
フォンズとは…ラテン語で泉の意味です。とぎれることなく新鮮な情報がお届けできるようにと名付けられました。
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奥
久
慈
漆
植
樹
祭
（
下
大
門
町
）

 
 

梶  

ひ
ろ
み
　

  

学
生
時
代
、
デ
ザ
イ
ン
を
学
ん
で
い
た
こ
ろ
か
ら
、
日
本

の
文
化
・
日
本
美
の
特
質
を
抽
出
し
現
代
の
暮
ら
し
の
中
で

生
か
し
て
い
け
な
い
か
と
模
索
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
和
紙

や
漆
に
出
会
い
、
ふ
と
郷
里
を
振
り
返
れ
ば
近
く
に
二
つ
と

も
現
存
し
細
々
と
で
は
あ
る
が
生
産
が
続
い
て
い
る
こ
と
に

改
め
て
驚
い
た
。
当
時
、
近
代
化
の
波
に
押
さ
れ
漆
や
和
紙

も
「
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
も
の
」
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
た

が
、
な
く
し
て
し
ま
う
に
は
あ
ま
り
に
惜
し
い
と
の
思
い
か

ら
深
く
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

 

時
は
移
り
今
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
文
化
や
材
料
に
目

が
向
け
ら
れ
る
時
代
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
重
要
文
化
財
の

修
復
に
さ
え
中
国
産
漆
を
使
っ
て
き
た
文
化
庁
が
「
文
化
財

建
造
物
の
保
存
修
理
に
使
う
漆
は
国
産
品
と
す
る
」
と
い
う

方
針
を
示
す
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
植
林
を
し
た
漆
木
か
ら

樹
液
が
採
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
十
数
年
、
一
回
の
漆
掻
き

で
採
れ
る
樹
液
は
ス
プ
ー
ン
一
杯
に
も
満
た
ず
、
一
本
の
漆

木
か
ら
採
れ
る
樹
液
は
コ
ッ
プ
一
杯
弱
で
し
か
な
い
。
貴
重

な
材
料
と
漆
に
か
か
わ
る
文
化
と
、
そ
れ
を
支
え
る
里
山
や

産
業
を
思
う
と
今
始
め
な
け
れ
ば
と
の
思
い
を
強
く
す
る
ば

か
り
で
あ
る
。

 

