
た
竹
の
子
も

春
だ
春
だ
と

衣
ぬ
ぎ

え
枝
谷
の

田
ん
ぼ
の
跡
に

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

し
白
幡
は

初
山
遺
跡

あ
り
ま
す
よ

か
学
校
で

好
き
な
と
こ
ろ
は

ビ
オ
ト
ー
プ

あ
赤
色
は

尻
手
黒
川
の

ナ
ン
キ
ン
ハ
ゼ

け
健
康
を

楽
し
く
保
つ
場

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

ち
竹
林
の

風
吹
き
抜
け
る

小
径
か
な

　

東
名
高
速
道
路
近
く
の
住
宅
街
に
、竹
林

に
囲
ま
れ
た
細
い
坂
道
が
あ
り
ま
す
。
細
い

竹
林
の
坂
道
を
抜
け
る
と
、農
地
や
戸
建
の

静
か
な
住
宅
街
に
出
ま
す
。

　

尻
手
黒
川
道
路
の
馬
絹
交
差
点
か
ら
清
水

台
付
近
に
か
け
て
の
街
路
樹
は
、ナ
ン
キ
ン

ハ
ゼ
で
す
。
秋
に
な
る
と
紅
葉
し
て
真
赤
に

な
り
ま
す
。
公
園
で
は
よ
く
見
か
け
ら
れ
る

樹
木
で
す
が
、街
路
樹
と
し
て
は
珍
し
く
、

特
色
の
あ
る
並
木
道
で
す
。

う
美
し
の
森

ホ
タ
ル
や
ザ
リ
ガ
ニ

希
望
の
光

さ
坂
が
あ
る

白
幡
台
は

大
変
だ

て
伝
統
を

今
に
伝
え
る

八
幡
宮

き
旧
道
は

緑
豊
か
な

散
歩
道

と
東
名
イ
ン
タ
ー

花
と
緑
で

い
っ
ぱ
い
だ

お
音
楽
隊

カ
ラ
ー
ガ
ー
ド
と

練
習
だ

つ
次
の
世
代
に

伝
え
た
い

民
俗
芸
能
・
囃
子
か
な

せ
絶
景
だ

高
台
か
ら
見
え
る

ス
カ
イ
ツ
リ
ー

く
区
民
の

集
い
の

自
治
会
館

る
ル
ー
ツ
を

た
ど
る

鎌
倉
古
道

わ
若
い
町

公
園
デ
ビ
ュ
ー

パ
パ
と
マ
マ

れ
レ
ン
ゲ
の
花

犬
蔵
の
里
の

原
風
景

ろ
路
地
に
残
る

庚
申
塔
は

道
案
内

そ
空
高
く

い
っ
せ
い
放
水

出
初
め
式

い
犬
蔵
の
谷
戸

矢
上
川
の

源
流
だ

す
涼
や
か
な

緑
の
中
の

天
神
様 

こ
五
穀
豊
穣

願
っ
て
的
射
る

初
卯
祭

や
矢
上
川

ミ
ヤ
コ
タ
ナ
ゴ
が

い
た
ん
だ
よ

ね
ね
ぎ
ま
い
や

源
氏
ゆ
か
り
の

白
幡
八
幡

み
み
ん
な
集
ま
れ

無
病
息
災

ど
ん
ど
焼
き

り
力
作
だ

東
名
下
の

12
枚
の
壁
画

は
埴
輪
を
焼
い
た

市
内
唯
一
の

窯
跡
だ
　
　

な
南
平
の

銀
杏
並
木
の

落
葉
か
な

へ
平
成
に

面
影
残
る

王
禅
寺
道

ゆ
夕
焼
け
の

公
園
で
バ
イ
バ
イ

友
達
と

ぬ
沼
の
カ
エ
ル

春
を
迎
え
て

泳
ぎ
だ
す

ら
楽
々
と

訓
練
塔
登
る

消
防
士

ま
ま
ち
の
木
よ

白
幡
八
幡
の

ク
ス
ノ
キ
よ

ひ
人
知
れ
ず

地
下
に
音
聞
く

武
蔵
野
線 

の
農
家
の

庭
先
に
あ
る

栗
林

よ
夜
回
り
は

町
の
安
全

火
の
用
心

め
め
ず
ら
し
い

エ
ビ
ネ
も
残
る

美
し
の
森

ふ
分
水
嶺
を

ま
た
ぐ
坂
道

白
井
坂 

も
盛
り
上
が
る

公
園
ふ
れ
あ
い
ま
つ
り

白
幡
台

に
二
十
三
夜
の

月
を
待
っ
て

豊
作
を
祈
る
　

む
昔
は
ね

犬
蔵
に
は

谷
戸
が
あ
っ
た
ん
だ

ほ
防
災
の

大
き
な
味
方

訓
練
場

　

