
13 12道21世紀新聞　Route Press 21st.２０１２年（平成２４年）３月 第34号 道21世紀新聞　Route Press 21st. ２０１２年（平成２４年）３月第34号

柳
田
国
男 「
社
会・公
共
」教
育
の
輝
き
と
現
実

　

昨
年
12
月
の
第
三
次
補
正
予
算

に
よ
っ
て
、
本
格
的
な
復
旧
・
復

興
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
昨
年

の
３
月
11
日
か
ら
１
年
余
が
経
過

し
た
今
日
、
改
め
て
被
害
の
甚
大

さ
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の

被
害
が
示
唆
し
て
い
る
教
訓
を
噛

み
締
め
な
が
ら
、
今
後
二
度
と
同

じ
間
違
い
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
が
今
を
生
き
る
我
々
の

務
め
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
た
め
に
は
単
な
る
復
興
で

芝浦工業大学大学院教授
谷口博昭

高
速
道
路
ネ
ット
ワ
ー
ク
強
化
を

19

な
く
日
本
再
生
へ
通
じ
る
施
策
が

肝
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
昨
年
末

に
閣
議
決
定
さ
れ
た
平
成
24
年
度

予
算
の
政
府
原
案
を
見
る
と
、
復

旧
・
復
興
は
所
要
額
を
計
上
し
て

い
る
も
の
の
、
一
般
会
計
の
公
共

事
業
関
係
費
は
マ
イ
ナ
ス
８
％
と

厳
し
い
予
算
と
な
っ
て
い
る
。
国

家
財
政
厳
し
い
状
況
下
で
、
種
々

の
知
恵
が
出
さ
れ
、
ミ
ッ
シ
ン
グ

リ
ン
グ
の
新
規
着
手
等
一
定
の
進

捗
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
新
し
い

世
紀
の
基
盤
で
あ
る
社
会
イ
ン
フ

ラ
の
早
期
整
備
、
日
本
再
生
に
向

け
た
予
算
と
し
て
は
力
強
さ
を
感

じ
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

社
会
保
障
と
税
と
の
一
体
改
革
と

の
関
連
も
あ
る
が
、
従
来
の
延
長

上
で
な
い
将
来
展
望
の
し
っ
か
り

し
た
明
る
い
針
路
が
必
要
で
あ

る
。

　

東
日
本
大
震
災
の
教
訓
は
、
震

災
後
の
迅
速
な
初
動
体
制
の
確

立
、
緊
急
物
資
の
輸
送
、
緊
急
車

両
の
走
行
、早
期
復
旧
復
興
に
は
、

高
速
道
路
の
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
グ

を
な
く
し
、
高
速
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
強
化
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
必

要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。

　

日
本
列
島
は
、
陸
地
面
積
は
世

界
の
０
・
25
％
で
あ
る
が
、
４
つ

の
大
き
な
プ
レ
ー
ト
上
に
あ
り
、

Ｍ
６
以
上
の
地
震
が
世
界
の
約

20
％
も
日
本
列
島
周
辺
で
生
起
し

て
い
る
。
今
後
30
年
間
に
、東
海
、

東
南
海
、
南
海
地
震
が
60
％
以
上

の
確
率
で
発
生
す
る
と
い
わ
れ
て

い
る
。
関
東
か
ら
東
海
、
近
畿
、

四
国
・
中
国
、
九
州
に
至
る
ま
で

の
広
範
囲
に
、
高
速
道
路
の
ミ
ッ

シ
ン
グ
リ
ン
グ
地
域
が
多
く
存
在

し
て
お
り
、
首
都
直
下
型
地
震
も

予
想
さ
れ
る
か
ら
、
新
し
い
世
紀

に
お
け
る
安
全
安
心
な
暮
ら
し
、

そ
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
国
際
競
争

に
資
す
る
高
速
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
強
化
が
急
務
で
あ
る
。

　

