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で
は
な
い
で
す
け
ど
地
域
の
皆
様
に
ご
祝
儀
を
い
た
だ

い
て
運
営
を
し
て
い
る
ん
で
す
が、

楽
し
い
盆
踊
り
だ、

い
い
お
祭
り
だ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば、

フ
ァ
ン
も
増

え
て
く
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
ま
す。

だ
ん
じ

り
祭
り
で
は
お
弁
当
や
子
供
さ
ん
の
お
菓
子
を
配
っ
た

り
も
し
て
い
ま
す
の
で、

喜
ん
で
く
れ
る
大
人
の
方
や

子
供
さ
ん
も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
し、

そ
う
い
う
事

を
通
じ
て
で
も
皆
と
の
関
わ
り
が
増
え
れ
ば
い
い
か
な

と
思
っ
て
い
ま
す。

ー
そ
う
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や

関
わ
り
が
持
て
る
と
い
う
意
味
で

村
と
い
う
乙
と
で
し
ょ
う
か
？

そ
う
い
う
こ
と
で
す

ね、

昔
は
人
口
が
少
な

か
っ
た
の
で
ど
こ
の
だ

れ
か
と
い
う
こ
と
も
今

よ
り
も
っ
と
把
握
で
き

た
か
と
思
い
ま
す。

野

寄
村
で
困
る
の
が、

お

店
が
少
な
い
と
い
う
こ

と
な
ん
で
す
ね。

岡
本

は
駅
の
方
に
行
っ
た
ら

店
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
け
れ
ど
も、

西
岡
本

船引きん 11月24日撮影

の
方
は
酒
屋
さ
ん
と
タ
バ
コ
屋
さ
ん
二
軒
く
ら
い
で
す
か

ね。

ご
飯
を
食
べ
に
行
こ
う
飲
み
に
行
こ
う
と
い
っ
て
も

お
店
が
近
く
に
な
い
ん
で
す
ね。

そ
の
よ
う
な
意
味
で
は

不
便
と
い
え
ば
不
便
で
す
け
ど、

そ
の
か
わ
り
車
も
少
な

い
で
す
し、

ゆ
っ
た
り
し
て
る
の
が
い
い
と
こ
ろ
で
す
か

ね。ー
最
後
に、

こ
の
野
寄
地
域
が
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
ほ
し
い
か
と
い
う
船
引
さ
ん
の
思
い
を

