
第254号 2022年6月

「上山城」からのたより 初夏 第155便
上　　山　　城

連載上山温泉秋祭り【踊り山車】上山人物記
小　松　正　明

わが町再見『城廻り』シリーズ④ 本丸-6
鎌　上　　　宏

連載◆ふるさとへの便り �
武　田　幹　雄

連載 随筆 ❾　時代の流れは見えない
橘　　　千　枝

上山のシンボル　三吉山
桜　井　和　敏

連載　創作 ❻　見知らぬ風景
をゝさわ 英　幸

連載エッセイ かんごし通信 �
え　も　たくみ

連載◆竹のようにしなやかに ⑷
大　武　芳　子

連載エッセイ 「気持は今も変わりない」はなし
佐　藤　藤三郎　

「表紙のことば」竹内敏夫：21頁　　窮屈な休憩室　上山藩の幕末�：23頁



【
常
設
展
示
室
か
ら
】
抽
選
で
景
品
が
当
た
る
“
ク
イ
ズ
上
山
城
探
検
”
を
毎
月
実
施
中
。
ク
イ
ズ
を
解
き
つ
つ
、
ご
見
学
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。
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か
の
沢
庵
和
尚
は
小
堀
遠
州
と
の
交
流
か

ら
茶
道
に
親
し
み
、『
茶
亭
之
記
』
や
『
茶
器

詠
歌
集
』
を
著
し
ま
し
た
。
目
利
き
で
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
茶
器
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

や
贅
沢
な
茶
室
は
茶
道
の
心
で
は
な
い
と
述

べ
て
い
ま
す
。
茶
の
こ
こ
ろ
と
は
天
地
の
調

和
で
あ
り
、
山
川
草
木
を
茶
室
に
移
し
て
小

天
地
の
中
に
和
を
生
み
出
す
こ
と
、
そ
し
て

そ
こ
で
は
「
和
」
と
「
敬
」
が
大
切
な
こ
と
と

の
こ
と
で
す
。
自
然
に
溶
け
込
ん
だ
春
雨
庵

で
、
茶
香
が
訪
問
客
の
心
を
ほ
ぐ
し
、
お
茶
を

た
て
な
が
ら
話
に
耳
を
傾
け
る
和
尚
の
姿
が

目
に
浮
か
ん
で
く
る
よ
う
で
す
。

茶
道
に
つ
い
て
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
栄
西
の

『
喫
茶
養
生
記
』
に
行
き
つ
き
ま
す
。
養
生
の

た
め
の
仙
薬
は
茶
や
桑
で
あ
り
、
粉
に
し
て

飲
む
こ
と
に
よ
り
心
の
蔵
を
強
く
す
る
薬
効

が
あ
る
と
の
こ
と
で
す
。
お
茶
は
長
い
歴
史

の
中
で
人
の
心
と
か
ら
だ
を
癒
す
大
切
な
飲

み
物
と
し
て
定
着
し
て
き
た
こ
と
が
伝
わ
っ

て
き
ま
す
。

さ
て
、現
代
の
ア
ロ
マ
と
い
え
ば
コ
ー
ヒ
ー

が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
戦
後
の
日
本
社
会
に
広

が
り
一
九
七
〇
年
代
以
降
は
質
の
高
い
喫
茶

店
が
ま
ち
の
中
に
増
え
始
め
ま
し
た
。
今
日

で
は
チ
ェ
ー
ン
点
が
多
く
を
占
め
て
い
ま
す

が
、
当
時
は
個
人
経
営
の
喫
茶
店
が
た
く
さ

ん
あ
り
、
マ
ス
タ
ー
の
腕
が
コ
ー
ヒ
ー
に
反

映
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
伝
説
の
焙
煎
人
、
新
居

實
氏
は
コ
ー
ヒ
ー
を
点
て
る
腕
に
加
え
、
焙

煎
の
技
術
、
豆
の
保
管
方
法
、
ブ
レ
ン
ド
豆
の

組
み
合
わ
せ
、
豆
の
仕
入
れ
、
器
具
の
吟
味

等
々
、
ど
れ
一
つ
欠
け
て
も
コ
ー
ヒ
ー
の
調

和
は
崩
れ
て
し
ま
う
仕
事
を
す
べ
て
仕
切
る

マ
イ
ス
タ
ー
で
す
。
立
藩
四
百
周
年
・
築
城

四
十
周
年
の
今
年
は
、
伝
説
の
人
が
生
み
出

す
コ
ー
ヒ
ー
の
香
り
を
皆
さ
ん
に
楽
し
ん
で

い
た
だ
く
機
会
を
作
り
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
ま
た
、
お
城
に
は
少
し
ず
つ
で
は
あ
り
ま

す
が
、
ハ
ー
ブ
の
植
栽
を
始
め
ま
し
た
。
香
り

と
と
も
に
く
つ
ろ
げ
る
空
間
を
用
意
し
、
地

元
の
方
に
も
観
光
で
訪
れ
る
方
に
も
、
お
城

の
す
ば
ら
し
さ
を
満
喫
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

●月刊かみのやま巻頭企画
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6
空色・暮色ウォーキングに
参加しませんか？
6月中旬～10月中旬は「蔵王高原
坊平コース」を歩きます！

空色ウォーキング　  1:00～12:00
暮色ウォーキング　14:00～16:00
参加料／お一人様3,000円（小学生以上）、

未就学児   300円
2名様より前日15:00まで要予約

かかし茶屋　撮影:筆者



上山がもっと元気に 
なりますように。

私たちは、そんな願いも込めて
山形新聞を毎日お届けしており
ます。
〜新聞をもっと身近に！〜

山新販売㈱　山形市旅篭町2-5-12
山形メディアタワー6F
☎023-635-6111

上山営業所　上山市弁天２丁目
☎023-672-0259

上山南営業所 上山市石崎１丁目
☎023-673-3541

こんな困りごと
ありませんか？

上山市石崎２丁目1番33号
☎023-672-0364

携帯:080-3330-6973

宝 石・メガネ・時 計

タニエ

キッチンカー などの
出店（短期・定期）も、
随時ご相談承ります。

とても便利ですよ！！
かみのやま温泉駅東口

い
う
言
葉
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
荘
子
の
言

葉
で
す
が
日
本
で
は
さ
ら
に
そ
の
後
に
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
な
次
の
言
葉
が
あ
る
と
い
い
ま

す
。『
さ
れ
ど
空
の
深
さ
を
知
る
』
—
狭
い
世

界
で
自
分
の
道
を
突
き
詰
め
た
か
ら
こ
そ
、

そ
の
世
界
の
深
い
と
こ
ろ
ま
で
知
る
こ
と

が
出
来
る
—
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

見
聞
き
し
た
も
の
を
書
い
た
だ
け
な
の
で

真
偽
は
分
か
ら
な
い
と
は
っ
き
り
と
書
い

て
い
る
前
文
は
潔
く
、
山
車
に
関
し
て
も
菅

沼
さ
ん
が
生
ま
れ
る
１
０
０
年
前
の
こ
と

を
書
い
て
あ
る
け
れ
ど
、
後
の
評
価
を
受
け

て
参
考
に
な
る
の
を
待
つ
と
記
し
て
い
る

訳
で
す
。

私
事
で
す
が
、祖
祖
父
『
善
次
郎
』
は
明

治
16
年
（
１
８
８
３
）
生
れ
で
昭
和
42
年
86

歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
私
は
中
学
生
で
し

た
。将
棋
を
指
し
な
が
ら「
そ
の
手
は
桑
名
の

焼
き
蛤
」
と
か
面
白
い
事
を
言
い
、
家
の

色
々
な
事
も
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。私
が
も

っ
と
頭
が
良
か
っ
た
ら
き
っ
と
調
べ
た
り

記
し
た
り
し
た
に
違
い
な
い
。

つ
ま
り
１
０
０
年
前
の
こ
と
は
生
き
証

人
の
口
伝
で
伝
わ
る
と
い
う
事
で
す
。『
上

山
見
聞
随
筆
』
は
近
世
上
山
の
庶
民
の
歴
史

の
バ
イ
ブ
ル
だ
と
思
い
ま
す
。「
上
山
八
景
」

「
稼
せ
鳥
」「
百
姓
一
揆
」・
・
・
等
々
改
め

て
じ
っ
く
り
読
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
し

た
。
勿
論
こ
の
人
物
記
に
掲
載
さ
れ
た
偉
人

達
も
。

♪
驚
い
た
♪
驚
い
た
♪
驚
い
た
あ

〜
 か
み
の
や
ま
人
物
記
〜
 

踊
り
山
車
の
始
ま
り
に
関
す
る
歴
史
書

は
、
月
刊
か
み
の
や
ま
２
０
２
０
年
５
月
号

６
月
号
に
記
し
ま
し
た
。
上
山
市
史
を
含
む

様
々
な
記
述
の
出
典
は
『
上
山
見
聞
随
筆
』

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
著
者
菅
沼
定
昭

さ
ん
は
弘
化
３
年
（
１
８
４
６
）
生
ま
れ
で

し
た
。
そ
の
時
私
は
、
１
７
５
２
年
の
山
車

の
始
ま
り
の
こ
と
を
菅
沼
さ
ん
は
ど
う
し

て
知
っ
て
い
る
の
か
疑
問
で
し
た
。
こ
の

度
、
家
の
書
棚
の
隅
か
ら
『
か
み
の
や
ま
人

物
記
』
と
い
う
冊
子
が
出
て
来
て
、
上
山
の

産
ん
だ
傑
出
し
た
人
物
た
ち
と
し
て
菅
沼

定
昭
さ
ん
が
載
っ
て
い
ま
し
た
。
買
っ
た
覚

え
が
な
く
、
定
価
も
つ
い
て
い
な
い
の
で
、

子
供
の
教
育
用
に
教
育
委
員
会
で
編
纂
し

て
各
家
庭
に
配
布
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
以

下
は
読
後
の
ま
と
め
感
想
で
す
。

菅
沼
家
の
先
祖
は
土
岐
山
城
守
頼
行
の

家
臣
で
土
岐
徳
兵
衛
定
基
と
言
い
ま
し
た
。

天
和
３
年（
１
６
８
３
）に
亡
く
な
り
、徳
右

衛
門
定
保
が
後
を
継
ぎ
ま
し
た
。
そ
の
後
土

岐
家
は
大
坂
城
代
と
な
り
、
越
前
国
野
岡
に

移
封
と
な
り
ま
し
た
。
家
来
は
全
員
移
る
事

に
な
り
ま
し
た
が
母
親
は
上
山
に
残
っ
た

為
、
定
保
は
弟
定
敏
に
役
目
を
譲
っ
て
上
山

に
戻
り
、
母
親
の
面
倒
を
見
ま
し
た
。
そ
の

後
名
字
を
菅
沼
と
改
め
て
菅
沼
徳
兵
衛
定

保
と
名
乗
り
、
菅
沼
家
の
初
代
と
な
り
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
八
代
目
が
定
昭
さ
ん
な
の
だ