山
漆
と
植
林
さ
れ
た
漆
と
で
は
紅
葉
の
色
合
い
ま
で
違
い

樹
液
の
質
も
大
き
く
異
な
る
。
植
林
さ
れ
た
漆
は
そ
ば
を
歩

い
た
だ
け
で
か
ぶ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
恐
れ
る
あ
ま
り
植

林
の
土
地
を
借
り
る
の
も
難
し
い
こ
と
が
多
く
、
や
っ
と
た

ど
り
つ
い
た
植
林
で
は
あ
っ
た
。
来
年
の
夏
は
緑
の
葉
が
繁

り
、
秋
に
は
黄
色
い
葉
が
里
山
に
映
え
る
だ
ろ
う
と
、
苗
用

の
穴
掘
り
で
へ
と
へ
と
に
な
り
な
が
ら
思
い
を
馳
せ
た
。 



樹木の伐採などの整備

前方古墳部分への登り口の石段を整備

古墳の頂上付近にまつられている祠

　
中
野
冨
士
山
古
墳
保
存
会

　
常
陸
太
田
市
の
南
部
に
は
、
県
指
定
文
化
財
の
梵
天

山
古
墳
（
島
町
）
や
星
神
社
古
墳
（
小
島
町
）
な
ど
多

く
の
古
墳
が
点
在
し
て
い
ま
す
が
、
中
野
地
区
に
も
古
墳

の
あ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
茨
城

県
考
古
学
協
会
の
メ
ン
バ
ー
が
近
隣
の
調
査
の
折
に
、
中

野
の
地
形
に
興
味
を
持
ち
調
査
し
た
こ
と
か
ら
、
前
方

後
円
墳
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
は
数
年
前
の
こ
と
で

し
た
。

　
地
元
町
内
会
有
志
を
中
心
に
「
中
野
冨
士
山
古
墳
保

存
会
」
と
い
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
を
結
成
、
測
量
の
協

力
や
樹
木
の
伐
採
な
ど
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
現

在
、
市
の
提
案
型
ま
ち
づ
く
り
助
成
事
業
の
採
択
を
受

け
、
参
道
の
整
備
や
桜
・
も
み
じ
な
ど
の
樹
木
を
植
え
、

古
墳
公
園
と
し
て
地
域
内
外
の
人
た
ち
へ
、
歴
史
を
思
い

憩
え
る
場
所
と
し
て
整
備
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
中
野
交
差
点
近
く
に
あ
る
後
円
墳
部
分
へ
の
登
り
口
に

は
石
段
を
整
備
、
今
年
は
前
方
墳
部
分
か
ら
旧
道
へ
下

る
道
も
整
備
さ
れ
、
子
供
た
ち
で
も
安
全
に
古
墳
を
確

認
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
奥
部
分
に
は
「
盗
掘
の

跡
で
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
る
く
ぼ
み
や
、
天
明
の
飢
饉
の

年
に
奉
じ
ら
れ
た
ら
し
い
小
さ
な
祠
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
現
在
は
登
り
口
付
近
に
駐
車
ス
ペ
ー
ス
が
な
く
、
訪
れ

る
方
に
も
、
案
内
す
る
地
元
の
方
に
と
っ
て
も
悩
み
の
種

だ
そ
う
で
す
が
、
地
元
の
方
の
協
力
を
得
て
、
駐
車
場

も
整
備
し
た
い
と
、
夢
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

ほ
こ
ら



　
郡

戸

小

学

校

　
三
世
代
ふ
れ
あ
い
教
室
　

期
日
十
月
三
十
一
日
（
土
）

　
郡
戸
小
学
校
で
行
っ
て
い
る
三
世
代
ふ
れ
あ
い

教
室
で
は
「
名
人
・
地
域
に
学
ぼ
う
」
を
テ
ー
マ

に
郡
戸
の
歴
史
探
検
な
ど
の
講
座
を
設
け
、
郊
外

に
も
学
び
の
場
を
求
め
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
い

ま
す
。
テ
ー
マ
別
に
設
け
ら
れ
た
七
つ
の
講
座
の

中
か
ら
、
子
供
た
ち
が
学
年
の
枠
を
超
え
て
自
分

た
ち
で
学
び
た
い
と
い
う
講
座
を
選
び
ま
す
。
昨

年
は
そ
の
講
座
の
一
つ
に
中
野
冨
士
山
古
墳
が
選

ば
れ
、
実
際
に
現
地
ま
で
足
を
運
び
、
地
域
の
先

輩
方
が
美
し
く
整
備
し
た
古
墳
を
見
学
し
ま
し
た
。

　
今
年
は
、
郡
戸
小
学
校
に
お
子
さ
ん
や
お
孫
さ

ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
地
域
の
方
に
も
、
こ
の

講
座
に
参
加
い
た
だ
き
、
よ
り
多
く
の
方
に
地
域

の
歴
史
な
ど
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
、
広
く

参
加
を
呼
び
か
け
て
い
く
計
画
だ
そ
う
で
す
。

　
こ
の
古
墳
が
あ
る
山
林
は
整
備
に
取
り
組
ん
で

い
る
メ
ン
バ
ー
の
所
有
で
、
そ
の
方
た
ち
が
小
さ

な
こ
ろ
は
里
山
の
手
入
れ
も
行
き
届
い
て
お
り
、

古
墳
の
ふ
も
と
付
近
に
あ
っ
た
小
径
を
学
校
の
帰
り
道
に
立
ち
寄
っ

た
り
し
た
そ
う
で
す
。
今
回
整
備
さ
れ
る
前
ま
で
は
、
う
っ
そ
う
と

し
た
森
と
な
っ
て
立
ち
寄
る
人
も
な
く
な
り
、
古
墳
が
あ
っ
た
こ
と

も
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
整
備
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

こ
の
地
の
歴
史
が
改
め
て
子
供
た
ち
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　
間
伐
さ
れ
て
明
る
く
陽
が
さ
す
よ
う
に
な
っ
た
頂
上
か
ら
は
、

