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地
域
を
思
う 

今
回
は
、
戸
沢
川
向
区
の
菅
野
敬
さ
ん
に
ひ
と
言
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

～
雑
感
～ 

今
か
ら
六
十
年
前
、

高
校
一
年
の
時
、「
口
太

山
に
火
を
た
き
て
理
想

を
友
と
語
ら
え
ば
」
と

歌
を
教
わ
っ
た
先
生
が
、

こ
れ
か
ら
の
農
業
は
曲

が
り
角
に
来
て
い
る
と

よ
く
言
っ
て
い
た
。 

日
本
の
経
済
成
長
の
ド
真
ん
中
、
親
を
助
け
子
供
を
育

て
、
地
域
に
溶
け
込
み
、
苦
し
み
も
あ
り
、
楽
し
く
も
あ

り
、
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
を
し
て
き
た
。
夢
中
に
生
き
て
き

て
い
た
よ
う
に
も
思
う
。 

そ
し
て
今
、
足
を
止
め
て
振
り
返
り
、
悔
い
な
し
と
考

え
て
い
る
が
、
さ
て
、
今
後
は
と
前
を
見
る
時
、
現
在
の

諸
問
題
、
課
題
に
ど
う
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
か
質
し

て
み
る
。 

年
を
重
ね
て
高
齢
化
社
会
の
主
役
、老
人
ク
ラ
ブ
入
会
、

役
員
も
引
き
受
け
、楽
し
く
健
康
で
暮
ら
せ
る
よ
う
に
と
、

先
輩
後
輩
の
間
で
活
動
し
て
い
る
。
そ
ん
な
中
で
私
は
、

無
理
や
り
型
通
り
や
る
こ
と
等
に
は
気
を
付
け
る
よ
う
に

し
て
い
る
。
縦
割
り
に
と
ら
わ
れ
役
員
・
会
員
に
負
担
増

と
な
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。 

私
達
は
も
う
十
二
分
、
社
会
や
会
社
、
職
場
に
て
一
生

懸
命
企
業
戦
士
と
し
て
、
各
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
尽
く
し
て