そ
う
で
す
。
定
昭
さ
ん
は
郷
土
の
歴
史
や
出

来
事
に
興
味
を
持
ち
、
15
歳
頃
か
ら
色
々
な

場
所
を
訪
れ
て
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
分
野
を

調
べ
て
回
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
家
業
（
染

物
屋
）の
傍
ら
35
年
間
資
料
を
集
め
、５
年
間

か
け
て
ま
と
め
上
げ
て
『
上
山
見
聞
随
筆
』

と
い
う
６
冊
の
本
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
そ

の
前
文
に
こ
う
記
し
て
あ
り
ま
す
。『
葦
（
よ

し
）
の
髄
か
ら
天
井
を
見
る
こ
と
は
、
世
間

を
狭
く
見
る
た
と
え
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
葦

の
髄
か
ら
見
て
も
天
の
い
く
つ
か
の
小
さ

な
世
界
は
見
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
見
る
事

の
始
ま
り
で
あ
る
。
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と

が
大
切
な
の
で
あ
っ
て
、
一
歩
踏
み
出
さ
な

い
事
、見
な
い
事
よ
り
は
い
い
。・
・
・
皆
さ

ん
の
評
価
を
受
け
、
正
し
い
か
間
違
い
か
を

は
っ
き
り
し
て
書
き
、子
孫
に
残
し
、ま
た
後

の
参
考
に
な
る
の
を
待
つ
と
こ
ろ
で
あ
る

…
』私
は『
井
の
中
の
蛙
大
海
を
知
ら
ず
』と
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湯
に
入
ろ
う
と
誘
い
、
先
に
湯
船
で
待
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
父

に
は
深
い
謀
り
ご
と
を
手
配
し
て
い
ま
し
た
。
次
の
間
に
家
老
三
浦

兵
衛
門
を
詰
め
さ
せ
て
い
た
の
で
す
。
久
々
の
親
子
の
湯
で
、
父
は

松
山
館
に
時
折
り
参
ら
れ
よ
な
ど
と
語
り
か
け
ま
し
た
。
頼
長
は
久

し
ぶ
り
に
温
か
い
父
の
情
を
感
じ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
間
、
家

老
三
浦
は
脱
ぎ
外
し
た
頼
長
の
大
小
刀
を
取
り
、
そ
し
て
配
下
の
寺

田
と
月
岡
に
予
め
手
配
し
頼
長
屋
敷
の
太
刀
、
脇
差
し
、
鑓
、
小
刀

な
ど
計
三
十
七
本
す
べ
て
を
本
丸
蔵
に
運
び
込
ま
せ
た
の
で
す
。

頼
行
は
御
家
の
行
く
末
と
藩
内
治
世
の
た
め
に
、
次
男
頼
隆
の
家

督
相
続
、
矢
来
橋
完
成
と
い
う
御
国
入
り
の
祝
い
ご
と
を
進
め
て
い

る
間
に
、
長
男
頼
長
へ
の
処
遇
の
言
葉
に
表
し
が
た
い
重
い
決
断
を

し
て
い
た
の
で
す
。
父
頼
行
は
そ
の
後
隠
居
し
宗
是
と
名
の
っ
て

（
天
和
元
年
一
六
八
一
）
江
戸
暮
ら
し
を
始
め
る
の
で
す
。

そ
れ
は
、
上
山
藩
で
は
湯
殿
山
行
人
（
道
者
）
の
通
行
手
形
発
行

を
清
光
院
か
ら
役
所
発
行
に
変
え
た
（
延
宝
八
年
一
六
八
〇
）
頃
で

あ
り
、
本
丸
内
に
跡
目
頼
隆
侯
母
親
の
屋
形
が
普
請
さ
れ
、
ま
た
そ

の
お
よ
そ
十
年
後
に
頼
隆
侯
が
大
坂
城
代
に
叙
任
、
越
前
国
野
岡
藩

へ
の
転
封
の
こ
と
が
ひ
っ
そ
り
と
動
き
始
め
て
い
た
頃
の
こ
と
で

す
。こ

の
本
丸
御
館
は
、
藩
主
頼
行
侯
が
夜
な
夜
な
行
く
末
を
思
案
し

考
え
ご
と
を
し
た
寝
所
、
湯
屋
、
ま
た
家
老
の
機
微
を
汲
ん
だ
居
間

の
配
置
図
で
あ
り
、
ま
た
二
代
目
頼
隆
侯
が
執
務
し
た
館
で
す
。

「
黒
戸
（
持
仏
殿
）
」
が
書
き
込
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
代
々
の
先

祖
様
と
も
重
々
対
話
し
思
慮
を
尽
く
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

土
岐
侯
時
代
の
時
代
を
画
し
た
（
エ
ポ
ッ
ク
）
頃
の
御
館
図
で

す
。

参
考
文
献
：『
上
山
三
家
見
聞
日
記
』（
市
史
資
料
⑰
）
、『
上

山
見
聞
随
筆
』（
同
⑲
）
、同
付
図
集
、市
史
（
上
）
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か
み
の
や
ま
博
物
館
連
絡
会

上山城歴史講座
「もう一つの藤井松平家、二人の俊英」
老中・松平忠固と立憲思想家・赤松小三郎に
寄り添いながら幕末史の知られざる局面を
照らします。

■講師  岩井　哲　氏（書肆犀主宰）
■日時  6月19日（日）

午前10時～11時30分
■定員  30名（事前予約制）
■料金  入館料

前
回
土
岐
時
代
後
半
の
出
来
事
を
概
観
し
て
み
ま
し
た
。
こ
の
度

は
延
宝
七
（
一
六
七
九
）
年
の
本
丸
内
奥
御
殿
絵
図
の
頃
に
関
わ
っ

て
考
察
し
ま
す
。

長
男
頼
長
は
二
男
頼
隆
（
土
岐
二
代
目
）
と
同
年
生
ま
れ
な
が
ら

嫡
子
で
し
た
。し
か
し
、
頼
長
二
十
一
歳
の
寛
永
三
（
一
六
六
三
）
年

秋
、
父
の
知
行
分
け
に
つ
い
て
何
ら
か
の
異
議
が
あ
っ
て
江
戸
に
上

り
ま
し
た
。
 そ
の
鬱
憤
が
あ
っ
て
か
、
年
を
越
し
た
翌
寛
文
四
（
一

六
六
四
）
年
十
月
十
五
日
の
こ
と
頼
長
は
伊
藤
休
庵
と
い
う
醫
者
を

切
り
つ
け
る
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。
頼
長
元
服
の
頃
に
父
は
相
続
に

つ
い
て
何
ら
か
思
案
が
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
子
の
不
行
跡
が
先

か
、
父
の
見
立
て
が
先
か
、
あ
ま
り
表
沙
汰
に
は
な
ら
な
い
親
子
の

確
執
が
あ
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。寛
文
七（
一
六
六
七
）

年
に
頼
長
は
六
月
に
江
戸
城
大
奥
役
付
き
に
な
り
妻
を
も
娶
っ
て
い

ま
す
。が
、お
よ
そ
十
年
後
の
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
四
月
十
四
日

に
頼
長
に
は
公
義
よ
り
参
勤
止
め
の
沙
汰
が
下
さ
れ
ま
す
。
す
ぐ
に

父
頼
行
に
知
ら
さ
れ
、
頼
行
は
す
ぐ
に
国
元
に
引
き
取
り
ま
し
た
。

頼
長
が
高
福
寺
に
逼
塞
を
言
い
つ
け
ら
れ
て
い
た
延
宝
七
（
一
六

七
九
）
年
の
十
月
六
日
の
こ
と
で
す
。
父
は
頼
長
に
一
緒
に
湯
町
の

お問合せ・お申し込み

わ
が
町
再
見『
城
廻
り
』シ
リ
ー
ズ
④
『
本
丸
』
６
「
〝
湯
船
〟
の
父
と
息
子
」

（
水
岸
山
観
音
寺
住
職
）

開  館 9:00〜16:30
休館日；毎週火曜日

「上山城本丸・土岐公御館之図」（延宝七 1679 年「上山見聞随筆」付六図）の名入
れ図。上が北、右が東。「土蔵」西と「書院二ノ間」南に井戸がある。土蔵西の井
戸は現在の月岡神社前御手洗舎とされる。南方には二ノ丸藩庁館があった。
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「写経会」：毎月第４土曜日９時から
「ご詠歌会」：毎月第１水曜日１時30分から