清
水
枝
谷（
え
だ
や
と
）と
い
う
犬
蔵
に

あ
っ
た
谷
戸
は
、矢
上
川
の
水
源
池
の
一
つ

で
す
。
犬
蔵
地
区
の
区
画
整
理
事
業
に
よ
っ

て
、谷
戸
の
姿
は
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、宮
前
美
し
の
森
公
園
に
は
、湿
地
と
池

が
設
け
ら
れ
、そ
の
面
影
が
甦
り
ま
し
た
。

　

宮
前
美
し
の
森
公
園
は
、古
く
か
ら
あ
る

湧
水
を
活
か
し
た
井
戸
や
、谷
戸
の
風
景
を

残
す
自
然
豊
か
な
公
園
で
、近
く
の
住
民
、

子
ど
も
た
ち
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
ホ
タ

ル
や
ザ
リ
ガ
ニ
な
ど
が
帰
っ
て
く
る
こ
と
が

望
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

犬
蔵
２
丁
目
は
、開
発
が
行
な
わ
れ
る
前

は
、清
水
枝
谷
と
い
う
谷
戸
が
広
が
り
、雑
木

林
に
囲
ま
れ
た
谷
戸
田
が
多
く
あ
り
ま
し

た
。
現
在
は
、多
く
の
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
ち
、

人
口
が
増
え
、新
し
い
街
と
な
り
ま
し
た
。

　

川
崎
市
消
防
音
楽
隊
は
、カ
ラ
ー
ガ
ー
ド

隊「
レ
ッ
ド
・
ウ
イ
ン
グ
ス
」と
共
に
、犬
蔵
の

消
防
総
合
訓
練
場
で
練
習
を
重
ね
、市
内
各

区
で
の
消
防
出
初
式
、春
・
秋
の
火
災
予
防
運

動
に
伴
う
消
防
行
事
な
ど
の
ほ
か
、市
や
地

域
の
行
事
な
ど
に
出
演
し
て
い
ま
す
。

　

犬
蔵
小
学
校
の
ビ
オ
ト
ー
プ
は
、平
成
17

年
に
学
校
創
立
三
十
周
年
の
際
に
作
ら
れ
ま

し
た
。
小
さ
な
滝
か
ら
始
ま
り
、せ
せ
ら
ぎ
が

あ
り
、水
草
の
黄
色
い
花
で
満
開
に
な
り
ま

す
。
そ
の
水
を
利
用
し
た
田
ん
ぼ
は
一
面
緑

で
溢
れ
ま
す
。

　

尻
手
黒
川
道
路
は
整
備
さ
れ
幹
線
道
路
と

し
て
多
く
の
交
通
量
が
あ
り
ま
す
が
、矢
上
川

に
沿
っ
た
旧
道
は
静
か
な
散
歩
道
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

犬
蔵
自
治
会
館
は
、平
成
20
年
に
建
て
替
え

ら
れ
、犬
蔵
自
治
会
員
を
は
じ
め
、地
域
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
の
た
め
の
集
い
の
場

と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

宮
前
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
は
、区
の
ス
ポ
ー

ツ
活
動
の
拠
点
と
し
て
、平
成
18
年
4
月
に
完

成
し
ま
し
た
。
大
体
育
室
、小
体
育
室
、研
修

室
、ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
な
ど
が
あ
り
、健
康
増

進
や
体
力
向
上
を
図
る
た
め
、誰
も
が
気
楽
に

ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

白
幡
八
幡
大
神
の
初
卯
祭
は
、八
幡
講
と
呼

ば
れ
、毎
年
3
月
初
め
の
卯
の
日
に
行
わ
れ
ま

す
。
藁
で
作
っ
た
大
蛇
を
鳥
居
に
飾
り
、5
歳

未
満
の
男
子
2
名
に
よ
っ
て
的
を
射
る
歩
射

（
マ
ト
ー
）が
行
わ
れ
、五
穀
豊
穣
を
願
い
ま

す
。

　

白
幡
台
は
、白
幡
台
小
学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド

の
標
高
が
海
抜
88
メ
ー
ト
ル
と
、宮
前
区
で
は

潮
見
台
に
次
ぐ
高
台
の
街
で
、坂
の
多
い
と
こ

ろ
で
す
。

　