一
六
〇
〇
年
以
上
前
か
ら
意
味
あ
る
地
と
し
て
守
ら
れ
て
き
た
歴
史

を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
眺
め
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
訪
れ
や

す
く
整
備
す
る
だ
け
で
な
く
、
学
校
や
地
域
と
連
携
し
て
人
が
集
い

歴
史
を
紡
い
で
い
く
場
と
し
て
再
生
す
る
取
り
組
み
が
、
学
校
と
地

域
双
方
か
ら
求
め
ら
れ
た
証
と
し
て
、
こ
の
眺
め
を
多
く
の
方
に
楽

し
ん
で
い
た
だ
け
た
ら
と
感
じ
ま
し
た
。
今
年
の
「
三
世
代
ふ
れ
あ

い
教
室
」
は
十
月
三
十
一
日
（
土
）
の
開
催
予
定
で
す
。
子
供
た
ち

と
一
緒
に
地
域
の
歴
史
学
習
に
参
加
し
、
さ
ら
に
伝
え
て
く
だ
さ
る

先
輩
と
し
て
学
区
内
の
方
た
ち
の
参
加
交
流
が
楽
し
み
で
す
。

　（
塩
原
慶
子
　
武
藤
卓
）　

梵天山古墳群と中野冨士山古墳周辺地図



漆の塗られていた土器
（真弓町仲城遺跡で出土）

 

今
年
三
月
、
市
内
下
大
門
町
で
漆
の
植
樹
祭
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
常
陸
太
田
で
漆
を
生
産
し
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
の
一

環
で
す
。
さ
ら
に
、
植
樹
祭
を
き
っ
か
け
と
し
て
常
陸
太
田
で

初
の
漆
の
展
示
会
開
催
へ
と
活
動
が
広
が
り
ま
し
た
。
九
月

十
二
日
か
ら
始
ま
る
展
示
会
に
先
立
ち
、
常
陸
太
田
の
漆
に

つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
奥
久
慈
漆
植
樹
祭

 

植
樹
祭
の
主
催
者
の
お
ひ
と
り
、
梶
ひ
ろ
み
さ
ん
に
お

話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。「
茨
城
県
北
部
は
江
戸
期
か
ら
漆

の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在
、
奥
久
慈
漆

の
生
産
地
は
常
陸
大
宮
市
と
大
子
町
で
す
が
、
常
陸
太
田

市
も
、
水
府
地
区
・
里
美
地
区
な
ど
は
江
戸
時
代
か
ら
の

産
地
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
昭
和
五
十
年
ご
ろ
ま
で
は
漆
掻

き
の
様
子
も
見
ら
れ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。」
と
梶
さ
ん
。

 

久
慈
地
域
の
物
資
の
集
散
地
で
あ
り
、
商
業
の
中
心
地

で
あ
っ
た
鯨
ケ
丘
地
区
に
は
古
く
か
ら
の
町
並
み
が
残
っ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
文
化
財
や
歴
史
的
建
造
物
に
は
こ
の

漆
が
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。「
漆
文
化
が
常
陸
太
田
地
区
で

継
承
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
化
学
塗
料
や
安
価
な
中

国
産
漆
の
流
入
と
と
も
に
、
樹
液
の
生
産
の
み
で
漆
器
な

ど
の
漆
製
品
の
生
産
地
と
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
理
由

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
」。
　
　

 

伝
統
的
な
塗
料
と
し
て
の
漆
が
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
中
、