最上三十三観音第十番
上山三十三観音第一番

水岸山慈眼院観音寺
山形県上山市十日町9—29　電話023-672-1421

◆
連
載
◆

ふ
る
さ
と
へ
の
便
り
 第六
十
二
回

武
　
田
　
幹
　
雄

と
僕
も
膝
を
打
つ
。
話
題
は
映
画
監
督
の

河
瀨
直
美
さ
ん
に
及
ん
だ
か
ら
、
こ
の
爺

さ
ん
た
ち
は
侮
れ
な
い
。
河
瀨
さ
ん
が
東

大
の
入
学
式
で
述
べ
た
祝
辞
。
ロ
シ
ア
と

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
正
義
が
ぶ
つ
か
っ
て
い
る

と
し
た
ら
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
意
見
に
左

右
さ
れ
て
物
の
本
質
を
見
誤
っ
て
い
な
い

だ
ろ
う
か
、
悪
を
存
在
さ
せ
る
こ
と
で
安

心
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
―
と
い
う
、
ロ

シ
ア
を
肯
定
す
る
よ
う
な
表
現
も
あ
っ
た

よ
う
だ
。世
論
は
ロ
シ
ア
が
悪
、だ
か
ら
あ

ち
こ
ち
で
物
議
を
醸
し
た
。
こ
の
辺
で
僕

は
、
ぼ
ん
や
り
と
寺
山
修
司
を
思
い
出
し

た
。

マ
ッ
チ
擦
る
つ
か
の
ま
海
に
霧
ふ
か
し

身
捨
つ
る
ほ
ど
の
祖
国
は
あ
り
や

前
衛
歌
人
・
寺
山
の
代
表
的
な
歌
。
本

歌
取
り
だ
、
オ
マ
ー
ジ
ュ
だ
と
様
々
な
意

見
が
あ
る
中
で
、
反
戦
の
短
歌
と
解
説
さ

れ
て
い
る
。
私
に
は
命
を
捨
て
て
も
い
い

と
思
え
る
ほ
ど
の
祖
国
が
あ
る
だ
ろ
う

か
、い
や
な
い
、み
た
い
な
意
味
。ス
ポ
ー
ツ

紙
で
競
馬
の
コ
ラ
ム
を
書
い
て
い
た
寺
山

の
文
章
が
好
き
で
よ
く
読
ん
だ
。こ
ん
な
文

章
を
書
い
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
。

七
十
何
年
も
の
間
、
平
和
を
享
受
し
て

い
る
今
の
ニ
ッ
ポ
ン
で
、
死
ぬ
か
も
し
れ

な
い
戦
場
に
、
祖
国
の
為
に
と
赴
く
若
者

が
ど
れ
ほ
ど
い
る
だ
ろ
う
か
。
有
事
に
応

え
ら
れ
る
と
は
と
て
も
思
え
な
い
ほ
ど
呑

気
に
見
え
る
。

僕
は
戦
争
を
知
ら
な
い
世
代
だ
が
、
昭

和
の
生
き
残
り
。
パ
ー
ル
ハ
ー
バ
ー
も
広

島
の
原
爆
も
ち
ゃ
ん
と
理
解
し
て
い
る
。

そ
う
は
言
い
な
が
ら
、
ち
ゃ
っ
か
り
と
バ

ブ
ル
景
気
を
全
身
で
経
験
し
て
い
る
身
で

も
あ
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
義
勇
兵
募
集
に

手
を
挙
げ
た
日
本
人
も
い
た
、
と
い
う
報

道
も
あ
っ
た
が
、
相
変
わ
ら
ず
原
稿
棒
読

み
の
国
会
を
眺
め
、
選
挙
の
投
票
率
が
と

て
も
低
い
千
葉
県
に
住
ん
で
い
て
、
こ
ん

な
こ
と
を
つ
い
、
考
え
た
。

ご
近
所
の
桜
井
さ
ん
か
ら
ミ
ヤ
コ
ワ

ス
レ
と
ケ
シ
の
花
を
頂
い
た
。
ホ
タ
ル
の

飼
育
の
名
人
で
、
そ
ろ
そ
ろ
桜
井
さ
ん
の

庭
に
子
供
た
ち
が
や
っ
て
く
る
季
節
な

の
だ
が
、
餌
の
カ
ワ
ニ
ナ
が
取
れ
な
く
な

っ
て
、
数
年
前
に
断
念
し
た
。
そ
の
他
に

も
メ
ダ
カ
の
新
種
を
交
配
し
た
り
、
珍
し

い
紫
陽
花
が
咲
い
た
と
い
っ
て
は
拙
宅

に
届
け
て
く
れ
て
い
た
が
、
最
近
は
腰
の

塩
梅
が
良
く
な
い
と
散
歩
も
控
え
て
お

ら
れ
る
。
ミ
ヤ
コ
ワ
ス
レ
は
順
徳
天
皇
が

佐
渡
島
に
流
さ
れ
た
折
、
こ
の
花
を
見
て

慰
め
ら
れ
た
事
が
名
前
の
由
来
と
い
う
。

青
、
ピ
ン
ク
、
白
の
小
さ
い
花
が
綺
麗
だ
。

五
月
某
日
、
星
乃
珈
琲
店
。
妻
が
在
宅

の
リ
ハ
ビ
リ
を
受
け
る
間
、
こ
こ
で
過
ご

す
こ
と
が
多
い
。
近
く
に
声
が
大
き
い
三

人
の
老
人
。
定
番
の
年
金
、
病
歴
、
薬
に

加
え
て
最
近
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
。
老
人
は
朝

か
ら
新
聞
を
隈
な
く
読
ん
で
、
テ
レ
ビ
の

ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
も
し
っ
か
り
と
見
て
い

る
か
ら
、
知
識
は
半
端
な
評
論
家
以
上
。

一
人
が
ト
リ
ガ
ー
を
引
く
と
、
も
う
止
ま

ら
な
い
。
途
中
で
店
の
人
が
注
意
に
来
た

が
、
お
代
わ
り
の
コ
ー
ヒ
ー
を
注
文
し
て

ど
こ
吹
く
風
だ
。

父
も
生
前
、
酒
に
酔
う
と
ロ
シ
ア
（
当

時
は
ソ
連
か
）
の
話
を
し
た
。
日
ソ
友
好

条
約
の
延
長
を
破
棄
し
て
、
終
戦
間
際
に

参
戦
、
戦
勝
国
側
に
な
っ
た
。
ソ
連
の
や

り
方
は
許
せ
な
い
。
北
方
四
島
を
領
土
に

組
み
入
れ
た
上
、
北
海
道
を
割
譲
し
よ
う

と
し
た
と
憤
っ
て
い
た
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

と
ト
ル
ー
マ
ン
米
大
統
領
に
よ
っ
て
阻

止
さ
れ
た
が
、
く
だ
ん
の
老
人
た
ち
も
、

微
に
入
り
細
を
穿
つ
よ
う

に
ロ
シ
ア
の
悪
口
を
話
し

始
め
た
。

仮
に
ロ
シ
ア
が
北
海
道

に
侵
攻
し
た
ら
、
仮
に
中

国
が
台
湾
を
攻
め
た
ら
、

尖
閣
列
島
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ

化
し
た
時
に
日
本
は
ど
う

す
る
の
か
。
お
や
お
や
話

が
世
界
情
勢
に
な
っ
て
き

た
。時
折
り
、そ
の
通
り
だ

（
上
山
出
身
：
千
葉
市
在
住
）
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アライ美容院アライ美容院

泡エステで10歳、
若返りませんか！

♡ニキビ・
吹き出物

♡シミ・小じわ
♡アトピーなど

♡毛穴の黒ずみ
♡手の荒れ

♡美白・
リフトアップ

ムース♥デコ

特許取得
原点に戻った新発想

他店にはないメニュー！

SOPHIA
tel&fax. 023- 673- 0517

上山市南町2-7

SOPHIA
tel&fax. 023- 673- 0517

上山市南町2-7

夏をお洒落に愉しもう。 友
人
か
ら
面
白
い
話
を
聞
い
た
。
友
人
の

曾
祖
父
は
舟
運
で
賑
わ
っ
た
町
の
素
封
家
だ
っ

た
そ
う
だ
が
、
連
日
の
遊
興
で
身
代
を
潰
し

た
と
か
。祖
父
は
、傾
い
た
家
運
を
立
て
直
す

べ
く
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
渡
っ
て
一
旗
揚
げ
よ
う

と
家
族
を
連
れ
て
横
浜
港
ま
で
行
っ
た
が
、

妻
の
眼
の
病
気
で
検
疫
に
引
っ
か
か
り
乗
船

で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
親
類
縁
者
か
ら
た

く
さ
ん
の
餞
別
を
貰
っ
て
出
た
の
で
郷
里
に

戻
る
こ
と
も
で
き
ず
、
今
の
土
地
で
暮
ら
し

始
め
た
の
だ
と
か
。

当
時
の
舟
運
で
栄
え
た
町
の
人
ほ
ど
、
陸

路
な
ど
よ
り
水
路
の
方
が
簡
単
便
利
と
い
う

感
覚
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
汽
車
や
自
動
車
の

輸
送
な
ど
あ
り
得
な
い
こ
と
に
思
え
た
の
も

無
理
は
な
い
。
そ
れ
ま
で
慣
れ
親
し
ん
で
き

た
時
代
の
感
覚
は
、
誰
か
に
言
わ
れ
て
理
解

で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
が
体
験

し
て
初
め
て
実
感
で
き
る
。
い
つ
ま
で
も
同

じ
こ
と
が
続
き
、
ず
っ
と
商
売
が
上
手
く
行

く
と
思
う
の
が
人
の
常
だ
。
友
人
の
曾
祖
父

が
、
格
別
に
思
慮
が
浅
か
っ
た
と
は
言
え
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