教
え
て
く
だ
さ
い。

祭
り
な
ど
の
伝
統
は
こ
の
ま
ま
若
い
人
に
引
き
継
い
で

い
っ
て
も
ら
っ
て、

さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
な
「
村」

の
状

態
を
今
後
も
続
け
て
い
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね。

そ
れ
が
こ

の
野
寄
で
の
行
政
の
言
う
「
安
心
安
全
な
ま
ち
づ
く
り」

の
一
つ
か
な
と
思
っ
て
ま
す。

ー
そ
う
い
う
地
域
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

繋
い
で
い
っ
て、

今
の
状
態
を
し
っ
か
り
残
す

と
い
う
乙
と
で
す
か
？

そ
う
で
す
ね。

取
材
日

二
O

二
ハ
年

＝

月
二
四
日

編
集

村
上
雄

野
寄
と
の
思
い
出
と
関
わ
り

野
寄
地
域
で
の
子
ど
も
の
頃
の

思
い
出
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い

子
ど
も
の
頃
は
野
寄
の
公
園
に
行
っ
た
り、

友
達
の

家
で
遊
ん
だ
り、

ま
た
公
園
だ
け
で
は
な
く、当
時
は

車
の
通
り
が
少
な
か
っ
た
の
で、

家
の
前
の
道
で
男
の

子
と
は
三
角
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
在
し
た
り
と
か、

家
の
中

で
ま
ま
ご
と
を
し
て
い
ま
し
た。

こ
の
上
の
山
は
登
る

こ
と
が
で
き
た
の
で、

そ
こ
か
ら
山
登
り
も
し
て
い
ま

し
た。

こ
の
地
域
は
畑
や
田
ん
ぼ、

空
地
が
あ
り、

道

で
遊
ん
で
い
て
車
が
来
て
も、

ち
ょ
っ
と
よ
け
る
だ
け

で
よ
か
っ
た
の
で、

自
分
の
家
の
前
や
路
地
に
入
っ
た

り
と
遊
び
場
は
多
か
っ
た
で
す。

小
学
校
の
頃
は、

私
た
ち
は
「
て
い
き
ゅ
う」

っ
て

呼
ん
で
い
る
遊
び
を
し
ま
し
た。

自
分
の
陣
地
の
地
面

に
ワ
ン
パ
ン
さ
せ
て
相
手
の
陣
地
に
入
れ
る
と
い
う
ル

ー
ル
で、

大
き
な
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
を
使
用
し
た
ボ
l
ル

遊
び
が
小
学
校
の
頃
に
よ
く
流
行
っ
て
い
ま
し
た。

他

の
地
域
で
は
呼
び
方、
か
違
っ
て
い
た
よ
う
で
す。

最
大

四
人
ぐ
ら
い
で
四
角
を
書
い
て
各
陣
地
に
順
位
を
一

番

か
ら
四
番
ま
で
決
め
て、

勝
っ
て
い
っ
た
ら
順
位、
か
上

が
っ
て
い
く。

勝
て
ば
上
が
っ
て
い
っ
て、

負
け
れ
ば

藤
本
圭
子
さ
ん
（
五
O
歳
代
）

下
が
っ
て
い
く。

最
後
は
見
物
人
に
な
っ
て、

次
に
負
け

た
人
と
見
物
人
が
交
代
す
る
遊
び
を
五
年、

六
年
の
頃
よ

く
や
っ
て
い
ま
し
た。

位
を
元、

大、

中、

小
っ
て
決
め

て
い
る
地
域
も
あ
り、

学
校
で
こ
の
遊
び
を
よ
く
し
て
い

ま
し
た。

私
が
子
ど
も
の
頃
は
住
吉
川
で
遊
べ
ま
せ
ん
で
し
た。

ち
ょ
う
ど
小
学
校
の
頃
埋
め
立
て
を
し
て
い
た
の
で、

住

吉
川
に
は
入
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
時
期
で
し
た。

多

く
の
ダ
ン
プ
カ
ー
が
通
っ
て
（
注
一

現
在
の
遊
歩
道
は
当

時
ダ
ン
プ
道
だ
っ
た
）
、

山
の
士
を
海
辺
の
ほ
う
に
運
ん

で
い
ま
し
た
（
注
一
六
甲
ア
イ
ラ
ン
ド
の
埋
め
立
て）
。

な
の
で、

住
吉
川
で
遊
ん
だ
思
い
出
は
全
く
な
く、

私
の

子
供
を
川
で
遊
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
た
時
に、

自
然
の
中

で
め
だ
か
を
捕
っ
た
り
し
て
い
る
姿
を
見
て
す
ご
く
う
れ

し
か
っ
た
で
す。

私
が
子
供
の
時
は
川
が
身
近
に
感
じ
な

か
っ
た
の
で、

子
供
が
川
で
遊
ん
で
い
る
こ
と
は
感
動
し

ま
し
た。
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ー
阪
神
淡
路
大
震
災
時
の
状
況
や、