更
に
、
震
災
直
後
の
情
報
通
信

網
が
容
量
を
超
え
、
暫
く
情
報
過

疎
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
る
こ
と
が
増
え

て
き
て
い
る
。
家
族
安
否
の
確
認

は
勿
論
、
迅
速
な
初
動
体
制
の
確

立
、
早
期
復
旧
復
興
の
た
め
に
も

情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化

も
必
要
で
あ
る
こ
と
を
付
加
し
て

お
き
た
い
。

　

復
興
か
ら
日
本
再
生
へ
の
道
筋

を
し
っ
か
り
と
描
け
る
よ
う
な
展

開
を
期
待
し
た
い
。

こ
れ
は
、
わ
が
国
を
代
表
す
る

民
俗
学
者
で
あ
り
、
ま
た
戦
後
の

国
語
科
・
社
会
科
教
育
に
並
々
な

ら
ぬ
関
心
を
持
っ
て
臨
ん
だ
柳
田

国
男
監
修
の
小
学
校
社
会
科
教
科

書
『
日
本
の
社
会
』（
実
業
之
日

本
社
）
の
う
ち
、
小
学
６
年
生
用

の
教
科
書
＝
写
真
左
＝
の
最
後
の

ペ
ー
ジ
の
く
だ
り
で
あ
る
。
ま
さ

に
、
卒
業
を
間
近
に
控
え
た
12
歳

の
子
供
た
ち
に
柳
田
が
贈
る
は
な

む
け
の
言
葉
で
あ
る
。

一
貫
し
て
子
供
の
視
点
に
立

ち
、
子
供
に
対
す
る
愛
情
あ
ふ
れ

る
柳
田
の
教
育
論
は
、
き
わ
め

て
示
唆
に
富
ん
で
お
り
、
冒
頭

の
く
だ
り
だ
け
を
見
て
も
、「
公

共
施
設
」
の
整
備
を
「
国
民
の
幸

福
」
論
で
語
る
熱
い
想
い
、「
リ

テ
ラ
シ
ー
」
の
重
要
性
を
説
く

シ
ャ
ー
プ
な
視
線
は
、
半
世
紀
余

を
経
た
現
在
読
ん
で
も
、
啓
発
さ

れ
る
。

柳
田
が
目
指
し
た
「
社
会
科
教

育
」「
世
間
教
育
」
は
実
現
さ
れ

た
の
か
。
柳
田
が
言
う
「
人
並

み
」「
世
間
並
み
」
の
人
間
を
育

て
る
こ
と
は
で
き
た
の
か
。
さ
ら

に
言
え
ば
、
戦
後
昭
和
20
～
30
年

代
に
教
育
を
受
け
た
親
を
持
つ
子

供
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
教
育
を

受
け
、
そ
し
て
私
の
子
供
た
ち
の

世
代
は
、
現
在
、
ど
の
よ
う
な
教

育
を
受
け
、
ど
の
よ
う
な
人
間
に

育
っ
て
い
る
の
か
。

日
本
青
少
年
研
究
所
で
は
、
定

期
的
に
国
内
外
の
青
少
年
の
意
識

及
び
行
動
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
を
実
施
し
て
い
る
が
、
こ