江
戸
か
ら
明
治
・
大
正
へ
の
社
会
変
革
を

思
う
時
、
現
代
で
は
想
像
す
ら
で
き
な
い
大

き
な
価
値
観
の
転
換
だ
っ
た
と
思
う
。
自
分

が
そ
の
中
に
い
た
ら
、ど
う
行
動
し
た
の
か
。

交
通
機
関
は
も
と
よ
り
、
社
会
の
基
盤
が

丸
ご
と
ひ
っ
く
り
返
っ
て
し
ま
っ
た
ら
と
考

え
た
だ
け
で
も
身
震
い
が
す
る
。
し
か
し
意

外
に
中
に
い
る
人
た
ち
は
、
流
さ
れ
て
い
る

か
ら
こ
そ
気
づ
か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
が
き
な
が
ら
も
何
と
か
生
き
て
、
そ
れ
な

り
の
体
制
が
で
き
た
時
に
、
一
つ
の
時
代
と

呼
ば
れ
る
の
だ
ろ
う
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
戦
争
を
見
て
い
て
も
、な
ぜ

ロ
シ
ア
の
国
民
が
自
分
た
ち
の
や
っ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
か
な
い
の
か
と
不
思
議
に
思

う
。為
政
者
の
情
報
統
制
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、

そ
の
渦
中
に
い
る
人
間
に
は
見
え
な
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
人
た
ち
の
暮
ら

し
や
価
値
観
の
塊
と
も
い
う
べ
き
歴
史
は
、

何
十
年
も
経
っ
て
か
ら
で
な
い
と
正
確
な
形

連
載
 随
筆
 ❾

時
代
の
流
れ
は
見
え
な
い
橘
　
 千
 枝

で
は
見
え
な
い
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
今

の
時
代
を
客
観
的
に
冷
静
に
見
る
こ
と
が
必

要
な
の
だ
が
、
実
際
に
そ
れ
が
で
き
る
か
と

い
う
と
な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
だ
。
歴
史

は
後
世
の
人
が
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
も
、

ま
た
真
実
だ
ろ
う
。

今
の
人
口
減
社
会
は
我
々
が
経
験
す
る
初

め
て
の
社
会
で
、
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
は
誰
も
知

ら
な
い
。
た
ま
た
ま
上
手
く
回
っ
た
社
会
や

地
域
や
会
社
や
組
織
が
も
て
は
や
さ
れ
た
り

し
て
、皆
が
同
じ
こ
と
を
や
ろ
う
と
す
る
が
、

そ
れ
が
軌
道
に
乗
ら
な
い
う
ち
に
、
ま
た
世

の
中
の
方
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
の
繰
り

返
し
だ
。
時
代
の
流
れ
は
ま
す
ま
す
速
く
な

る
の
に
、地
域
社
会
の
価
値
観
や
感
覚
、ま
し

て
や
体
制
を
、
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
軽
く
替
え
る

こ
と
は
難
し
い
。

地
方
創
生
を
唱
え
て
一
億
円
を
ば
ら
ま
い

た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、遊
興
に
使
い
果

た
し
た
家
主
と
同
じ
だ
。そ
れ
を
国
債
の
償
還

や
年
金
の
積
み
立
て
に
充
て
て
お
け
ば
、今
頃

こ
ん
な
困
っ
た
時
代
に
は
な
っ
て
い
な
い
と

思
う
の
だ
が
、金
の
あ
る
時
に
は
経
済
を
回
す

こ
と
の
方
が
重
要
に
見
え
る
の
だ
ろ
う
。政
治

の
場
合
は
誰
も
責
任
を
取
ら
な
い
こ
と
も
、

困
っ
た
歴
史
の
事
実
で
あ
る
。

自
分
が
生
き
て
来
た
時
代
は
右
肩
上
が
り

の
経
済
成
長
期
で
希
望
が
あ
っ
た
。頑
張
れ
ば

そ
の
分
、豊
か
な
暮
ら
し
が
で
き
る
と
思
っ
て

努
力
で
き
た
。今
は
何
を
目
指
し
て
生
き
れ
ば

い
い
の
だ
ろ
う
。価
値
観
は
多
様
化
し
て
幸
せ

の
基
準
は
人
そ
れ
ぞ
れ
だ
が
、一
方
で
生
き
る

だ
け
で
精
一
杯
と
い
う
人
た
ち
も
い
る
。

と
り
あ
え
ず
は
、
こ
の
寂
れ
た
田
舎
町
を

ど
う
に
か
し
た
い
。
地
域
活
性
化
と
い
う
お

題
目
を
唱
え
た
と
こ
ろ
で
、
個
々
が
行
動
し

な
け
れ
ば
何
も
変
わ
ら
な
い
。
単
に
人
口
が

増
え
れ
ば
良
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
災

害
や
戦
争
が
他
人
事
で
は
な
い
今
、
見
え
な

い
時
代
の
流
れ
に
流
さ
れ
な
が
ら
も
、
い
つ

か
は
歴
史
に
な
る
こ
の
時
を
、
う
か
う
か
し

な
い
で
日
々
を
過
ご
さ
ね
ば
と
思
う
の
だ
。

（
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
）

江戸時代の舟運（イメージ）
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手づくり洋食を

定休：
木曜日

レ ス ト ラ ン

ご家族連れでどうぞ

駅東口より徒歩5分

ご 商 談 ・ ご 宴 会 に
二階宴会場をご利用下さい

上 山 市 新 湯 6 - 3 4

割り子そば 

石臼挽きそば

か
ぶ
。

こ
こ
で
再
び
金
子
萬
嶽
が
詠
ん
だ
例
の
句
の

こ
と
が
脳
裡
を
よ
ぎ
る
。

近
よ
れ
ば
見
う
し
な
ひ
け
り
山
ざ
く
ら

萬
嶽
の
発
句
は
、
管
見
で
は
こ
の
句
の
み
し

か
知
る
す
べ
が
な
い
が
、
私
を
し
て
十
分
す
ぎ

る
ほ
ど
に
胸
を
打
つ
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
多
く

を
語
ら
な
い
が
、
鬼
貫
も
萬
嶽
も
、
生
き
た
時

代
は
異
な
る
が
、
ど
ち
ら
も
人
の
見
え
ぬ
風
景

を
理
解
し
た
の
だ
ろ
う
。

白
鳥
は
哀
し
か
ら
ず
や
空
の
青

海
の
青
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ牧

　
水

「
和
歌
も
良
く
っ
て
よ
」

と
言
い
な
が
ら
、
若
山
牧
水
の
歌
を
教
え
て

く
れ
た
の
は
荒
目
里
桜
だ
っ
た
。
何
十
年
ぶ
り

か
で
邂
逅
し
た
彼
女
が
再
び
去
っ
て
、
間
も
な

く
一
年
で
あ
る
。
笑
窪
を
こ
し
ら
え
て
呟
い
た

あ
と
に
、
ど
こ
と
な
く
淋
し
気
に
感
じ
た
が
、

彼
女
が
去
っ
て
思
っ
た
の
は
、
白
鳥
と
は
彼
女

自
身
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
言
う
こ
と
で

あ
る
。ひ

と
ゝ
せ
と
な
る
も
白
鳥
染
ま
ら
ぬ
は

空
の
深
き
に
青
さ
あ
る
ゆ
ゑ

彼
女
も
ま
た
、
人
の
見
知
ら
ぬ
風
景
を
見
て

し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
歌
を
彼
女
に
捧

げ
、
筆
を
お
か
せ
て
頂
く
。

近
づ
こ
う
と
す
る
と
遠
ざ
か
り
、
通
り
過
ぎ

る
と
追
っ
て
く
る
。
窓
外
に
流
れ
る
山
も
含
め

て
、
風
景
と
は
触
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の

な
の
か
も
し
れ
な
い
。

き
の
う
入
り
日
に
目
を
細
め
て
、
き
ょ
う
朝

焼
け
に
手
庇
を
し
た
或
る
日
の
こ
と
だ
っ
た
。

西
の
山
の
頂
き
で
黄
昏
を
待
っ
て
い
る
と
、
日

は
更
に
西
の
山
へ
と
沈
ん
で
い
っ
た
。
こ
の
場

所
が
空
の
切
れ
目
だ
と
思
っ
て
い
た
の
は
、
勘

違
い
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
。
そ
う
思
い
つ
つ
も

愕
然
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
山
腹
の
枝
葉
の
隙

間
か
ら
、
須
川
を
垣
間
見
た
か
ら
で
あ
る
。
空

は
途
切
れ
ず
に
、
川
面
に
写
り
な
が
ら
せ
せ
ら

い
で
い
た
。
青
サ
ギ
に
つ
い
ば
ま
れ
た
ウ
グ
イ

は
、
呑
ま
れ
る
間
際
、
初
め
て
空
を
見
た
の
で

あ
ろ
う
。
く
の
字
に
反
ら
せ
た
胴
体
か
ら
は
、

わ
ず
か
に
鱗
が
剥
が
れ
落
ち
た
の
だ
が
、
あ
れ

は
涙
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

頂
き
か
ら
見
え
る
サ
ギ
は
、
す
で
に
暗
が
り

に
色
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
。
蝶
の
袖
は
軽
や
か

に
西
日
を
受
け
、
暗
香
の
在
り
処
を
探
し
て
い

た
が
、
時
折
触
れ
る
茨
か
ら
、
鱗
粉
を
削
が
れ

て
い
た
。
日
が
沈
ま
ぬ
内
に
、
静
か
だ
っ
た
獣

た
ち
が
嘯
く
前
に
、
山
を
下
り
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
雑
木
を
頼
り
に
し
て
急
い
で
い
る
と
、