日
本
産
の
漆
の
生
産
増
を
願
う
漆
芸
家
な
ど
が
集
ま
っ
て

漆
の
植
樹
等
の
活
動
を
全
国
で
展
開
し
て
い
ま
す
。「
漆
の

木
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
樹
液
の
よ
く
採
れ
る
漆
か
ら
分

根
苗
を
選
び
ぬ
き
、
苗
生
産
を
行
う
と
と
も
に
植
樹
し
て

い
ま
す
。
下
大
門
町
の
美
し
い
里
山
に
漆
の
紅
葉
が
映
え

る
景
色
を
見
守
っ
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
」。

  
　「
殺
し
掻
き
」
漆
の
採
取
に
は
、
二
つ
方
法
が
あ
り
ま

　
す
。
そ
の
一
つ
が
「
殺
し
掻
き
」
と
い
う
手
法
で
す
。

　
樹
液
が
採
れ
る
ま
で
成
長
し
た
木
か
ら
一
年
間
で
で
き

　
る
だ
け
多
く
の
漆
を
採
る
方
法
で
す
が
、
そ
の
名
前
の

　
通
り
殺
し
掻
き
で
は
、
樹
液
を
採
っ
た
木
は
枯
れ
て
し

　
ま
い
ま
す
。
そ
の
際
、
根
元
に
傷
を
つ
け
て
お
く
と
、

　
翌
年
そ
こ
か
ら
芽
が
出
て
き
ま
す
。
そ
の
後
は
苗
か
ら

　
植
樹
す
る
よ
り
も
早
く
育
ち
、
数
年
で
漆
を
採
れ
る
状

　
態
に
ま
で
成
長
し
ま
す
。 

 

　「
養
生
掻
き
」
木
を
枯
ら
さ
ず
、
何
年
に
も
わ
た
り
漆

　
を
採
り
続
け
る
手
法
を
「
養
生
掻
き
」
と
い
い
ま
す
。

　
一
年
で
採
取
で
き
る
量
は
少
な
い
の
で
す
が
、
長
い
期

　
間
採
れ
る
た
め
漆
の
樹
液
の
総
量
で
は
殺
し
掻
き
よ
り

　
多
く
採
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
壱
木
呂
の
会

 

植
樹
祭
の
主
催
団
体
の
一
つ
「
壱
木
呂
の
会
」
は
日
本

産
の
漆
の
存
続
と
継
承
に
向
け
て
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

名
前
の
由
来
は
「
一
人
一
㎏
以
上
の
日
本
産
漆
を
生
産
す

る
」
こ
と
で
、
漆
文
化
を
支
え
て
い
ま
す
。

　
理
事
長
の
本
間
幸
夫
さ
ん
は
漆
芸
家
で
も
あ
り
、
常
陸

大
宮
市
に
工
房
と
漆
林
の
造
成
も
な
さ
っ
て
い
ま
す
。

 

壱
木
呂
の
会
は
一
九
九
七
年
、
日
本
産
漆
の
激

減
を
憂
い
立
ち
上
げ
た
会
で
す
。
日
本
産
の
漆
の

良
さ
と
使
い
方
の
啓
発
活
動
を
は
じ
め
と
し
て
、

二
〇
〇
九
年
か
ら
は
漆
の
植
樹
活
動
も
始
め
ま
し

た
。
現
在
常
陸
大
宮
市
を
中
心
に
、
ほ
ぼ
毎
年
漆

の
植
樹
を
し
て
お
り
、
約
七
〇
〇
本
以
上
の
漆
木

を
保
有
し
て
い
ま
す
。
奥
久
慈
エ
リ
ア
で
生
産
さ

れ
る
漆
は
、
透
明
度
が
高
く
、
光
沢
に
優
れ
、
乾



変り塗り盛り皿 貝殻箱

1985年 埼玉県さいたま市生まれ
2010年 東北芸術工科大学美術科工芸コース
漆芸専攻 
卒業卒業制作「LURE BAG」優秀賞受賞
日本漆工協会奨学賞受賞
常陸太田市に陶・漆工芸 麦工房を新設
奥久慈漆生産組合 組合員、壱木呂の会 会員

木皮板造花器

き
が
早
く
て
伸
ば
し
や
す
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
品

質
は
全
国
的
に
高
く
評
価
さ
れ
て
お
り
、
主
に
高

級
漆
器
の
仕
上
げ
用
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
生

産
量
は
全
国
二
位
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
常
陸
大

宮
市
・
大
子
町
周
辺
で
生
産
さ
れ
、
こ
の
地
域
は

全
国
有
数
の
漆
の
産
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。

 