の
青
少
年
の
意
識
調
査
の
国
際
比

較
の
た
び
に
日
本
の
子
供
た
ち
の

特
異
性
が
浮
か
び
上
が
る
。
た
と

え
ば
、
２
０
０
６
年
の
秋
に
米

国
、
中
国
、
韓
国
と
日
本
の
各
国

一
千
人
強
の
高
校
生
を
対
象
と
し

て
実
施
さ
れ
た
「
高
校
生
の
意
欲

に
関
す
る
調
査
」
で
は
、「
暮
ら

し
て
い
け
る
収
入
が
あ
れ
ば
の
ん

び
り
と
暮
ら
し
て
い
き
た
い
」
と

い
う
設
問
に
対
し
、「
と
て
も
そ

う
思
う
」
と
答
え
た
子
供
の
割

合
は
、
米
国
が
13
・
８
％
、
中
国

が
17
・
８
％
、
韓
国
が
21
・
６
％

で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
は
42
・

９
％
と
群
を
抜
い
て
高
い
。

ま
た
、
２
０
０
８
年
の
秋
に
米

国
、
中
国
、
韓
国
と
日
本
の
各
国

一
千
人
前
後
の
中
学
生
と
高
校
生

を
対
象
と
し
て
実
施
さ
れ
た
「
中

学
生
・
高
校
生
の
生
活
と
意
識
に

関
す
る
調
査
」
で
は
、「
私
の
参

加
に
よ
り
、
変
え
て
ほ
し
い
社
会

現
象
が
少
し
変
え
ら
れ
る
か
も

知
れ
な
い
」
と
い
う
設
問
に
対

し
、「
そ
う
思
う
」
と
答
え
た
子

供
の
割
合
は
、
中
学
生
で
、
米
国

53
・
３
％
、
中
国
58
・
３
％
、
韓

国
66
・
５
％
、
高
校
生
で
、
米
国

69
・
８
％
、
中
国
62
・
７
％
、
韓

国
68
・
４
％
で
あ
る
の
に
対
し
、

日
本
は
中
学
生
37
・
３
％
、
高

校
生
30
・
１
％
と
群
を
抜
い
て

低
い
。「
自
分
は
ダ
メ
な
人
間
だ

と
思
う
」
と
い
う
設
問
に
対
し

て
、「
そ
う
思
う
」
と
答
え
た
子

供
の
割
合
は
、
中
学
生
で
、
米
国

14
・
２
％
、
中
国
11
・
１
％
、
韓

国
41
・
７
％
、
高
校
生
で
、
米
国

21
・
６
％
、
中
国
12
・
７
％
、
韓

国
45
・
３
％
で
あ
る
の
に
対
し
、

日
本
で
は
中
学
生
が
56
・
０
％
、

高
校
生
が
65
・
８
％
と
、
な
ん
と

６
割
も
の
日
本
の
中
高
生
が
自
分

は
ダ
メ
な
人
間
だ
と
思
っ
て
い
る

と
の
こ
と
で
あ
る
。

残
念
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
夢

も
希
望
も
な
く
、
惰
性
で
生
き
て

い
る
よ
う
な
日
本
の
子
供
た
ち
の

姿
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
。

学
力
低
下
の
問
題
も
重
要
で
あ
る

が
、
そ
の
前
に
、
こ
う
し
た
子
供

た
ち
の
社
会
力
、
生
活
力
の
欠
如

を
問
題
に
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
柳
田
が
目
指
し
た

　
「
国
民
の
一
人
一
人
が
も
の

ご
と
を
正
し
く
判
断
で
き
る
力
を

身
に
つ
け
」
た
「
社
会
の
役
に
た

つ
人
間
」
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
し
、
ま
た
、
こ

の
こ
と
は
単
に
子
供
た
ち
の
問
題
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『
み
ん
な
が
幸
福
に
な
れ
る
よ
う
に
─
世
の
中
の

お
お
ぜ
い
の
人
の
幸
福
や
利
益
の
た
め
に
も
う
け
ら

れ
て
い
る
も
の
が
、
公
共
し
せ
つ
で
す
。
社
会
に
は

乳
児
院
や
た
く
児
所
や
養
老
院
な
ど
の
ほ
か
、
い

ろ
い
ろ
な
公
共
し
せ
つ
が
あ
り
ま
す
。
つ
ぎ
の
表

は
、
そ
の
お
も
な
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
、

知
っ
て
い
る
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ

れ
は
ど
れ
と
ど
れ
か
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
生
活
に
ど

の
よ
う
に
役
立
っ
て
い
る
か
、
話
し
あ
っ
て
み
ま

し
ょ
う
。

む
か
し
に
く
ら
べ
る
と
、
今
は
こ
う
い
う
し
せ
つ

が
ず
い
ぶ
ん
と
と
の
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ま
だ

こ
れ
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
だ
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
公
共
し