山
道
の
片
傍
に
祠
が
あ
っ
た
。
気
に
留
め
る
暇

は
無
か
っ
た
の
だ
が
、
小
さ
な
火
袋
に
火
が
灯

っ
た
の
に
思
わ
ず
振
り
向
い
た
。

―
―
人
隈
の
は
ず
な
の
に
、
誰
か
が
点
け
た
残

り
火
で
あ
ろ
う
か
。

と
思
っ
て
近
づ
く
と
、
螢
で
あ
っ
た
。
騒
々

し
い
足
音
に
午
睡
を
覚
ま
さ
れ
た
か
、
程
無
く

飛
び
立
つ
と
、
火
袋
は
す
ぐ
に
夕
闇
に
姿
を
く

ら
ま
し
た
。

お
も
し
ろ
さ
急
に
は
見
え
ぬ
薄
か
な鬼

　
貫

江
戸
の
俳
諧
師
、
上
島
鬼
貫
の
名
句
で
あ

る
。
群
が
る
ス
ス
キ
一
本
は
、
た
だ
の
ス
ス
キ

一
本
で
は
な
い
、
そ
れ
に
気
づ
か
ず
通
り
過
ぎ

る
の
は
愚
か
な
こ
と
だ
、
と
言
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
よ
う
に
思
う
。
じ
っ
と
見
て
い
れ
ば
、

だ
ん
だ
ん
と
色
々
な
面
が
見
え
て
く
る
、
そ
の

面
白
さ
は
、
つ
ね
に
変
化
す
る
、
と
言
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
急
に
見
え
た
か

と
思
え
ば
、
急
に
見
え
な
く
な
っ
た
り
も
す
る

の
で
、
厄
介
な
も
の
だ
、
と
苦
笑
し
て
い
る
姿

連
載
  見
知
ら
ぬ
風
景
 ❻
      見
知
ら
ぬ
風
景

を
ゝ
さ
わ
 英
 幸

（
東
京
都
在
住
・
上
山
市
出
身
）
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◆
お
か
げ
さ
ま
で
売
れ
て
ま
す
！

わ
ん
に
ゃ
ん
シ
リ
ー
ズ

「
猫
の
手
マ
ド
レ
ー
ヌ
」

「
わ
ん
わ
ん
ド
ー
ナ
ッ
ツ
」

「
し
っ
ぽ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ェ
」
 

上
山
城
登
り
口
☎
六
七
二
—
〇
一
六
九

者
に
と
っ
て
山
の
湧
き
水
く
ら
い
有
難

く
美
味
し
い
も
の
は
な
い
。
二
合
目
に

第
一
水
飲
み
場（
石
鳥
居
）
と
岩
海
の
下

に
第
二
水
飲
み
場
が
あ
っ
て
喉
の
渇
き

を
癒
し
て
く
れ
る
“
オ
ア
シ
ス
“
だ
。

私
に
は
も
う
ひ
と
つ
期
待
す
る
楽
し
み

が
あ
っ
た
。
上
山
市
街
か
ら
西
を
望
む

と
大
平
山
な
ど
に
遮
ら
れ
、
朝
日
連
峰

は
見
え
な
い
が
、
中
腹
辺
り
ま
で
登
る

と
勇
壮
な
山
脈
（
や
ま
な
み
）
が
姿
を

現
す
。
青
く
霞
む
山
肌
に
白
雪
を
残
す

そ
の
光
景
に
と
て
も
魅
了
さ
れ
た
も
の

で
す
。

上
山
市
の
シ
ン
ボ
ル
、
 三
吉
山
は
変

わ
ら
ぬ
姿
で
私
を
い
つ
も
優
し
く
迎
え

入
れ
て
く
れ
る
の
で
す
。

上
山
市
を
離
れ
て
54
年
、
市
街
地
は

見
違
え
る
ほ
ど
立
派
な
街
並
み
に
様
変

わ
り
し
た
の
に
三
吉
山
は
昔
の
姿
そ
の

も
の
だ
。

『
ふ
る
さ
と
の
山
に
向
か
ひ
て
言
ふ
こ

と
な
し
　
ふ
る
さ
と
の
山
は
あ
り
が
た

き
か
な
』
啄
木
の
歌
に
共
感
す
る
。

山
形
市
の
霞
城
セ
ン
ト
ラ
ル
24
階
か

ら
遥
か
南
南
東
方
向
を
望
め
ば
三
吉
山

が
聳
え
る
。
そ
の
姿
は
ハ
ワ
イ
の
ダ
イ

ヤ
モ
ン
ド
ヘ
ッ
ド
に
酷
似
す
る
。
山
形

市
か
ら
車
で
東
バ
イ
パ
ス
を
南
進
し
金

瓶
を
過
ぎ
た
辺
り
か
ら
三
吉
山
が
姿
を

現
わ
す
。
　
『
お
帰
り
な
さ

い
・
・
・
』
と
私
を
温
か
く
迎
え
て
く

れ
る
の
だ
。

私
に
と
っ
て
三
吉
山
は
母
な
る
山
で

あ
り
、
い
つ
も
見
守
っ
て
く
れ
る
聖
な

る
存
在
と
思
っ
て
い
る
。
22
年
間
上
山

で
暮
ら
し
、
お
世
話
に
な
っ
た
故
郷
に

は
様
々
な
思
い
出
が
去
来
す
る
。
初
め

て
三
吉
山
に
登
っ
た
の
は
小
学
生
の
高

学
年
に
な
っ
て
か
ら
だ
が
、
近
所
の
子

供
た
ち
と
は
年
に
２
～
３
回
く
ら
い
は

登
っ
た
と
思
う
。
元
朝
参
り
は
年
中
行

事
の
一
つ
で
あ
り
、
近
所
の
子
供
た
ち

と
10
人
ほ
ど
の
グ
ル
ー
プ
で
一
緒
に
出

か
け
た
。
大
晦
日
に
は
予
め
手
製
の
松

明
作
り
か
ら
始
め
る
が
、
先
輩
た
ち
３

人
く
ら
い
に
限
ら
れ
て
い
た
。
空
き
缶

に
鋸
屑
を
詰
め
石
油
を
た
ら
し
、
更
に

松
の
根
っ
こ
を
差
し
込
む
。
そ
れ
を
棒

切
れ
に
取
り
付
け
て
完
成
だ
。
夕
食
を

済
ま
せ
て
か
ら
近
所
の
友
人
宅
に
集
合

し
、
ト
ラ
ン
プ
や
百
人
一
首
な
ど
で
楽

し
ん
で
時
間
を
潰
し
午
後
11
時
に
出
発

す
る
の
だ
っ
た
。
松
明
持
ち
以
外
は
懐

中
電
灯
を
持
参
し
た
。
標
高
５
７
４
メ

ー
ト
ル
の
三
吉
山
で
も
夜
の
登
山
と
な

る
と
結
構
き
つ
い
も
の
だ
っ
た
。
行
き

交
う
人
々
に
は
『
お
め
で
と
う
』
と
か

『
お
は
よ
う
』
と
互
い
に
声
を
掛
け
合

う
の
も
元
気
づ
け
ら
れ
る
挨
拶
だ
っ

た
。
あ
の
岩
海
ま
で
登
る
と
７
合
目
辺

り
だ
ろ
う
か
、
鐘
の
音
が
更
に
大
き
く

聞
こ
え
て
く
る
。
さ
ぁ
、
も
う
す
ぐ
頂

上
だ
。

頂
上
に
到
達
し
た
時
は
脚
が
棒
の
よ

う
に
な
っ
て
疲
れ
て
痛
か
っ
た
が
、
三

吉
神
社
に
参
拝
し
て
か
ら
鐘
を
搗
く
と

何
と
も
言
え
ぬ
達
成
感
と
喜
び
に
満
ち

溢
れ
、
晴
れ
て
新
年
を
迎
え
る
の
だ
っ

た
。
し
ば
し
焚
火
で
暖
を
取
っ
て
か
ら

下
山
し
た
。

日
中
の
登
山
も
楽
し
か
っ
た
。
登
山

上
山
の
シ
ン
ボ
ル
  三
吉
山

桜
　
井
　
和
　
敏

（
山
形
市
在
住
・
上
山
市
出
身
）



コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
た
め
に
一
週
間
前
か

ら
の
入
院
、
と
い
う
事
例
も
間
々
あ
る
。

糖
尿
病
と
診
断
さ
れ
た
ら
初
期
の
治

療
と
し
て
運
動
療
法
と
食
事
療
法
を
指

示
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
不
十
分
な
場
合

に
は
薬
物
療
法
を
併
用
す
る
こ
と
と
な

る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
毎
食
前
に
針
を
刺

し
て
血
糖
を
測
定
し
、
内
服
を
し
た
り
イ

ン
ス
リ
ン
の
注
射
を
打
た
な
け
れ
ば
い

け
な
か
っ
た
り
と
、
治
療
の
期
間
も
手
間

も
相
当
の
も
の
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

体
質
や
環
境
が
影
響
す
る
疾
患
で
あ

る
た
め
、
一
概
に
不
摂
生
が
原
因
と
は
言

い
切
れ
な
い
が
、
祝
い
事
が
あ
れ
ば
ケ
ー

キ
を
食
べ
て
お
酒
を
飲
み
た
い
、
と
言
っ

た
よ
う
な
風
情
や
人
情
み
た
い
な
も
の

が
生
活
習
慣
病
の
原
因
な
の
か
も
し
れ

な
い
。

先
日
長
女
が
五
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
の
で
あ
っ

た
。
暴
飲
暴
食
は
避
け
、
適
度
な
運
動
と

バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
生
活
を
心
が
け
て

ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
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山形県知事許可「高度管理医療機器
等販売業許可証」取得店
最適な補聴器。ブラビシモライト。

ボリューム
コントロール付

デジタル補聴器
耳掛型

“無料試聴
貸出”中!

