
声
を
関
係
機
関

に
反
映
さ

せ
て
い
き
た
い
」
 
と
抱
負
を
語
っ

て
い
ま
し
た
。
な
お
、
任
期
は
平

成
十
三
年
ま
で
で
す
。
 

、
い
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1・I

 

木村治利総務 

氏 担 当 地 区 

前 田 和 神原 

目
ハ
 

田
 

士
ロ
 

▼金木地区 

名 電話番号

操 52一3209 

哲 三 52- 2221 

氏 名 

A
1
 

田 中 操 

⑦ 広報かなぎ II川"'liii' 

地域住民と 

行政との 

パイプ役 

民
生

・児
童
委
員
 

決

上
 
・
 

，、
‘d

る
 

▼嘉瀬地区 

名 電話番号 担 当 地 区 

子 53一2174 上・下中柏木 0 
昭 52-4076 上新町・下新町 

沢部 自 川 ニLキエ 52一2497 

三軒町、新富町 白 川 幸 雄 52-4084 

小川町、米町 新 岡 正 一 53一2561 

芦野町、寺町、浦町 成 田 チ セ 52一5775 

南新町、田町 ⑨ 福 士 兼次郎 53一3211 

本町、栄町、川端町 徳 田 キョエ 52一2486 

神明町、北新町 山 崎 惣三郎 52- 3049 

朝日町・朝日団地 秋 元 金且」 53- 2565 

昭和町 神 義 吉 53 -2820 

上・中山道町 竹 内 久美子 52-4725 

美晴町、下山道町 黒 滝 登 52- 2964 

見崎町、芦野団地 逢 坂 昭 子 52一2275 

若松町 佐 藤 信 一 52一2712 

藤枝 工 藤 鉄 男 52一2801 

湯の川、向道 菊 池 義 勝 52一5606 

女坂、林下 白 川 テイ子 53一2109 

上・下宇田野 泉 谷 和 磨 52一4577 

大東ケ丘、旭ケ丘団地 0 白 川 庄 治 52一3584 

上・中・下小栗崎 花 田 明 52 -2776 

東町、上・中派立 木 下 節 子 52一3497 

下派立、上・下昭和町 鎌 田 政 子 52一3485 

冷水、本町、車町 内 海 勝 典 52- 3487 

後町、畑中 山 中 忠 53一2992 

新堤町、鍛冶町、新誠町 ※ 木 村 治 利 52- 2811 

上・下古町 秋 元 良 子 52一2276 

▼喜良市地区 

担 当 地 区 氏 名 電話番号 

下町、川端町 今 ハッエ 52- 3149 

上・下柏木 今 澄 子 53- 2453 

上・下派立、双葉町 桑 田 昭 一 53- 2841 

南・北本町 岡 田 満 弘 52一2679 

野崎、林町 ⑥ 鳴 海 賛 52-4897 

東・西岩見町 元 石 美 枝 52一4614 

更生部落 今 美 子 52一4845 

＠副総務 務
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太宰のふるさと友好都市協定締結式国 

「迷
子
の
力
モ
シ
カ
」
 

国
の
特
別
天
然
記

念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
 
「力
モ
シ
カ
」
が
、
ひ
 

ょ
っ
こ
り
金
木
小

へ
迷
い
込
む
。
正
月
そ
う
そ
う
の
“
珍
客
”
に
関
 

係
者
は
あ

た
ふ
た
す
る
ば

か
り
。
 
（
ー
月
9
日
）
 

「冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
 

当
町
初
の
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
選
手
・
古

川
純
一
さ
ん
が
、

ニ
大
会
連
続
 

で
長
野
大
会
に
出
場
。
町
民
の
期
待
に

こ
た
え
、
見
事
な
大
ジ
ャ

ン
 

。フ
を
見
せ
て
く
れ
た
。
 
（
2
月
に
日
）
 

IIIHIIII川II川 広報かなぎ ⑧ 

新年明けましておめでとうございます。 し、 
ろいろありましたI敷動の 1 9 9 8年も過ぎ去
り、いよいよ 2 1世紀まで二年を切りました。 
町民の皆さんにとっての 1 9 9 8年はどく2') 

ような一年だったでしょ うか…。金木町も日乍
年は、太宰没後 5 0年の節目の年に当たり、 
太宰ブ’ームでにぎわった年で・した。一方で、 
全国白勺な景気低泣Eの影響で暗い出来事が多カ・
ったような気がします。 

「今年こそは」、そんな思いを抱いて新年
を迫！えた方もいるのではないで’しょうか。 
「こんなことカあった」 「あんなこともあっ
た」 と、広報で、昨年を振り返ってみます。 

「金木小に郷土美術館」 
子供たちに心の教育を、と金木小で郷土美術館を開館。 

母校の先輩たちが絵や書を寄贈。その空問は何とも言え 
ず、皆さんはご覧になりましたか。 (3月24日） 

「河口湖町と友好都市協定締結」 
「太宰治」という共通の人物を通し、文化、観光交流を 
ーと、山梨県河口湖町と「太宰のふるさと友好都市協定」 
を締結。心強い仲間を得ました。 (4月~ 7日） 

テープカットの瞬間、斜陽館前はオープンを祝う町民や
報道陣であふれかえった。 (4月17日） 

「太宰治記念館『斜陽館』オープン」 
待望の斜陽館が太宰治記念館としてオープン。明治末期 

からの津島家の繁栄ぶりを物語る豪邸。 「太宰文学の原 
点はこの家である」と長女の津島園子さん。 (4月~ 7日） 