せ
つ
が
も
っ
と
り
っ
ぱ
に
な
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
み
ん

な
が
幸
福
に
な
れ
る
の
で
す
。
公
共
し
せ
つ
に
つ
い

て
だ
い
じ
な
こ
と
を
き
め
る
の
は
、
国
や
地
方
の
議

会
で
す
。
議
会
で
は
公
共
し
せ
つ
の
ほ
か
に
も
、
み

ん
な
を
幸
福
に
す
る
た
め
の
、
い
ろ
い
ろ
な
き
そ
く

や
し
く
み
を
き
め
ま
す
。
だ
か
ら
、
国
民
の
一
人
一

人
が
も
の
ご
と
を
正
し
く
判
断
で
き
る
力
を
身
に
つ

け
て
、
り
っ
ぱ
な
議
員
を
選
挙
す
る
こ
と
が
た
い
せ

つ
な
の
で
す
。
社
会
の
役
に
た
つ
人
間
に
な
る
た
め

に
は
、
私
た
ち
が
こ
れ
か
ら
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。』
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だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
を
育
て
て

き
た
わ
れ
わ
れ
親
の
世
代
の
教
育

の
問
題
と
も
言
え
る
。

現
在
、
わ
れ
わ
れ
が
享
受
し
て

い
る
豊
か
で
安
全
な
生
活
は
、
わ

れ
わ
れ
の
ご
先
祖
様
が
農
業
基
盤

や
交
通
基
盤
を
整
備
し
、
川
を
治

め
、
水
資
源
を
開
発
す
る
な
ど
、

絶
え
間
な
く
国
土
に
働
き
か
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
国
土
か
ら
恵
み

を
返
し
て
も
ら
っ
て
き
た
歴
史
の

賜
物
で
あ
る
。
従
っ
て
、
現
代
に

生
き
る
わ
れ
わ
れ
の
世
代
も
、
歴

史
の
最
先
端
に
立
つ
責
任
あ
る
者

と
し
て
、
国
土
に
対
し
て
働
き
か

け
を
続
け
、
将
来
世
代
に
対
し

て
、
よ
り
良
い
社
会
基
盤
を
引

き
継
い
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

交
通
や
情
報
が
高
度
に
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
化
さ
れ
、
政
治
・
経
済
が

グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ
た
21
世
紀
に

あ
っ
て
、
世
界
の
国
々
と
の
互
恵

関
係
や
競
争
関
係
を
考
慮
す
る
こ

と
な
く
、
わ
が
国
一
国
の
み
が
独

立
し
て
、
豊
か
で
安
全
な
生
活
を

実
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能

と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
わ
が

国
の
国
土
へ
の
働
き
か
け
の
努
力

や
成
果
は
、
わ
れ
わ
れ
と
競
争
関

係
に
あ
る
世
界
の
国
々
と
の
比
較

に
お
い
て
認
識
さ
れ
、
評
価
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

国
土
を
学
ぶ
こ
と
は
、
わ
れ
わ

れ
日
本
人
の
国
土
へ
の
働
き
か
け

の
歴
史
に
つ
い
て
、
ま
た
世
界
の

国
々
の
国
土
へ
の
働
き
か
け
の
成

果
や
現
在
の
努
力
に
つ
い
て
、
さ

ら
に
は
彼ひ

我が

の
国
土
の
自
然
条

件
、
社
会
条
件
の
差
異
に
つ
い

て
、
真
摯
に
学
ぶ
と
い
う
こ
と
に

他
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
国
土
へ
の
働
き
か
け

を
如
何
に
行
う
べ
き
か
（
程
度
・

対
象
・
手
段
な
ど
）
は
、
主
権
者

で
あ
る
国
民
一
人
一
人
が
判
断
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
身

の
回
り
に
氾
濫
す
る
多
く
の
情
報

を
鵜
呑
み
に
せ
ず
、
主
体
的
に
読

み
解
い
て
活
用
す
る
能
力
を
持
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
土
交
通
省
国
土
技
術
政
策