耳あな型

くだものうつわ

上山市金瓶水上6-2
Phone: 023-672-5861

各種ご贈答にも最適

上山市矢来一丁目3-18
（かみのやま温泉駅前）
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連
載
エ
ッ
セ
イ

か
ん
ご
し
 通
信
そ
の
31

え
も
　
た
く
み

（
上
山
市
在
住
／
看
護
師
）

読
者
の
皆
様
は
生
活
習
慣
病
と
聞
く

と
何
を
思
い
浮
か
べ
る
で
あ
ろ
う
か
。
生

活
習
慣
病
と
は
そ
の
名
の
通
り
、
好
ま
し

く
な
い
習
慣
や
環
境
が
積
み
重
な
る
こ

と
で
発
症
す
る
疾
患
を
指
す
言
葉
で
あ

る
。
日
本
で
は
主
に
七
つ
の
生
活
習
慣
病

が
危
険
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
ま
と

め
て
『
七
つ
の
大
罪
』、
で
は
な
く
『
七
大

生
活
習
慣
病
』
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
な
知
識
は
、
看
護

学
生
時
代
に
ど
の
教
科
書
を
開
い
て
も

記
載
さ
れ
て
お
り
、
も
は
や
一
般
教
養
的

な
レ
ベ
ル
で
認
識
し
て
は
い
た
の
だ
が
、

看
護
師
と
し
て
十
年
近
く
病
院
に
勤
め

て
い
る
と
、特
に
高
血
圧
、脂
質
異
常
症
、

糖
尿
病
の
患
者
の
多
さ
に
は
驚
か
さ
れ

る
も
の
が
あ
る
。

私
自
身
、
ま
だ
三
十
歳
を
数
え
た
ば
か

り
の
若
輩
者
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
人
生

で
ど
の
よ
う
に
生
活
習
慣
が
乱
れ
、
ど
の

よ
う
な
順
序
を
経
て
身
体
が
不
調
に
な

っ
て
い
く
の
か
は
未
知
の
領
域
で
は
あ

る
の
だ
が
、
若
輩
者
な
が
ら
に
、
こ
れ
だ

け
は
で
き
れ
ば
御
免
被
り
た
い
と
い
う

疾
患
が
あ
る
。
そ
れ
が
こ
れ
か
ら
お
話
す

る
『
糖
尿
病
』
で
あ
る
。

糖
尿
病
は
一
型
と
呼
ば
れ
る
先
天
的

な
も
の
と
、
二
型
と
呼
ば
れ
る
生
活
習
慣

を
原
因
と
し
て
発
症
す
る
も
の
に
分
け

ら
れ
る
が
、
後
者
の
方
が
９
５
％
と
圧
倒

的
多
数
を
占
め
て
い
る
。
私
た
ち
の
身
体

は
糖
分
を
吸
収
す
る
と
膵
臓
か
ら
『
イ
ン

ス
リ
ン
』
と
い
う
ホ
ル
モ
ン
が
分
泌
さ
れ

て
糖
分
を
分
解
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
の
だ
が
、
糖
分
の
過
剰
摂
取
な
ど
に
よ

っ
て
分
解
が
追
い
つ
か
な
く
な
る
と
、
膵

臓
の
機
能
が
衰
え
、
血
中
の
糖
分
が
増
え

て
い
く
、
と
い
う
状
態
に
な
る
。
糖
が
分

解
さ
れ
な
い
ま
ま
高
血
糖
の
状
態
が
続

け
ば
血
管
が
も
ろ
く
な
り
、
重
症
化
す
れ

ば
心
臓
病
や
失
明
、
腎
不
全
や
末
端
の
壊

死
に
よ
る
足
の
切
断
、
な
ど
と
い
う
恐
ろ

し
い
病
態
を
引
き
起
こ
す
。

私
の
勤
め
る
整
形
外
科
で
も
術
後
の

創
部
感
染
の
リ
ス
ク
が
抜
群
に
高
く
、
全

身
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
疾
患
な
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
本
来
は
手
術
の
前
々
日

か
ら
の
入
院
で
良
い
と
こ
ろ
を
、
血
糖
の
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有限会社

山上企画

大崎金型

ワイヤーカット加工による金型部品加工
金 型 ・ 治 工 具 設 計 製 作

有限会社

連
載
 ・
 竹
の
よ
う
に
し
な
や
か
に
 ⑷

大
武
芳
子

（
上
山
市
出
身
）

師
範
学
校
に
入
る
た
め
に
は
学
校
で
上
位
の
成
績
を
取
っ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
し
げ
お
は
、
一
生
懸
命
勉
強
し
た
。
そ
ん
な
彼

を
人
は
秀
才
と
い
っ
た
。

大
久
保
氏
は
、
し
げ
お
を
と
て
も
可
愛
が
っ
た
。
大
物
の
実
業
か
ら
し

く
、
男
ら
し
か
っ
た
。
な
ぜ
か
、
金
時
計
を
与
え
た
り
も
し
た
。
彼
の
別

の
夢
を
し
げ
お
を
通
し
て
み
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
大
久
保
氏
は
、
莫
大
な
財
産
を
残
し
て
ぽ
っ
く
り
と
死
ん
で

し
ま
っ
た
。
大
久
保
氏
は
製
糸
工
場
を
経
営
し
て
い
た
か
ら
、
大
き
な
工

場
や
土
地
も
あ
っ
た
。
本
当
な
ら
そ
れ
ら
は
全
部
し
げ
お
の
も
の
に
な
る

は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
、
し
げ
お
は
大
久
保
家
を
出
て
い
た
。
金
時
計
も

夫
人
に
渡
し
た
。

し
げ
お
の
頭
に
は「
金
持
ち
で
な
く
と
も
、師
範
学
校
に
入
れ
る
ん
だ
」

と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
の
だ
。

最
終
的
に
落
ち
着
い
た
と
こ
ろ
は
、
母
さ
だ
の
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
さ
だ

は
高
橋
氏
と
一
緒
に
暮
し
て
お
り
、
高
橋
氏
は
し
げ
お
に
「
借
金
し
て
で

も
、お
前
を
師
範
学
校
に
入
れ
て
や
る
ぞ
」と
ま
で
言
っ
た
ほ
ど
だ
っ
た
。

そ
ん
な
言
葉
に
励
ま
さ
れ
て
、
し
げ
お
は
黙
々
と
勉
強
し
た
。
で
も
、
し

げ
お
の
人
生
に
は
不
幸
が
付
き
ま
と
う
の
だ
。
高
橋
氏
は
し
げ
お
が
師
範

学
校
に
入
る
前
に
脳
卒
中
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

数
多
く
の
苦
労
を
乗
り
越
え
て
、
昭
和
元
年
山
形
県
師
範
学
校
に
入
学

し
た
。
時
の
校
長
は
和
田
兼
三
郎
氏
で
あ
る
。

山
形
県
師
範
学
校
は
、
現
在
の
県
立
図
書
館
か
ら
産
業
会
館
辺
り
の
位

置
に
あ
り
、
明
治
十
一
年
に
開
校
さ
れ
明
治
三
十
四
年
九
月
に
現
在
の
山

形
県
立
山
形
北
高
等
学
校
校
舎
に
移
転
し
た
。
こ
れ
は
昭
和
四
十
八
年
六

月
二
日
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

建
物
が
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
様
式
で
、
め
ず
ら
し
い
手
法
で
あ
る
か
ら
だ
。

学
校
名
は
後
に
山
形
県
尋
常
師
範
学
校
と
な
り
、
さ
ら
に
後
に
元
の
山
形

県
師
範
学
校
に
戻
り
、
山
形
県
女
子
師
範
学
校
と
合
併
さ
れ
山
形
師
範
学

校
と
な
り
、
最
終
的
に
実
業
補
習
学
教
員
養
成
所
と
青
年
学
校
教
員
養
成

所
、
山
形
青
年
師
範
学
校
と
合
併
し
現
在
の
山
形
大
学
教
育
学
部
に
至
っ

て
い
る
。*　

　
*　
　
*　
　
*　
　
*

山
形
大
学
教
育
学
部
は
私
の
卒
業
し
た
大
学
で
あ
り
、
後
に
教
員
と
し

て
勤
め
、
教
育
学
部
の
最
後
の
教
員
で
あ
っ
た
。
私
が
退
職
し
た
後
、
教

育
学
部
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

運
命
を
感
じ
る
。
中
学
一
年
生
の
生
徒
（
作
者
）
が
ど
ん
な
方
法
で
調

べ
あ
げ
た
の
か
。
し
か
も
今
か
ら
五
十
年
前
の
話
な
の
で
あ
る
。
話
を
し

て
く
れ
た
母
も
百
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。

原
稿
“
鎮
魂
歌
〟
は
題
目
で
あ
り
、
表
紙
に
は
「
最
後
の
審
判
」
を
連

想
さ
せ
る
絵
が
鉛
筆
で
描
か
れ
て
い
る
。

*　
　
*　
　
*　
　
*　
　
*

昔
の
先
生
は
な
ん
で
も
出
来
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
げ
お
は
何

を
や
っ
て
も
よ
く
出
来
た
。
た
だ
し
一
つ
だ
け
出
来
な
い
も
の
が
あ
っ

た
。
そ
れ
は
鉄
棒
で
あ
る
。
運
動
神
経
が
鈍
く
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
と
れ
な