尻
手
黒
川
道
路
か
ら
少
し
入
っ
た
一
角

に
、竹
林
が
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。
春
先
に
、多
く
の
竹
の
子
が
頭
を
だ
し
ま

す
。
竹
の
子
掘
り
で
取
り
残
さ
れ
た
竹
の
子

が
、あ
っ
と
い
う
間
に
成
長
し
て
若
竹
へ
と

姿
を
変
え
る
姿
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

白
幡
小
学
校
の
校
門
付
近
に
初
山
遺
跡
の

解
説
立
札
が
あ
り
ま
す
。
初
山
遺
跡
は
現
在
の

白
幡
台
小
学
校
と
、そ
の
ま
わ
り
の
場
所
に
あ

る
縄
文
時
代
中
期（
約
４
５
０
０
年
〜
４
０
０

０
年
前
）の
も
の
で
す
。

　

尻
手
黒
川
道
路
か
ら
一
歩
入
っ
た
道
路
沿

い
の
緑
の
中
の
石
段
を
登
る
と
、大
木
に
か
こ

ま
れ
て
犬
蔵
天
神
社
が
あ
り
ま
す
。
石
造
り
の

天
神
像
は
衣
冠
束
帯
姿
で
、江
戸
時
代
中
ご
ろ

の
造
立
で
す
。
社
の
前
に
は
、馬
頭
観
音
や
庚

申
塔
や
稲
荷
祠
も
あ
り
ま
す
。

　

白
幡
八
幡
大
神
の
祭
礼
な
ど
で
は
、平
囃
子

が
揃
い
の
法
被
、鉢
巻
で
、笛
、太
鼓
、鉦（
か

ね
）で
、に
ぎ
や
か
に
演
じ
ら
れ
ま
す
。

　

白
幡
台
小
学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
標
高
は

海
抜
88
メ
ー
ト
ル
で
す
。
白
幡
台
周
辺
は
高

台
の
た
め
、晴
天
な
ら
、見
晴
ら
し
の
よ
い
と

こ
ろ
か
ら
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
を
は
じ
め
、

都
内
の
高
層
ビ
ル
な
ど
が
眺
め
ら
れ
ま
す
。

　

白
幡
八
幡
大
神
は
、伝
え
に
よ
る
と
、源
氏

ゆ
か
り
の
神
社
で
源
頼
朝
が
鎌
倉
幕
府
を
開

い
た
と
き
に
再
建
し
、源
栄
山
八
幡
宮
と
し
た

と
い
わ
れ
て
ま
す
。
江
戸
初
期
に
は
禰
宜
舞
が

奉
納
さ
れ
、現
在
も
続
い
て
い
ま
す
。

　

宮
前
区
消
防
出
初
式
は
、新
春
の
恒
例
行
事

で
、例
年
、川
崎
市
総
合
防
災
訓
練
場
で
実
施

さ
れ
ま
す
。
地
域
の
消
防
団
や
関
係
団
体
も

参
加
し
て
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

東
名
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
前
の
花
壇
に
は
、

多
く
の
花
が
咲
い
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
、地
元

の
方
が
熱
心
に
維
持
管
理
を
行
っ
て
お
り
、植

え
替
え
の
際
に
は
、子
ど
も
達
も
参
加
し
て
い

ま
す
。
平
成
23
年
3
月
に
は
、花
壇
内
に
メ
ッ

セ
ー
ジ
看
板
も
完
成
し
ま
し
た
。

　

二
十
三
夜
月
待
供
養
塔
は
、二
十
三
夜
の
月

の
出
を
一
刻
も
早
く
拝
し
て
、五
穀
豊
穣
や
子

孫
繁
栄
を
祈
る
月
待
ち
の
行
事
の
記
念
に
立

て
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、二
十
三
夜
の
月
待
ち

行
事
の
記
念
に
勢
至
菩
薩（
せ
い
し
ぼ
さ
つ
）

の
銘
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

犬
蔵
交
差
点
か
ら
南
平
ま
で
の
バ
ス
通
り

と
な
っ
て
い
る
白
井
坂
は
、イ
チ
ョ
ウ
並
木

が
続
き
、特
に
秋
の
紅
葉
が
美
し
い
で
す
。

　