き
た
。
も
う
体
力
も
気
力
も
あ
と
少
し
だ
。（
高
齢
者
と
し

て
の
意
見
） 

そ
の
残
さ
れ
た
宝
を
ど
の
よ
う
に
使
う
か
は
、
各
自
一

人
一
人
違
う
と
思
う
。
何
の
集
団
に
も
入
ら
ず
マ
イ
ペ
ー

ス
に
暮
ら
す
人
、
色
々
な
集
団
に
入
り
楽
し
く
生
き
が
い

を
感
じ
て
暮
ら
す
人
、
現
在
の
社
会
環
境
の
状
況
を
案
じ

頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
人
な
ど
、
千
差
万
別
だ
。 

そ
こ
で
私
も
、
地
域
の
こ
と
も
集
落
の
こ
と
も
皆
さ
ん

と
同
じ
思
い
で
あ
る
が
、
憂
い
て
は
い
な
い
。
自
分
の
で

き
る
こ
と
を
や
っ
て
見
せ
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い

る
。
い
く
ら
話
を
し
て
も
、
や
っ
て
見
せ
な
く
て
は
、
人

は
つ
い
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
。 

こ
の
狭
い
日
本
の
土
地
な
の
に
、余
っ
て
い
る
現
状（
遊

休
荒
廃
農
地
）
を
ど
う
見
る
か
。
政
治
が
行
政
が
、
と
思

わ
れ
る
。農
業
者
か
ら
見
れ
ば
失
敗
策
と
も
思
わ
れ
る
が
、

国
全
体
か
ら
見
る
と
大
ヒ
ッ
ト
で
は
な
い
の
か
。
企
業
優

先
し
労
働
力
を
集
め
、
給
料
を
出
し
生
活
が
安
定
し
、
個

人
が
家
を
建
て
車
を
買
う
。
見
事
に
経
済
成
長
時
代
か
ら

バ
ブ
ル
を
経
て
現
在
に
至
っ
て
き
た
と
感
じ
て
い
る
。 

若
者
の
時
代
は
若
者
が
知
恵
を
出
す
こ
と
、
私
達
が
先
頭

に
立
っ
て
行
く
の
で
は
な
く
、
後
援
し
て
は
ど
う
か
。 

「
少
年
よ
大
志
を
抱
け
」「
若
者
よ
ガ
ン
バ
レ
」 

私
は
、
作
物
を
育
て
る
・
作
る
・
食
べ
る
・
見
る
喜
び

を
感
じ
な
が
ら
、
喜
ん
で
く
れ
る
仲
間
の
顔
を
浮
か
べ
て

今
日
も
健
康
に
留
意
し
て
農
地
と
生
き
て
い
る
。 

＊
菅
野
さ
ん
、

貴
重
な
ご
意
見

を
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

地
域
イ
ベ
ン
ト
レ
ポ
ー
ト 

伝
承
教
室 

十
二
月
十
一
日
、
東
和
小
学
校
六
年
生
三
十
四
名
を
対

象
に
、
伝
承
教
室
『
し
め
縄
作
り
』
を
開
催
し
ま
し
た
。

こ
の
『
し
め
縄
作
り
』
は
、
地
域
の
生
活
・
伝
統
・
文
化

の
継
承
と
世
代
間
の
交
流
を
目
的
と
し
て
始
ま
り
、
今
年

で
二
年
目
に
な
り
ま
す
。 

講
師
に
は
、
太
田
地
区
の
小
野
一
喜
さ
ん
・
草
野
友
一

さ
ん
、
針
道
地
区
の
大
槻
貞
芳
さ
ん
を
迎
え
、
子
供
た
ち

は
三
班
に
分
か
れ
て
作
り
ま
し
た
。 

初
め
は
講
師
の
方
が
作
る
の
を
見
て
覚
え
、
子
供
た
ち

が
そ
れ
ぞ
れ
実
際
に
や
っ
て
み
る
と
、「
縄
も
じ
り
」
が
な

か
な
か
難
し
く
苦
戦
し
て
い
ま
し
た
が
、
皆
真
剣
に
取
り

組
み
、
と
て
も
上
手
に
仕
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。
子
供
た

ち
に
感
想
を
聞
く
と
、「
初
め
て
作
っ
た
の
で
難
し
か
っ
た
」

「
楽
し
い
思
い
出
に
な
っ
た
」「
こ
れ
を
考
え
た
人
は
す
ご

い
」
な
ど
、
難
し
い
な
が
ら
も
楽
し
ん
で
作
る
こ
と
が
で

き
た
よ
う
で
す
。 

子
供
た
ち
に
は
、
自
分
で
作
っ
た
し
め
縄
を
ぜ
ひ
自
宅

に
飾
っ
て
い
た
だ
き
、
し
め
縄
作
り
の
伝
統
を
受
け
継
い

で
も
ら
え
た
ら
幸
い
で
す
。 

講
師
の
方
々
、
東
和
小
の
先
生
方
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。 
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地
元
産
小
麦
粉
を
使
っ
た 

手
打
ち
う
ど
ん 

 

 

針
道
の
五
反
田

区
で
は
、
十
一
月

二
十
五
日
に
『
女

性
の
会
』
の
皆
さ

ん
に
よ
る
手
打
ち
う
ど
ん
作
り
講
習
会
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
そ
の
日
は
日
曜
日
で
し
た
が
、
子