総
合
研
究
所 

総
合
技
術
政
策
研

究
セ
ン
タ
ー　

森
田
康
夫
）

世
界
比
較
で
国
土
を
学
ぶ
重
要
性

紀伊半島に甚大被害の台風12号
東京ドーム 80杯分の土砂崩壊 村

長「
道
路
が
命
綱
。山
に
恩
返
し
の
心
で
再
生
」

復興・再生の思いを込め、村の伝統行事「揺れ
太鼓つり橋まつり」は今年も８月４日（橋の日）
に開催する（写真は昨年の模様＝十津川村提供）

奈良県熊野川（十津川）流域の五條市大塔
町赤谷で発生した土砂崩れ（写真は奈良県
提供）

被災地・奈良県十津川村の復興魂

相模原市津久井
郷土資料室提供

紀
伊
半
島
大
水
害
。
東
日
本
大

震
災
に
目
を
奪
わ
れ
が
ち
だ
が
、

昨
秋
相
次
い
だ
台
風
の
豪
雨
で
紀

伊
半
島
は
激
甚
被
害
に
見
舞
わ
れ

た
。
国
土
保
全
の
大
切
さ
、
特
に

道
路
の
重
要
性
が
改
め
て
浮
き
彫

り
に
な
り
、
地
域
住
民
の
自
然
と

共
に
生
き
る
暮
ら
し
、
支
え
合
い

が
再
認
識
さ
れ
た
。
象
徴
的
な
被

災
地
・
奈
良
県
十
津
川
村
の
古
里

再
生
へ
の
想
い
を
、
復
興
・
再
生

の
先
頭
に
立
つ
更さ

ら

谷た
に

慈よ
し

禧き

村
長

（
65
）
に
聞
い
た
。

昨
年
９
月
、
台
風
12
号
は
紀
伊

半
島
に
大
雨
を
降
ら
せ
、
和
歌

山
、
奈
良
、
三
重
県
な
ど
で
多
数

の
死
者
、
行
方
不
明
者
を
出
し
、

多
数
の
土
砂
ダ
ム
が
出
来
た
十
津

川
村
は
、
道
路
寸
断
や
折
立
橋
の

落
橋
な
ど
で
村
全
体
が
孤
立
し

た
。更

谷
村
長
は
「
道
路
だ
け
が
支

え
の
村
な
の
に
そ
れ
が
ズ
タ
ズ

タ
。
救
わ
れ
た
の
は
国
道
１
６
８

号
の
バ
イ
パ
ス
と
し
て
建
設
中
の

十
津
川
道
路
だ
。
国
は
開
通
間
近

の
小
原
～
折
立
間
４
・
３
㌔
を
急

遽
開
通
さ
せ
て
く
れ
た
。
道
路
が

救
い
の
命
綱
だ
っ
た
」
と
話
す
。

和
歌
山
県
に
隣
接
す
る
奈
良
県

南
端
の
村
。「
日
本
一
面
積
の
広

い
村
」
で
同
県
の
５
分
の
１
近
く

を
占
め
る
。
村
の
96
％
は
山
林
で

千
㍍
級
の
山
々
の
谷
間
を
十
津
川

が
流
れ
２
０
０
以
上
の
小
集
落
が

点
在
、
過
疎
と
高
齢
化
が
進
む
。

「
十
津
川
温
泉
郷
は
源
泉
掛
け

流
し
発
祥
の
地
。
復
興
の
姿
、
頑

張
る
姿
を
見
て
も
ら
う
し
か
な
い

と
思
っ
た
。
村
の
70
歳
以
上
の
お

年
寄
り
は
入
浴
無
料
に
し
て
、
代

わ
り
に
お
客
さ
ん
に
村
の
昔
話
を

し
た
っ
て
く
れ
や
、
と
頼
ん
だ
」

＊　

＊　

＊

古
来
農
耕
に
適
さ
な
い
地
形
か

ら
免
租
さ
れ
、
青
少
年
が
一
時
家

を
離
れ
、
共
同
生
活
す
る
助
け
合

い
の
気
風
が
残
る
な
ど
、
隔
絶
し

た
地
域
独