か
っ
た
の
だ
。

昭
和
五
年
、
し
げ
お
は
秀
才
と
言
わ
れ
て
卒
業
し
た
。

こ
の
年
、
日
本
は
ロ
ン
ド
ン
軍
縮
条
約
に
調
印
し
た
。
徴
兵
が
あ
る
の

で
五
ヶ
月
間
し
げ
お
は
陸
軍
に
入
る
事
に
な
る
。
し
か
し
、
し
げ
お
は
運

動
神
経
が
鈍
い
か
ら
戦
争
に
引
っ
張
ら
れ
な
か
っ
た
。

昭
和
六
年
、
満
州
事
変
が
起
こ
っ
た
。

こ
の
年
、
し
げ
お
は
念
願
の
音
楽
の
先
生
と
な
り
上
山
小
学
校
に
赴
任

し
た
。
さ
っ
そ
く
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
を
つ
く
っ
て
、
い
ろ
ん
な
行
事
の
時
に

演
奏
し
て
み
せ
た
り
し
た
。
兵
隊
さ
ん
を
送
り
出
し
た
り
し
た
こ
と
も

あ
っ
た
。

昭
和
十
一
年
、
荒
井
喜
美
と
結
婚
し
た
。

挿画：村上百花

あ
な
た
の
『
本
』
づ
く
り
を

お
手
伝
い
致
し
ま
す
。

エ
ッ
セ
イ
集
・
紀
行
文
集
・
詩
集
・
歌
集

研
究
書
・
記
念
誌
・
写
真
集
・
画
集
な
ど

な
ん
な
り
と
ご
相
談
下
さ
い
。

［有］スタジオ・ワン
〒999-3145
上山市河崎2-4-23
電 話 023-672-8581
FAX.023-672-8582

（

）
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■「
上
山
市
無
形
文
化
財
・
金
生
田
植
踊
り
」
２
０
２
２
・
６

田
植
踊
り
の
由
来
は
日
本
古
来
の
農
本
の
国
と
し
て
神
に
捧
げ
る
稲

作
の
行
事
と
し
て
、
田
植
え
の
無
事
と
秋
の
豊
作
を
祈
願
す
る
た
め
に

神
事
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
だ
そ
う
で
、
以
前
に
は
上
山
周
辺
の
殆
ど

の
村
々
で
踊
ら
れ
て
い
た
が
、
太
平
洋
戦
争
に
よ
っ
て
後
継
者
不
足
で

一
時
中
断
し
て
い
ま
す
。
金
生
田
植
え
踊
り
は
昭
和
22
年
に
保
存
会
を

発
足
以
来
、〝
金
生
の
郷
土
民
俗
芸
能
”
と
し
て
継
承
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
近
年
で
は
市
や
地
区
、
学
校
等
の
行
事
な
ど
に
上
演
さ
れ
て
お

り
、
私
が
ス
ケ
ッ
チ
の
た
め
観
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
二
年
前
の
金
生

地
区
盆
踊
り
大
会
で
上
演
し
た
と
き
で
し
た
。
そ
の
前
に
公
民
館
で
の

稽
古
も
じ
っ
く
り
鑑
賞
さ
せ
て
い
た
だ
き
素
晴
ら
し
い
活
動
だ
と
思
い

ま
し
た
。
そ
う
そ
う
、
振
り
付
け
は
全
員
男
子
で
す
。

（
金
生
田
植
踊
り
保
存
会
発
行
「
金
生
田
植
踊
り
」
参
照
）

竹
内
敏
夫

の
行
政
に
お
い
て
も
財
政
面
で
は
と
も
か

く
、
そ
の
活
動
に
は
一
目
も
二
目
も
お
く

伝
統
の
あ
る
組
織
で
あ
る
ゆ
え
、
村
長
を

は
じ
め
吏
員
た
ち
も
そ
の
方
の
仕
事
に
対

す
る
印
刷
機
の
利
用
や
用
紙
の
使
用
な
ど

も
理
解
が
あ
っ
て
、
団
の
活
動
に
お
け
る

彼
女
の
存
在
は
と
て
も
大
き
か
っ
た
。

当
時
の
青
年
団
活
動
は
一
行
政
区
に
と

ど
ま
ら
ず
そ
の
範
囲
は
広
く
、
交
流
が
あ

っ
た
。
合
唱
だ
と
か
平
和
運
動
と
い
っ
た

社
会
活
動
な
ど
も
と
て
も
活
発
に
行
わ
れ

て
い
た
も
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
彼
女
は
隣
村
の
大
活

動
家
で
る
Ｋ
さ
ん
に
出
会
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
Ｋ
さ
ん
、
男
で
あ
る
私
の
目
で
見

て
も
男
の
中
で
も
男
ら
し
い
人
だ
。
中
学

校
と
高
校
の
と
き
に
は
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー

ル
を
や
ら
れ
た
と
あ
っ
て
背
が
高
く
て
美

男
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
頭
脳
明
晰
で

人
を
寄
せ
つ
け
る
活
動
家
で
も
あ
る
。
そ

の
Ｋ
さ
ん
に
Ｈ
さ
ん
は
す
っ
か
り
心
ひ
か

れ
た
ら
し
か
っ
た
。

私
は
Ｋ
さ
ん
か
ら
Ｈ
さ
ん
の
ラ
ブ
レ
タ

ー
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
記
憶
が
頭
の
芯
に

残
っ
て
い
る
。
凄
く
熱
烈
な
文
面
で
あ
る

こ
と
も
忘
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
Ｋ
さ
ん

は
私
に
そ
れ
を
見
せ
て
笑
っ
て
い
た
顔
も

忘
れ
て
い
な
い
。な
ぜ
な
ら
自
分
が
も
ら
っ

た
ラ
ブ
レ
タ
ー
を
他
人
に
見
せ
る
な
ど
と

い
う
の
に
は
残
念
な
が
ら
愛
も
恋
も
滲
ん

で
い
な
い
こ
と
を
知
ら
し
め
る
も
の
だ
と

思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え

Ｋ
さ
ん
は
Ｈ
さ
ん
の
恋
を
受
け
入
れ
た
と

し
て
も
、
Ｋ
さ
ん
に
は
農
家
の
後
継
ぎ
で

あ
る
事
以
上
に
、
Ｈ
さ
ん
の
家
の
方
が
、
Ｈ

さ
ん
を
家
を
守
る
、
と
い
う
よ
り
も
、
両
親

の
暮
ら
し
を
守
る
人
と
し
て
の
必
要
と
そ

の
存
在
が
大
き
く
て
と
て
も
離
す
こ
と
を

許
さ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
む

し
ろ
Ｋ
さ
ん
が
心
を
向
け
て
く
れ
な
か
っ

た
こ
と
が
幸
運
で
あ
っ
た
と
み
れ
ば
い

い
。
人
生
と
は
そ
う
し
た
「
運
」
も
あ
る
の

だ
、
ね
Ｈ
さ
ん
。

し
か
し
そ
れ
で
あ
っ
て
も
八
十
八
歳
に

な
っ
て
も
な
お
Ｋ
さ
ん
の
こ
と
が
好
き
で

あ
る
「
気
持
は
変
わ
り
ま
せ
ん
」
と
明
言
す

る
の
だ
か
ら
頼
も
し
い
。

三
月
も
下
旬
の
頃
に
な
る
と
陽
光
も
明

る
さ
を
増
し
、「
春
」ら
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

そ
ん
な
あ
る
日
の
夕
餉
の
あ
と
だ
っ
た
。

老
婆
と
二
人
、無
口
で
茶
を
飲
ん
で
い
た

と
こ
ろ
に
珍
し
い
人
か
ら
電
話
が
入
っ
た
。

八
十
歳
代
も
半
ば
を
越
す
と
電
話
を
く

れ
る
人
も
少
な
く
な
る
故
に「
誰
か
ら
だ
ろ

う
」
と
手
早
に
受
話
器
を
と
っ
て
耳
に
あ

て
た
。「
Ｈ
で
す
」と
言
っ
た
。そ
の
声
は
か

な
り
じ
ゃ
り
て
い
た
が
高
く
元
気
そ
う
だ

っ
た
。
私
は
懐
か
し
く
な
り
「
い
や
い
や
し

ば
ら
く
」と
応
え
た
。「
元
気
で
す
か
」と
先

方
の
こ
と
ば
が
早
か
っ
た
。「
ま
ず
は
ね
」と

い
う
と「
も
う
わ
た
し
は
八
十
八
歳
で
す
か

ら
」
と
言
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
を
言
わ
ず
と

も
私
が
中
学
校
の
一
年
生
の
と
き
彼
女
は

三
年
生
だ
っ
た
か
ら
八
十
八
歳
で
あ
る
こ

と
は
分
か
る
の
だ
け
れ
ど
「
も
う
そ
ん
な

歳
に
な
っ
た
の
で
す
か
。
そ
れ
に
し
て
は

お
元
気
そ
う
な
若
々
し
い
声
で
す
ね
」
と

返
事
し
た
。

何
の
御
用
だ
ろ
う
と
思
っ
た
が
、格
別
な

用
件
で
は
な
さ
そ
う
だ
っ
た
。そ
れ
で
私
は

多
分
こ
の
こ
と
だ
ろ
う
と
思
っ
て「
息
子
さ

ん
は
市
内
の
伝
統
あ
る
小
学
校
の
校
長
先

生
に
な
ら
れ
て
こ
の
た
び
定
年
退
職
さ
れ

る
こ
と
を
新
聞
で
見
ま
し
た
」と
言
う
と
彼

女
は
と
て
も
嬉
し
そ
う
だ
っ
た
。そ
し
て
す

で
に
私
が
言
っ
て
い
た
の
に
「
市
内
で
も

…
」
と
誇
ら
し
げ
に
言
っ
た
。

彼
女
の
家
族
は
戦
中
に
大
阪
で
あ
っ
た

か
京
都
で
あ
っ
た
か
そ
ち
ら
の
方
か
ら
移

住
し
て
来
ら
れ
た
人
だ
。

な
ぜ
に
そ
ん
な
に
遠
く
か
ら
、と
大
人
た

ち
が
言
っ
て
い
る
の
を
聞
い
た
こ
と
も

あ
っ
た
。
仕
事
は
べ
ン
ト
ナ
イ
ト
と
い
う

土
が
薬
材
に
利
用
さ
れ
る
と
か
、兵
器
だ
と

か
、ま
さ
か
と
思
う
が
食
料
の
カ
テ（
補
充
）

に
も
利
用
さ
れ
る
、な
ど
と
も
言
わ
れ
て
い

た
。そ
し
て
そ
れ
を
採
掘
す
る
と
こ
ろ
が
こ

の
村
に
は
六
ヶ
所
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を
「
土

山
」
と
呼
ん
で
い
た
。
そ
の
「
土
山
」
の
経

営
者
は
地
元
の
人
で
は
な
く
て
東
京
だ
と

か
大
阪
だ
と
か
京
都
な
ど
の
人
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。さ
ら
に
ま
た
工
場
長
な
ど
も
地