地
域
で
の
活
動
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い

阪
神
淡
路
大
震
災
の
時
に
家
が
全
壊
し
て
し
ま
い、

娘
を
亡
く
し
ま
し
た
（
注一
本
山
第一一
小
学
校
で
は
四

人
の
児
童
が
亡
く
な
っ
た）
。

そ
の
時
は、

娘
、か
助
か

る
よ
う
に
病
院
を
求
め
て
必
死
に
車
を
走
ら
せ
ま
し
た

が、

叶
い
ま
せ
ん
で
し
た。

そ
の
あ
と
辛
い
気
持
ち
を

紛
ら
わ
せ
よ
う
と、

私
は
本
山
第
二
小
学
校
で
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た。

学
校
側
と
の
窓

口
や
避
難
し
て
き
た
方
の
フ
ォ
ロ
ー
を
し
ま
し
た。

そ

れ
が
夏
ご
ろ
ま
で
続
き
ま
し
た。

六
月
頃
ま
で
は
毎
日

ー
地
域
住
民
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て

教
え
て
く
だ
さ
い

私
は、

学
校
開
放
の
委
員
と
し
て
本
山
第
二
小
学
校

と
関
わ
ら
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
の
で、
司
、円〉
の
方
や
役

員
の
方
と
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
れ
て
い
る
と

思
い
ま
す。

本
山
第一一
小
学
校
を
お
借
り
し
て、

青
少

年
育
成
協
議
会
の
人
た
ち
が
子
ど
も
た
ち
に
む
け
て
フ

ァ
ミ
リ
ー
運
動
会
を
聞
い
た
時
に
は、

私
は
子
育
て
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
団
体
と
し
て
青
少
協
の
お
手
伝
い

を
し
ま
し
た。

豚
汁
の
炊
き
出
し
を
し
て
皆
さ
ん
に
食

べ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す。

ま
た、
一一
月
に
は
学
校
開
放

と
し
て
餅
っ
き
大
会
を
し
て
い
ま
す。

そ
の
よ
う
な
活

動
を
通
し
て、

子
ど
も
た
ち
ゃ
保
護
者
の
方
と
少
し
は

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
れ
て
い
る
の
か
な
と
思
い

ま
す。現

在、

こ
の
地
区
は
だ
ん
じ
り
な
ど
も
活
発
に
活
動

し
て
い
て、

様
々
な
方
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と

る
機
会
が
あ
る
と
思
い
ま
す。

私
の
子
供
も
幼
い
頃
か

ら
だ
ん
じ
り
に
参
加
し、

友
達
と
だ
ん
じ
り
を
曳
い
て

い
ま
す
し、

そ
れ
に
よ
っ
て
保
護
者
同
士
も
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
れ
る
と
思
い
ま
す。