特
の
文
化
、
気
質
が
村

落
共
同
体
と
し
て
生
き
続
け
た
。

免
租
特
権
を
保
証
す
る
権
力
に

寄
り
添
い
壬
申
の
乱
で
大
海
人
皇

子
（
後
の
天
武
天
皇
）
側
に
つ
い

て
以
来
、
建
武
の
新
政
の
際
は
楠

木
正
勝
が
拠
点
と
し
、
幕
末
に
一

部
十
津
川
郷
士
が
天
誅
組
に
加
わ

る
な
ど
明
治
維
新
ま
で
尊
王
姿
勢

を
貫
い
た
。
県
内
で
最
も
歴
史
の

あ
る
高
等
学
校
県
立
十
津
川
高
校

の
前
身
は
、
１
８
６
４
（
元
治

元
）
年
、
孝
明
天
皇
の
勅
許
に
よ

り
十
津
川
郷
士
が
創
立
し
た
文
武

館
。
村
の
生
き
方
を
象
徴
す
る
。

更
谷
村
長
は
「
幕
末
、
京
都
に

行
く
の
に
山
の
木
を
伐
り
、
全
て

の
金
を
教
育
に
注
ぎ
込
ん
だ
情
熱

を
復
興
の
力
に
し
よ
う
。
十
津
川

郷
士
と
言
わ
れ
た
こ
と
を
も
う
一

度
思
い
出
そ
う
や
」
と
訴
え
た
。

２
０
０
４
年
「
紀
伊
山
地
の
霊

場
と
参さ

ん

詣け
い

道み
ち

」
が
ユ
ネ
ス
コ
世
界

文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。
村
は

熊
野
古
道
小こ

辺へ

路ち

と
大お

お

峯み
ね

奥お
く

駈が
け

道み
ち

が
通
り
、
熊
野
三
山
の
奥
の
宮
玉た

ま

置き

神
社
や
天
空
の
郷
と
し
て
「
に

ほ
ん
の
里
１
０
０
選
」
に
選
ば
れ

た
果は

て

無な
し

集
落
、
十
津
川
温
泉
郷
な

ど
、
豊
か
な
自
然
と
観
光
資
源
に

恵
ま
れ
て
い
る
。

だ
が
、１
８
８
９
（
明
治
22
）
年

に
は
十
津
川
大
水
害
が
発
生
し
、

１
６
８
人
が
死
亡
。
村
の
大
部
分

が
壊
滅
し
て
約
２
６
０
０
人
が
北

海
道
へ
移
住
、
新
十
津
川
村
（
現

新
十
津
川
町
）
を
開
拓
し
た
。
今

も
町
章
は
十
津
川
村
と
同
じ
だ
。

「
母
村
の
危
機
を
見
過
ご
せ
な

い
」。
台
風
被
害
か
ら
２
週
間
後
、

新
十
津
川
町
は
災
害
応
援
隊
３
人

を
十
津
川
村
に
派
遣
、
多
額
の
見

舞
金
、
義
援
金
も
村
に
贈
っ
た
。

「
幾
世
代
に
わ
た
っ
て
そ
の
因
縁

を
保
ち
、
由
緒
を
相
続
す
る
」。

北
海
道
移
住
に
臨
ん
で
誓
い
合
っ

た
言
葉
。
両
町
村
の
先
人
が
築
い

た
絆
が
受
け
継
が
れ
、
村
に
勇
気

と
元
気
を
与
え
た
。

村
の
応
援
団
は
、
全
国
で
活
躍

す
る
村
ゆ
か
り
の
「
十
津
川
郷
観

光
大
使
」
33
人
も
。
そ
の
一
人
が

歌
手
さ
だ
ま
さ
し
さ
ん
。
阪
神
淡

路
大
震
災
で
さ
だ
さ
ん
ら
は
親
を

亡
く
し
た
子
供
た
ち
に
「
浜
風
の

家
」
を
建
て
よ
う
と