漆
工
芸
の
原
材
料
で
あ
る
日
本
産
漆
の
現
状
は
、

漆
掻
き
職
人
さ
ん
の
高
齢
化
と
後
継
者
難
、
中
山

間
地
域
農
業
の
疲
弊
に
よ
る
漆
木
の
激
減
と
が
重

な
り
、
大
変
厳
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
九
千
年

以
上
と
い
う
長

い
歴
史
を
持
つ

日
本
の
代
表
的

な
基
本
材
料
が
、

こ
の
先
危
機
的

状
態
を
迎
え
て

し
ま
う
こ
と
を

大
変
憂
慮
し
て

い
ま
し
た
。
そ

の
よ
う
な
な
か
、

地
域
の
方
の
ご

協
力
・
ご
理
解

を
い
た
だ
き
、

今
年
三
月
初
め

て
常
陸
太
田
市
で
も
植
樹
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
漆
の
古
く
て
新
し
い
産
地
と
し
て
常
陸
太

田
で
も
漆
文
化
を
守
っ
て
い
こ
う
と
い
う
気
運
の

高
ま
り
の
結
果
と
考
え
て
い
ま
す
。（

本
間
幸
夫
）　

　
漆
芸
家 

菊
池
麦
彦
さ
ん

 

漆
と
い
う
自
然
素
材
に
こ
だ
わ
り
伝
統
技
術
を
現
代
の

生
活
に
合
う
新
し
い
形
に
模
索
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
菊
池
麦
彦
さ
ん
と
い
う
若
手
の
漆
芸
家
の

工
房
が
水
府
に
あ
り
ま
す
。
ご

自
宅
は
埼
玉
で
す
が
、
ご
実
家

が
水
府
・
天
下
野
町
な
の
で
両

方
に
工
房
を
構
え
、
水
府
で
は

大
き
な
作
品
の
制
作
や
、
金
継

ぎ
（
割
れ
て
し
ま
っ
た
陶
器
を

漆
で
接
着
す
る
技
法
）
教
室
も

開
催
し
て
い
ま
す
。
漆
塗
り
の

器
以
外
に
も
、
漆
芸
作
家
に
は

め
ず
ら
し
い
漆
塗
り
釣
り
道
具

の
制
作
も
行
っ
て
お
り
、
壱
木

呂
の
会
会
員
で
も
あ
り
ま
す
。

 
漆
芸
を
仕
事
と
す
る
き
っ
か

け
か
ら
お
う
か
が
い
し
ま
し
た
。

「
小
学
校
低
学
年
か
ら
釣
り
を

や
っ
て
い
て
、
最
初
は
釣
り
関

係
の
仕
事
に
就
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
し
た
が
、
高
校
生
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
木
を
切
っ
た

り
削
っ
た
り
彫
っ
た
り
す
る
の
が
好
き
に
な
り
木
工
の
あ

る
芸
術
系
大
学
に
進
み
ま
し
た
。
そ
の
大
学
で
木
工
に
携

わ
る
に
は
漆
芸
し
か
な
く
漆
芸
を
専
攻
と
し
た
の
で
す
が
、

そ
の
専
攻
の
先
生
の
『
変
り
塗
り
』
の
技
法
を
目
の
当
た

り
し
て
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
」。
漆
黒
の
机
の
上
に
木
箱
と

漆
を
塗
り
重
ね
た
色
と
り
ど
り
の
ル
ア
ー
を
並
べ
、
そ
の

ル
ア
ー
を
使
っ
て
本
物
の
魚
を
釣
り
上
げ
た
映
像
も
展
示

し
た
卒
業
制
作
で
は
優
秀
賞
を
受
賞
、
他
に
も
日
本
漆
工

協
会
の
最
高
賞
で
も
あ
る
漆
工
奨
学
賞
を
受
賞
さ
れ
て
い

ま
す
。
美
的
に
鑑
賞
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
実
用
的
な

価
値
を
も
満
た
し
、
そ
し
て
自
分
が
好
き
な
領
域
に
も
融

合
さ
せ
、
伝
統
技
術
を
伝
え
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と

に
驚
き
と
尊
敬
の
念
を
禁
じ
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

　「
見
た
目
の
美
し
さ
も
も
ち
ろ
ん
重
視
し
て
い
ま
す
が
、

一
番
は
、
若
い
人
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
誰
で
も
使
っ
て
も