地
域
の
祭
り
や

触
れ
合
い
が
あ
る
こ
と
で、

私
の
子
供
が
地
域
の
人
に

声
を
か
け
て
も
ら
え
る
と
い
う
こ
と
は
と
て
も
あ
り
が

た
い
で
す。

も
と
も
と
私
が
生
ま
れ
た
時
か
ら
野
寄
は

温
か
い
町
で、

み
ん
な
が
見
守
っ
て
く
れ
る
温
か
な
「 藤本さん 11月26日撮影

学
校
に
行
っ
て
い
ま
し
た。

夏
休
み
明
け
か
ら
は
子
供
た

ち
に
教
育
の
場
を
返
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り、

避
難
所

は
少
し
ず
つ
小
さ
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た。
二
学
期
か
ら

は
ほ
ぼ
全
部
明
け
渡
し
ま
し
た。

そ
の
頃、

自
分
の
店
（

寺
田
商
店）

も
少
し
ず
つ
復
旧
し
て
き
た
の
で、

店
を
開

け
ま
し
た。

そ
の
当
時、

福
祉
セ
ン
タ
ー
は
避
難
所
と
し

て
指
定
さ
れ
て
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す。

阪
神
淡
路
大
露

災
が
あ
っ
て
か
ら、

福
祉
セ
ン
タ
ー
の
大
切
さ
を
実
感
し、

福
祉
セ
ン
タ
ー
が
で
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す。

福
祉
セ
ン

タ
ー
に
は
だ
ん
じ
り
の
時
や
会
合
が
あ
る
と
き
な
ど
に
顔

を
出
し
て
い
ま
す。

ー
だ
ん
じ
り
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て

教
え
て
く
だ
さ
い

子
ど
も
の
頃、

野
寄
に
は
だ
ん
じ
り
が
な
か
っ
た
の
で

す
が、

岡
本
の
地
域
に
は
だ
ん
じ
り
が
あ
っ
た
の
で、

そ

っ
ち
に
つ
い
て
い
く、

寄
せ
て
も
ら
う
よ
う
な
感
じ
で
祭

り
に
参
加
し
て
い
ま
し
た。

野
寄
に
だ
ん
じ
り
が
来
た
の

は
私
が
子
供
を
持
っ
て
か
ら
で
し
た。

私
の
子
供
は
だ
ん

じ
り
が
大
好
き
で、

鳴
り
物
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
り
し
て

い
ま
す。

私
は、

私
の
子
供
が
小
学
校一
年
生
の
時
に、

ま
か
な
い
と
し
て
も
参
加
す
る
よ
う
に
な
り、

毎
年
五
月

の一
二、

四、

五
日
と
参
加
し
て
い
ま
す。

だ
ん
だ
ん
私
た

ち
も
年
を
重
ね
て
き
て
い
る
の
で、

若
い
人
た
ち
に
参
加

し
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
す。

村
的
な」

所
の
よ
う
で、

お
ば
ち
ゃ
ん
や
お
じ
ち
ゃ
ん
が、

「
O
O
ち
ゃ
ん、

ど
こ
い
く
ん
？」

と
い
っ
た
よ
う
に
声

を
か
け
て
く
れ
る。

そ
う
い
う
も
の
が
野
寄
に
は
残
っ
た

ま
ま
で、

そ
う
い
う
意
味
で
い
い
形
の
「
村
的
な」

地
域

だ
と
思
い
ま
す
し、

そ
れ
の
核
と
な
る
の
が
祭
り
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん。

野
寄
か
ら
西
岡
本
に
地
名
が
変
わ
っ
た
時
は

ど
う
思
わ
れ
ま
し
た
か
？

「
野
寄」

か
ら
「
西
岡
本」

に
地
名、
か
変
わ
っ
た
の
は、

私
が
高
校
生
か
大
学
生
の
時
だ
っ
た
と
思
い
ま
す。

地
名

が
変
わ
る
前、

中
学
校
や
高
校
の
頃
は
住
所
在
言
う
の
が

恥
ず
か
し
か
っ
た
で
す。

普
通
は
だ
い
だ
い
「
O
O
町
0

丁
目：・」

だ
と
思
い
ま
す。

で
も
私
の
住
所
は
「
本
山
町

野
寄
字
仏
天
垣」

で
し
た。

中
学
校
に
入
学
し
て、

こ
の

住
所
在
言
う
と、

違
う
地
域
に
住
ん
で
い
た
友
達
に
「
こ

れ
ど
こ
？」
っ
て
言
わ
れ
ま
し
た。

小
学
校
ま
で
は
全
員

ほ
と
ん
ど
同
じ
住
所
で、

他
に
は
「
仏
天
垣」

で
は
な
く

「
高
井」
「
手
崎」

と
い
っ
た
住
所
の
人
も
い
た
の
で、

住

所
が
変
だ
と
思
つ
て
な
か
っ
た
で
す。

で
も、

中
学
の
友

達
は
だ
い
た
い
「
O
O
町
0
丁
目
O
番
地
O
号」

な
の
で、

「
自
分
の
住
所
漢
字
ば
っ
か
り
や
ん」
っ
て
思
い、

変
わ
っ

た
住
所
っ
て
言
わ
れ
る
の
が
す
ご
く
シ
ョ
ッ
ク
で、

そ
れ

が
恥
ず
か
し
い
と
思
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す。

だ
か
ら
地

名
が
変
わ
っ
た
時、

野
寄
っ
て
い
う
名
前
が
な
く
な
る
こ
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と
は
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た。