犬
蔵
2
丁
目
に
は
区
画
整
理
事
業
前
は
、

雑
木
林
に
囲
ま
れ
た
田
ん
ぼ
が
あ
り
、カ
エ

ル
も
鳴
い
て
い
ま
し
た
。
宮
前
美
し
の
森
公

園
に
は
、谷
戸
の
風
景
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

池
に
カ
エ
ル
の
姿
を
探
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

禰
宜
舞
は
、白
幡
八
幡
大
神
の
神
主
に
伝
わ

る
一
子
相
伝
の
舞
い
で
す
。
禰
宜
舞
の
起
源

は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、徳
川
家
康
が
関
が

原
出
陣
の
際
に
戦
勝
祈
願
の
た
め
、平
村
の
白

幡
八
幡
社
の
神
主
に「
太
々
神
楽
」を
興
行
さ

せ
た
の
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

犬
蔵
地
区
は
、宅
地
化
が
進
ん
で
い
ま
す

が
、尻
手
黒
川
道
路
に
沿
っ
て
屋
敷
林
に
囲
ま

れ
た
農
家
が
あ
り
、栗
林
、竹
林
、梅
林
等
も
点

在
し
て
い
ま
す
。

　

武
蔵
野
線
は
、鶴
見
駅
か
ら
西
船
橋
駅
を

結
ぶ
鉄
道
路
線
で
鶴
見
か
ら
府
中
本
町
は
貨

物
線
と
な
っ
て
い
ま
す
。
区
内
の
地
下
を

通
っ
て
お
り
、線
路
の
上
付
近
の
住
民
に
よ

る
と
、夜
、静
か
な
と
き
に
地
下
を
走
る
貨
物

の
音
が
聞
こ
え
る
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
。

　

白
井
坂
埴
輪
窯
跡
は
、市
内
で
唯
一
の
埴
輪

窯
跡
で
す
が
、現
在
は
あ
り
ま
せ
ん
。
出
土
し

た
埴
輪
片
か
ら
6
世
紀
末
か
ら
7
世
紀
ご
ろ

と
推
定
さ
れ
、高
津
区
の
西
福
寺
古
墳
出
土
の

馬
型
埴
輪
な
ど
が
、こ
の
窯
で
焼
か
れ
た
も
の

と
判
明
し
ま
し
た
。

　

白
井
坂
に
あ
る
犬
蔵
小
学
校
前
の
バ
ス
停

は
坂
の
頂
上
に
あ
り
、こ
こ
は
平
瀬
川
と
矢
上

川
と
の
分
水
嶺
と
な
っ
て
い
る
場
所
で
す
。

平
瀬
川
は
多
摩
川
へ
つ
な
が
り
、矢
上
川
は
鶴

見
川
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

土
橋
か
ら
犬
蔵
、初
山
に
か
け
て
の
尾
根
道

は
王
禅
寺
道
と
い
わ
れ
、平
瀬
川
と
矢
上
川
と

の
分
水
嶺
で
あ
り
、庚
申
塔
や
道
標
な
ど
の
旧

道
の
面
影
が
あ
り
ま
す
。

　

川
崎
市
消
防
訓
練
場
は
、市
で
唯
一
の
消
防

総
合
訓
練
場
で
す
。
市
内
全
域
の
消
防
職
員
や

消
防
団
員
な
ど
の
消
防
関
係
者
が
こ
こ
で
訓

練
し
、防
災
技
術
の
向
上
に
努
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、市
消
防
音
楽
隊
と
カ
ラ
ー
ガ
ー
ド
隊
も

演
奏
や
ド
リ
ル
な
ど
の
練
習
を
し
て
い
ま
す
。

　

ど
ん
ど
焼
き
は
、小
正
月（
１
月
１５
日
）に

行
う
火
祭
り
で
、門
松
・
し
め
縄
・
竹
な
ど
を
集

め
て
、無
病
息
災
を
願
っ
て
焚
き
ま
す
。
犬
蔵

地
区
で
は
、平
成
21
年
に
始
ま
り
、東
名
犬
蔵

公
園
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
も
大
人

も
大
勢
の
人
が
参
加
し
て
行
わ
れ
ま
す
。

　

白
幡
八
幡
大
神
の
ク
ス
ノ
キ
は
、川
崎
ま

ち
の
木
50
選
の
一
つ
に
も
な
っ
て
お
り
、神

殿
の
左
手
の
斜
面
に
こ
ん
も
り
と
茂
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
木
は
、昭
和
天
皇
の
即
位
を
記
念

し
て
植
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

犬
蔵
2
丁
目
は
、開
発
が
進
み
、新
し
い
街

と
な
り
、谷
戸
の
面
影
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な

く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
で
も
、宮
前

美
し
の
森
公
園
の
湿
地
と
池
に
は
、谷
戸
の
面

影
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

地
域
に
は
、た
く
さ
ん
の
公
園
が
あ
り
、放

課
後
、多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
遊
ん
で
い
ま

す
。
夕
暮
れ
時
、公
園
で
遊
ん
で
い
た
子
ど
も

た
ち
が
、友
達
と
別
れ
て
家
路
に
つ
く
姿
も
楽

し
げ
で
す
。

　