奔
走
、
村
の

有
志
が
建
設
木
材
を
寄
付
し
た
。

村
と
交
流
を
深
め
た
さ
だ
さ
ん
は

今
回
、
村
民
を
元
気
づ
け
よ
う
と

村
で
復
興
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
く
。

村
は
少
子
化
・
過
疎
化
を
受
け

て
４
月
、
中
学
４
校
を
１
校
に
統

廃
合
す
る
。
さ
だ
さ
ん
は
そ
の
校

歌
も
作
っ
た
。「
遊
び
に
行
き
、

十
津
川
が
大
好
き
に
な
っ
た
。
山

は
美
し
く
水
は
き
れ
い
で
日
本
の

ふ
る
さ
と
の
よ
う
な
村
だ
と
思
う
。

一
生
懸
命
応
援
す
る
」
と
話
す
。

推
理
作
家
の
西
村
京
太
郎
さ
ん

も
そ
の
一
人
。
十
津
川
警
部
が
活

躍
す
る
シ
リ
ー
ズ
の
主
人
公
の
名

前
は
こ
の
村
か
ら
取
っ
た
。
主
人

公
の
命
名
に
行
き
詰
ま
り
、
ふ
と

手
に
し
た
地
図
で
こ
の
地
名
が
目

に
と
ま
っ
た
。「
十
津
川
と
い
う

字
も
言
葉
の
響
き
も
好
き
で
、
無

断
借
用
さ
せ
て
も
ら
っ
た
」。
観

光
大
使
は
恩
返
し
で
も
あ
る
。

＊　

＊　

＊

更
谷
村
長
は
十
津
川
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
再
興
し
た
い
と
思

い
を
募
ら
せ
る
。
何
よ
り
伝
え
た

い
の
は
「
こ
こ
ろ
」。「
村
の
存
在

意
義
、
価
値
は
何
か
と
考
え
る
と

山
を
守
る
こ
と
に
尽
き
る
。
村
は

山
の
お
か
げ
で
生
き
て
き
た
。
山

を
治
め
る
か
ら
こ
そ
川
も
あ
る
。

木
の
お
か
げ
を
製
品
化
し
、
林
業

振
興
を
筆
頭
に
山
が
基
軸
、
基
本

の
再
生
を
図
り
た
い
」。
そ
こ
か

ら
観
光
も
再
生
で
き
る
と
思
う
。

村
役
場
に
隣
接
す
る
道
の
駅

「
十
津
川
郷
」
も
県
や
村
と
防
災

拠
点
化
を
協
議
し
て
い
る
。
更
谷

村
長
は
「
他
に
交
通
手
段
の
な
い

こ
の
地
域
で
は
、
道
路
は
『
命
の

道
』
だ
。
災
害
が
発
生
す
る
前
に

強
い
道
路
を
造
る
必
要
が
あ
る
。

山
に
恩
返
し
す
る
心
で
地
域
再
生

に
取
り
組
み
た
い
」
と
語
る
。

更谷慈禧村長

《
台
風
12
号
》　
奈
良
県
上
北
山
村
（
小
橡
）
で
は
、
５
日
間
で
２
４
３
６
㍉
の
記
録

的
な
大
雨
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
奈
良
県
の
お
お
よ
そ
過
去
１
０
０
年
間
の
台
風
等

に
よ
る
最
大
降
水
量
１
２
４
１
㍉
を
大
き
く
上
回
る
。
和
歌
山
、
奈
良
、
三
重
県
の

崩
壊
土
砂
量
は
戦
後
最
大
の
約
１
億
立
方
㍍
で
東
京
ド
ー
ム
の
約
80
倍
に
相
当
す
る
。