し
か
し、

そ
れ
と
同
時
に
私

た
ち
も
や
っ
と
「
O
O
町
0
丁
目
：・
」

っ
て
い
う
住
所

に
な
っ
た
っ
て
い
う、
う
れ
し
い
気
持
ち
も
あ
り
ま
し

た。

た
だ、
「
西
岡
本」

っ
て
い
う
名
前
は
客
観
的
に

場
所
が
わ
か
り
や
す
く
て
い
い
が、

私
は
「
野
寄
0
丁

目・
：」

で
も
よ
か
っ
た
の
で
は
と
思
い
ま
し
た。

ー
野
寄
の
い
い
と
乙
ろ
は
何
で
す
か
？

野
寄
の
い
い
と
こ
ろ
は、

や
っ
ぱ
り
子
供
た
ち
を
自

然
と
見
守
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と、

だ
ん
じ
り
や
七
夕

祭
り
に
は
た
く
さ
ん
の
子
ど
も
が
集
ま
り
参
加
す
る
の

で
顔
を
覚
え
る
こ
と
が
で
き
て、

少
し
ず
つ
親
し
く
な
っ

て
話
が
で
き
る
と
い
っ
た
よ
う
に、

町
ぐ
る
み
村
ぐ
る

み
で
み
ん
な
が
見
守
っ
て
い
け
る
と
こ
ろ
が
素
敵
だ
と

思
い
ま
す。

取
材
日

二
O
一

六
年

一

月
二
六
日

編
集

野
上
拓
希

大
正
か
ら
平
成、

野
寄
の
歴
史
と
私
の
記
憶

懐
か
し
い
野
寄

昔、

野
寄
近
辺
の
人
々
は
住
吉
川
を
利
用
し
て
素
麺

を
作
っ
た
り、

御
影
石
を
採
取
し
て
加
工
し
た
り、

ま

た、

六
甲
山
麓
で
は
数
多
く
の
水
車
が
連
な
り、

そ
れ

等
を
生
業
に
し
て
い
た。

後
に、

海
沿
い
で
は
酒
造
業

が
発
達
し、

そ
う
い
う
産
業
に
か
ら
ん
だ
仕
事
が
多
か

っ
た
の
で、

野
寄
は
比
較
的
恵
ま
れ
た
場
所
で
あ
っ
た

と
聞
い
て
い
る。

今
の
西
岡
本
コ一
丁
目
付
近
に
は、

鉄

工
所、

交
番、

料
理
屋、

寿
司
屋、

理
髪
店、

路
地
に

入
る
と
銭
湯、

そ
の
先
に
は
カ
フ
ェ
が、

と
活
気
に
溢

れ
て
い
た。

夏
に
は、

夜
店
が
出
る
ほ
ど
に
ぎ
や
か
だ

っ
た。

銭
湯
の
帰
り
に
カ
フ
ェ
に
寄
る。

カ
フ
ェ
に
は、

ア
ッ
プ
ル
水、

ミ
ル
ク
コ
ー
ヒ
ー、

サ
イ
ダ
ー、

か
き

氷
に
色
の
つ
い
た
シ
ロ
ッ
プ
を
か
け
て
楽
し
ん
だ。

夕

方
に
は
道
路
に
水
を
撒
き、

床
凡
台
を
持
ち
出
し
て、

世
間
話
を
し
た
り、

花
火
を
楽
し
ん
だ
り
し
た。

そ
ん

な
時
聞
が
夜
中
ま
で
続
い
た。

高
井
史
郎
さ
ん
（
八
O
歳
代）

私
は、

昭
和
一
一

年
生
ま
れ
で
物
心
つ
く
五
歳
く
ら
い

か
ら
戦
争
が
始
ま
り、

生
活
が
大
変
厳
し
く
な
っ
て、

こ

う
し
た
風
景
も
段
々
と
様
変
わ
り
し
た。

に
ぎ
や
か
だ
っ

た
店
も
減
り、

密
で
あ
っ
た
住
民
同
士
の
交
流
も
薄
れ、

そ
れ
ま
で
は、

隣
保
で
米
を
借
り
た
り、

味
噌
を
借
り
た

り、

そ
う
し
た
親
密
な
日
常
生
活
の
環
境
が
崩
壊
し
て
し

ま
っ
た。

戦
災
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
疎
開
を
す
る
人
も
あ

り、

生
活
模
様
の
一

変
し
て
し
ま
っ
た。

子
供
の
頃
は、

「
あ
の
人
は
あ
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
や。

何
処
か
ら
嫁

に
来
た
人
で、

ご
主
人
は
何
処
ヘ
勤
め
て
お
ら
れ
て、

子

供
は
何
人
い
る
か。
」

み
ん
な
分
か
っ
て
い
た。

そ
れ、
か

も
う
全
く
分
か
ら
な
く
な
っ
た。

に
ぎ
や
か
な
場
所
で
あ

っ
た
の
が、

年
月
が
過
ぎ
て
今
の
姿
に
な
っ
た。

当
時
を

振
り
返
る
時、

何
故
そ
ん
な
に
に
ぎ
や
か
で
だ
っ
た
の
か、

子
供
で
あ
っ
た
私
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い。

し
か
し、

大

正
か
ら
昭
和
の
初
期
に
は、

野
寄
は
そ
ん
な
華
や
か
な
と

こ
ろ
で
も
あ
っ
た。
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