元
の
人
で
は
な
く
て
そ
ち
ら
の
ほ
う
か
ら

来
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。彼
女
は
そ
う
し

た
一
家
の
家
族
と
し
て
子
ど
も
の
と
き
に

こ
の
村
に
来
て
、わ
が
家
の
近
所
に
住
ん
で

い
た
の
だ
っ
た
。

敗
戦
に
な
っ
て
間
も
な
く
す
る
と
他
の

五
つ
の
工
場
の
人
た
ち
は
村
を
去
っ
た
が
、

Ｈ
さ
ん
の
家
族
だ
け
は
村
に
残
っ
て
い
た
。

そ
し
て
す
っ
か
り
「
村
の
人
」
に
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

Ｈ
さ
ん
は
中
学
を
卒
業
す
る
と
役
場
の

吏
員
と
な
っ
た
。
ま
た
青
年
団
に
も
入
り
、

そ
の
活
動
に
熱
中
し
た
。そ
れ
ば
か
り
で
は

な
く
て
事
務
の
仕
事
に
も
う
ん
と
手
を
か

し
て
く
れ
た
。「
青
年
団
」
と
い
え
ば
「
村
」

「
気
持
は
今
も
変
わ
り
な
い
」
は
な
し

佐
藤
藤
三
郎

（
著
述
業
　
農
業
）
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光
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山
タ
ク
シ
ー
　
〇
二
三（
六
七
二
）一
一
二
二

上
山
レ
ン
タ
カ
ー
　
〇
二
三（
六
七
二
）四
一
九
〇
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上山中学校昭和40年度卒業
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さて、誰でしょう？
変な頭が特徴です。

中央区日本橋2-2-15 日本橋テイトビル2階
☎03-3274-1797 上京の折、ぜひご来店ください。
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栗
川
稲
荷
神
社

上
山
市
松
山
一
ー
一
ー
五
二
鎮
座

社
務
所
☎
〇
二
三
（
六
七
二
）
三
五
二
〇

御
祭
神
　
稲
倉
魂
命

元
旦
祭

一
月
一
日

例
大
祭
　
四
月
二
十
三
日

月
例
祭
　
二
十
三
日

由
緒
沿
革

栗
川
稲
荷
神
社
は
備
中
国
庭
瀬
の
城
主

松
平
信
通
公
が
城
中
守
護
神
と
し
て
奉
祠

さ
れ
、
厚
く
信
仰
さ
れ
て
き
た
お
社
で
あ

り
ま
す
。

元
禄
十
年
九
月
出
羽
国
上
山
に
国
替
を

命
ぜ
ら
れ
、
そ
の
後
松
平
家
の
守
護
神
と

し
て
城
内
に
社
殿
を
造
り
固
い
信
仰
を
捧

げ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

大
政
奉
還
の
後
は
現
在
地
の
松
山
高
台

に
勧
請
鎮
座
を
致
し
、
年
を
重
ね
る
毎
に

県
内
は
も
ち
ろ
ん
県
外
よ
り
の
多
く
の
参

拝
者
を
迎
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

窮
屈
な
休
憩
室
◆
上
山
藩
の
幕
末
58

編
集
子

１
６
９
７
年（
元
禄
10
）
か
ら
１
８
６
９
年
（
明
治
２
）
版
籍

奉
還
ま
で
、
上
山
を
統
治
し
た
藤
井
松
平
氏
に
つ
い
て

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』に
よ
る
と
こ
ろ
の
、い
わ
ゆ
る「
14

松
平
氏
」の
１
つ
、譜
代
大
名
の
藤
井
松
平
氏
が
、隆
盛
期

に
お
い
て
９
万
石
の
石
高
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

な
ぜ
３
万
石
（
厳
密
に
言
え
ば
戊
辰
戦
争
後
３
千
石
削
封

さ
れ
２
万
７
千
石
）
に
ま
で
減
封
さ
れ
た
の
か
？

出
自
は
三
河
国
安
城
。
藤
井
松
平
氏
の
中
興
の
祖
は
松

平
宗
家（
家
康
は
９
代
）５
代
長
忠
の
５
男
・
利
長
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。２
代
信
一
は
観
音
寺
の
戦
い（
別
称
：
箕
作

城
の
戦
い
）に
お
い
て
一
番
乗
り
を
果
た
し
た
。信
長
は
こ

の
信
一
の
働
き
を
み
て
「
膽
（
き
も
）
に
毛
を
生
す
る
人
」

と
い
い
、
自
身
が
着
て
い
た
足
利
家
よ
り
拝
領
の
鹿
革
に

五
三
の
桐
紋
を
縫
い
付
け
た
韋
戎
衣（
胴
衣
）を
脱
い
で
信

一
に
与
え
た
と
い
う
。

問
題
は
６
代
忠
之
。い
ろ
ん
な
資
料
を
あ
た
る
と「
ご
乱

心
」の
た
め
、当
時
下
総
古
河
９
万
石
の
大
名
で
あ
っ
た
藤

井
松
平
氏
は
い
き
な
り
改
易
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

「
ご
乱
心
」
と
は
？
そ
こ
で
『
徳
川
実
記
』
を
紐
解
い
て

み
る
と
「
あ
ら
ぬ
ふ
る
ま
い
」
と
あ
る
。

で
は「
あ
ら
ぬ
ふ
る
ま
い
」と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な

振
る
舞
い
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
？

小
生
の
考
え
で
は
そ
こ
に
は
ど
う
も「
熊
沢
蕃
山
」と
い

う
思
想
家
が
関
与
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

熊
沢
蕃
山
は
大
名
財
政
を
圧
迫
し
て
い
る
参
勤
交
代
の
緩

和
や
鎖
国
批
判
な
ど
を
展
開
し
、
総
じ
て
幕
政
を
批
判
し

た
廉
で
藤
井
松
平
氏
に
預
け
ら
れ
、
城
中
に
お
い
て
謹
慎

の
身
と
な
っ
て
い
た
。だ
が
、当
時
の
古
河
は
渡
良
瀬
川
の

氾
濫
が
常
態
化
し
て
お
り
、そ
れ
が
悩
み
の
種
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
蕃
山
の
得
意
と
す
る
治
山
治
水
の
技
術
が
頼
り
に

さ
れ
、
忠
之
は
優
秀
な
蕃
山
を
藩
政
に
関
わ
ら
せ
て
し
ま

う
。
幕
府
を
批
判
し
謹
慎
の
身
に
あ
っ
た
人
物
を
藩
政
に

関
わ
ら
せ
た
こ
と
が
幕
府
の
知
る
所
と
な
り
怒
り
を
か
っ

て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
、不
幸
中
の
幸
い
、６
代
目
の
忠
之
が
１
万
石
加
増

で
５
代
信
之（
老
中
に
ま
で
昇
進
）か
ら
家
督
を
引
き
継
い

だ
と
き
、
も
ち
ろ
ん
改
易
な
ど
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
頃

の
こ
と
だ
が
、加
増
分
の
１
万
石
を
弟
の
信
通
に
与
え
、興

留
藩
を
立
藩
し
て
い
た
。さ
ら
に
、そ
れ
ま
で
の
徳
川
家
へ

の
功
績
が
認
め
ら
れ
藤
井
松
平
家
は
再
興
を
許
さ
れ
、
２

万
石
加
増
の
う
え
３
万
石
で
庭
瀬
へ
移
封
。
そ
し
て
元
禄

10
年
上
山
に
転
封
と
い
う
流
れ
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

一
大
名
の
盛
衰
は
ま
さ
し
く
幕
府
の
胸
先
三
寸
で
い
か

よ
う
に
も
な
っ
た
と
い
う
一
つ
の
例
で
あ
る
。

（
次
号
予
告
：
熊
沢
蕃
山
に
つ
い
て
）

【
資
料
】
藤
井
松
平
氏
の
変
遷

三
河
国
（
藤
井
安
城
）
▼
１
５
９
０
年
：
布
川
（
５
千
石
）
▼

１
６
０
１
年
：
土
浦（
３
万
５
千
石
）徳
川
政
権
樹
立
・
幕
藩
体

制
の
確
立
▼
１
６
１
７
年
：
高
崎（
５
万
石
）▼
１
６
１
９
年
：

丹
波
笹
山
（
５
万
石
）
▼
１
６
４
９
年
：
明
石
（
７
万
石
）
▼
１

６
７
９
年
：
大
和
郡
山
（
８
万
石
）
▼
１
６
８
５
年
：
古
河
（
９

万
石
）
▼
１
６
９
３
年
：
改
易
→
家
名
再
興
・
庭
瀬
（
３
万
石
）

▼
１
６
９
７
年
：
上
山
（
３
万
石
→
２
万
７
千
石
）



山形県かみのやま温泉月岡城址の宿
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