宮
前
区
は
、か
つ
て
農
村
地
帯
で
、犬
蔵
地

区
も
谷
戸
が
あ
る
な
ど
、緑
豊
か
で
田
ん
ぼ

も
多
く
あ
り
ま
し
た
。
か
つ
て
は
、田
植
え
前

に
は
、レ
ン
ゲ
の
花
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

犬
蔵
地
区
の
矢
上
川
は
、ほ
と
ん
ど
が
暗
渠

（
あ
ん
き
ょ
）に
な
っ
て
い
ま
す
が
、昔
は
、谷

戸
の
湧
き
水
か
ら
流
れ
る
き
れ
い
な
川
で
、ミ

ヤ
コ
タ
ナ
ゴ
な
ど
清
流
に
す
む
生
物
が
、た
く

さ
ん
い
ま
し
た
。
子
ど
も
が
ミ
ヤ
コ
タ
ナ
ゴ

を
捕
ま
え
て
遊
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。

　

鎌
倉
時
代
に
は
、鎌
倉
に
向
う
御
家
人
た
ち

の
往
来
が
多
く
な
り
、関
東
の
各
地
か
ら
鎌
倉

に
至
る
道
が
整
備
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
こ

の
道
は
宮
前
区
内
も
通
っ
て
い
ま
し
た
。
犬

蔵
2
丁
目
の
白
井
坂
の
付
近
に
は
、古
道
の
雰

囲
気
が
残
さ
れ
た
場
所
が
あ
り
ま
す
。

　

川
崎
市
総
合
防
災
訓
練
場
に
は
訓
練
搭
が

あ
り
、消
防
士
が
災
害
時
に
備
え
訓
練
を
し

て
い
る
姿
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

犬
蔵
2
丁
目
か
ら
鷺
沼
へ
通
じ
る
東
名
高
速

道
路
下
の
ト
ン
ネ
ル
に
は
、平
成
19
年
の
夏
に
、

犬
蔵
中
学
校
の
美
術
部
を
中
心
と
し
た
生
徒
た

ち
が
描
い
た
壁
画
が
あ
り
ま
す
。
日
本
の
四
季

と
題
し
た
月
ご
と
の
12
枚
の
壁
画
は
、鮮
や
か
で

ト
ン
ネ
ル
の
雰
囲
気
を
明
る
く
し
て
い
ま
す
。

　

地
域
の
自
主
防
災
組
織
で
は
、安
全
で
安

心
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、地
域
の
防

犯
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

犬
蔵
地
区
に
も
、い
く
つ
か
の
庚
申
塔
が
残

さ
れ
て
い
ま
す
。
庚
申
塔
は
、下
方
に
三
猿
を
彫

り
、青
面
金
剛
尊
と
呼
ば
れ
る
持
ち
物
を
沢
山

持
っ
た
像
姿
や「
庚
申
様
」の
文
字
を
刻
ん
だ
石

塔
の
こ
と
で
す
。
村
境
や
字
の
境
の
街
道
や
、旧

道
沿
い
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
で
す
。 

　

犬
蔵
2
丁
目
は
、新
し
い
マ
ン
シ
ョ
ン
が

増
え
ま
し
た
。
子
育
て
世
代
の
住
民
が
増
え
、

近
所
の
公
園
に
は
、子
連
れ
の
親
子
が
多
く
、

公
園
が
出
会
い
の
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

宮
前
美
し
の
森
公
園
は
、犬
蔵
2
丁
目
の

区
画
整
理
事
業
の
中
で
谷
戸
の
面
影
が
残
さ

れ
て
お
り
、珍
し
い
種
類
の
植
物
も
残
さ
れ

て
い
ま
す
。
新
た
に
植
栽
さ
れ
た
樹
種
も
、も

と
も
と
あ
っ
た
自
然
植
生
を
回
復
す
る
よ
う

に
選
定
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

　

白
幡
台
公
園
で
は
、毎
年
、公
園
ふ
れ
あ
い

ま
つ
り
が
開
催
さ
れ
、地
域
の
子
ど
も
た
ち

が
大
勢
参
加
し
、に
ぎ
わ
い
ま
す
。

宮前区役所
みやまえカルタ制作実行委員会

いつまでも、伝えたい、残したい、私たちのふる里

犬蔵中学校区版み やまえ地域 カ ル タみ やまえ地域 カ ル タ




