
��

さ
ん
も
そ
の
ひ
と
り
で
し
た
。

　

今
で
は
、
そ
の
こ
ろ
を
思
い
出
す

か
の
よ
う
に
、
獅
子
み
こ
し
に
続
き
、

木
彫
り
で
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
カ
エ
ル
の

み
こ
し
を
制
作
し
て
い
ま
す
。

　

以
前
に
、
愛
宕
神
社
の
倉
庫
を
建
替

え
す
る
際
、
古
い
物
置
の
整
理
に
立

ち
会
っ
た
時
に
安
政
４（
１
８
５
７
）

『
つ
く
番
』と
し
て『
つ
く
舞
』を

行
い
ま
す
が
、
お
ま
つ
り
の
時

は
、
主
に
お
囃
子
を
担
当
し
ま

す
」と
、
語
っ
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。

 

木
彫
り
の

 

ミ
ニ
チ
ュ
ア
み
こ
し
も

 

手
が
け
て

　

荒
井
さ
ん
の
住
む
上
町
で
は
、

か
つ
て
つ
く
舞
の
年
に
担
ぐ
み

こ
し
が
な
か
っ
た
た
め
、
つ
く

舞
に
使
う
カ
エ
ル
の
お
面
を
モ
デ
ル

に
、
昭
和
7
年
に
雨
蛙
み
こ
し
を
作
っ

た
そ
う
で
す
が
、
現
在
は
昭
和
49
年

に
作
ら
れ
た
二
代
目
で
す
。
制
作
費

も
か
な
り
か
か
り
、
当
時
の
若
い
衆

は
、
飲
み
食
い
を
が
ま
ん
し
て
で
も
、

カ
エ
ル
の
み
こ
し
を
復
活
さ
せ
よ
う

と
一
生
懸
命
だ
っ
た
そ
う
で
、
荒
井

を
射
っ
た
り
す
る
三
ヶ
町
夏
祭
り
な

ら
で
は
の
民
俗
行
事
で
、
平
成
5
年

に
は
千
葉
県
無
形
民
俗
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

三
ヶ
町
夏
祭
り
は
、
毎
年
7
月
中

旬
に
3
日
間
、
上
・
中
・
下
町
で
行

わ
れ
る
行
事
で
、
荒
井
さ
ん
も
自
ら

上
町
の
若
い
衆
と
し
て
参
加
し
て
い

た
こ
ろ
を
懐
か
し
む
か
の
よ
う
に「
7

月
に
な
る
と
ま
つ
り
の
準
備
に
と
り

か
か
り
、
お
囃
子
の
音
が
聞
こ
え
る

と
、
何
だ
か
い
て
も
立
っ
て
も
い
ら

れ
な
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。
子
ど

も
の
こ
ろ
か
ら
、こ
の
気
持
ち
は
ず
っ

と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
三
ヶ
町
夏
祭
り

は
、
上
・
中
・
下
町
で
持
ち
回
り
の

『
年
番
』と
い
う
当
番
が
あ
っ
て
、
獅

子
の
み
こ
し
を
担
ぐ
年
番
の『
迎
え
獅

子
』、
そ
の
翌
年
に
天
王
様
み
こ
し
を

担
ぎ
ま
す
。
そ
し
て
、『
明
け
番
』は
、

で
も
、
描
き
つ
づ
け
る
こ
と
で
、

昔
か
ら
続
く
伝
統
の
良
さ
を

知
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
」と
物

静
か
な
中
に
も
、
は
っ
き
り
と

表
現
し
た
い
テ
ー
マ
を
語
り
ま

す
。

　

200
年
以
上
も
前
か
ら
続
く

と
い
う「
つ
く
舞
」は
、
カ
エ
ル

の
お
面
を
頭
に
乗
せ
、
ジ
ュ
ウ

ジ
ロ
ウ
サ
ン
と
呼
ば
れ
る
舞
手

が
約
14
メ
ー
ト
ル
の
柱
を
登
り
、

柱
上
で
倒
立
し
た
り
四
方
に
矢

年
の
直
径
１
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
提
灯

や
、
昭
和
７
年
と
記
載
さ
れ
た
つ
く

舞
に
使
わ
れ
た
柱
な
ど
が
で
て
き
て
、

「
嬉
し
い
発
見
」と
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　

生
ま
れ
育
っ
た
地
元
に
愛
着
と
誇

り
を
持
ち
、
素
晴
ら
し
い
切
り
絵
を

通
し
て
、
野
田
の
伝
統
や
文
化
の
良

さ
を
表
現
し
続
け
る
荒
井
さ
ん
。
て

い
ね
い
に
作
ら
れ
た
切
り
絵
か
ら
は
、

ふ
る
さ
と
の
伝
統
や
行
事
を
大
切
に

す
る
荒
井
さ
ん
の
心
意
気
が
ひ
し
ひ

し
と
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

上町地区社会福祉協議会の広
報紙「杜のまち」の表紙の切り
絵も荒井さんの手によるもの