供
を
含
め
計
十
四
名
と
多
数
の
参
加
者
が
あ
り
、

う
ど
ん
作
り
経
験
者
の
方
に
教
え
て
い
た
だ
き

な
が
ら
、
皆
和
気
あ
い
あ
い
と
作
っ
て
い
ま
し

た
。
コ
シ
が
あ
っ
て
、
と
て
も
お
い
し
い
う
ど

ん
で
し
た
。 

う
ど
ん
を
試
食
し
た
後
に
は
、
こ
れ
か
ら
の

集
落
づ
く
り
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
様
々
な
意

見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
次
回
は
ぜ
ひ
男
性
の

方
々
に
も
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
集
落
活
性
化

の
た
め
の
案
を
出
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い

ま
す
。 

五
反
田
区
の
皆
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。 

お
祭
り
イ
ベ
ン
ト
レ
ポ
ー
ト 

都
会
と
の
交
流 

去
る
十
二
月
の
第
一
日
曜
日
に
、
『
木
幡

の
幡
祭
り
』
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

近
年
、
各
堂
社
で
は
、
幡
の
担
ぎ
手
不
足

に
よ
る
幡
奉
納
数
が
減
少
し
悩
ん
で
い
る

こ
と
か
ら
、
「
日
本
中
の
素
敵
な
人
に
出
会

う
旅
」
を
テ
ー
マ
に
、
田
舎
と
都
会
を
つ
な

ぐ
旅
の
企
画
や
販
売
を
手
が
け
る
「
あ
う
た

び
合
同
会
社
」
と
連
携
し
、
イ
ベ
ン
ト
参
加

に
よ
る
都
会
と
の
交
流
を
図
り
ま
し
た
。 

六
名
の
参
加
者
は
、
幡
祭
り
前
日
に
桜
畑

堂
社
に
て
幡
作
り
と
水
垢
離
（
み
ず
ご
り
）
を

体
験
し
、
終
了
後
は
桜
畑
堂
社
に
戻
り
地
域

住
民
と
の
交
流
を
し
た
後
、
高
槻
区
の
農
家

民
宿
に
宿
泊
し
ま
し
た
。 

イ
ベ
ン
ト
当
日
は
桜
畑
堂
社
と
共
に
行

動
し
、
全
行
程
終
了
後
に
は
、
反
省
会
に
参

加
し
た
の
ち
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。 

参
加
さ
れ
た
方
々
か
ら
は
、
桜
畑
堂
社
の

皆
さ
ん
に
感
謝
の
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。 

  

 

隠
れ
文
化
財 

松
尾
芭
蕉
句
碑 

松
尾
芭
蕉
と
い
え
ば
、
学
校
教
科
書
で
も

取
り
上
げ
ら
れ
、
誰
で
も
一
度
は
耳
に
し
た

こ
と
の
あ
る
元
禄
時
代
の
俳
人
で
す
。 

松
尾
芭
蕉
は
、
お
く
の
ほ
そ
道
の
旅
な
ど
、

全
国
を
巡
り
約
九
百
も
の
俳
句
を
詠
み
、
今

な
お
何
か
と
そ
の
俳
句
を
耳
に
す
る
こ
と

が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

あ
ま
り
知
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の

松
尾
芭
蕉
の
句
と
さ
れ
る
石
碑
が
太
田
西

谷
区
住
吉
神
社
入
口
に
残
っ
て
い
ま
す
。
石

碑
に
は
、
『
升
（
ま
す
）

買
っ
て
分
別
変
る
月

見
か
な
』
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。 

大
正
時
代
の
初
め
頃
に
立
て
ら
れ
た
と

聞
い
て
い
ま
す
が
、
興
味
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ

一
度
足
を
運
び
、
元
禄
文
化
に
触
れ
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

 

 

集
落
支
援
員
先
進
地
視
察
研
修 

新
潟
の
現
状 

十
一
月
の
初
め
に
、
新
潟
県
の
上
越
市
と

阿
賀
町
へ
視
察
研
修
に
行
き
、
現
地
の
集
落

支
援
員
の
方
々
と
意
見
交
換
を
し
て
き
ま

し
た
。 

上
越
市
で
は
、
中
山
間
地
域
で
の
高
齢
化

率
（
65
歳
以
上
人
口
の
占
め
る
割
合
）
が
約

38
％
で
あ
り
、
阿
賀
町
に
至
っ
て
は
約
47
％

と
、
か
な
り
高
齢
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。（
東

和
地
域
で
は
現
在
約
39
％
） 

上
越
市
の
あ
る
集
落
で
は
、
廃
校
に
な
っ

た
小
学
校
を
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
や
水
耕
栽

培
の
施
設
と
し
て
活
用
し
た
り
、
町
内
の
有

志
に
よ
る
、
高
齢
者
の
た
め
の
買
い
物
・
外

出
支
援
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。 

阿
賀
町
で
は
、
高
齢
化
と
人
口
減
少
が
急

速
に
進
み
、
地
域
活
力
が
衰
退
し
て
い
る
中

で
、
特
に
「
お
年
寄
り
が
買
い
物
に
不
自
由

し
て
い
る
」
と
い
う
現
実
に
直
面
し
、
集
落

支
援
員
に
よ
る
地
域
の
見
守
り
を
兼
ね
た

移
動
販
売
を
し
て
い
ま
す
。
現
在
五
戸
以
下

の
集
落
が
四
集
落
あ
り
、
す
で
に
消
滅
し
て

し
ま
っ
た
集
落
も
あ
る
そ
う
で
す
。 

東
和
地
域
の
十
年
後
・
二
十
年
後
も
そ
う

な
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
、
集
落
活
性
化
の

た
め
の
対
策
が
今
か
ら
必
要
な
の
だ
と
改

め
て
感
じ
ま
し
た
。 

松尾芭蕉の句が 

力強く刻まれている。 

子供達もお手伝い！ 