ら
え
る
よ
う
な
も
の
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
暮
ら
し
の
中

で
お
祝
い
ご
と
と
か
特
別
な
時
の
も
の
で
な
く
、
も
っ
と

カ
ジ
ュ
ア
ル
に
、
気
軽
に
漆
器
を
使
っ
て
欲
し
い
と
い
う

思
い
が
あ
り
、
新
し
い
漆
の
形
・
工
芸
の
形
を
日
々
模
索

し
て
い
ま
す
」。
十
月
十
日
か
ら
は
、
水
府
の
ご
自
宅
と
工

房
を
開
放
し
て
、
漆
の
食
器
と
地
元
野
菜
の
料
理
の
コ
ラ

ボ
企
画
を
予
定
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
若
い
才
能
あ
ふ
れ

る
作
家
さ
ん
た
ち
が
常
陸
太
田
や
県
北
の
風
土
を
生
か
し

た
樹
木
を
育
成
し
、
作
品
に
仕
上
げ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
、

漆
の
苗
木
の
成
長
に
重
な
っ
て
見
え
て
き
ま
す
。

（
塩
原
慶
子
　
武
藤
卓
　
武
藤
千
絵
子
）　

※
奥
久
慈
う
る
し
と
一
木
呂
の
会
展

　
会
場
　

郷
土
資
料
館
「
梅
津
会
館
」

　
期
日
　

九
月
十
二
日
〜
二
十
三
日
（
午
前
九
時
〜
午
後
五
時
）

 



太

田

中

学

校

た
ち
ゅ
う

　
太
田
中
学
校
は
昭
和
二
十
二
年
の
学
制
改
革
と
同
時
に
、
太
田

町
立
太
田
中
学
校
と
し
て
太
田
小
学
校
の
校
舎
の
一
部
を
譲
り
受

け
中
城
町
で
開
校
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和
四
十
二
年
に
常
陸

太
田
市
立
誉
田
中
学
校
と
統
合
し
、
現
在
の
地
西
山
公
園
の
一
角

へ
校
舎
を
新
築
し
て
現
在
に
至
り
ま
す
。
生
徒
数
は
一
年
生
九
〇

名
、
二
年
生
九
五
名
、
三
年
生
九
五
名
、
合
計
二
八
〇
名
（
平
成

二
十
七
年
四
月
八
日
現
在
）、
各
学
年
三
ク
ラ
ス
編
成
で
す
。

　
今
回
、
太
田
中
学
校
を
紹
介
す
る
に
あ
た
り
生
徒
会
長
の
牧
島

美
夢
さ
ん
、
副
会
長
の
舘
　
詩
織
さ
ん
、
萩
谷
勇
太
さ
ん
、
三
名

の
三
年
生
に
お
話
を
伺
っ
て
き
ま
し
た
。

■
太
田
中
学
校
は
ど
ん
な
学
校
で
す
か
？

　
ま
だ
、
緊
張
感
も
抜
け
な
い
時
間
に
い
き
な
り
抽
象
的
な
質
問

を
し
ま
し
た
が
、
一
生
懸
命
考
え
答
え
て
く
れ
ま
し
た
。

一
、
体
育
祭
や
太
中
祭
の
練
習
・
準
備
等
に
、
ク
ラ
ス
の
み
ん
な

で
積
極
的
に
取
り
組
む
団
結
力
の
あ
る
学
校
で
す
。

二
、
部
活
に
は
み
ん
な
が
積
極
的
に
参
加
し
て
い
て
、
特
に
体
育

系
の
部
活
は
成
績
も
良
い
結
果
が
出
て
い
ま
す
。

三
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
活
動
を
通
じ
て
、
生
徒
全
員
が
元
気
な
挨
拶
を
行
う

学
校
で
す
。

■
Ｔ
Ｐ
Ｐ
活
動
と
は
？

　
Ｔ
Ｐ
Ｐ
活
動
と
は
、
太
中
　

プ
ラ
イ
ド
ア
ッ
プ
　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
こ
と
で
す
。
挨
拶
・
時
間
・
清
掃
・
身
だ
し
な
み
の
四
つ
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
元
気
な
挨
拶
が
飛
び
交
い
、

時
間
を
守
り
、
校
内
の
美
化
に
努
め
、
け
じ
め
あ
る
身
だ
し
な
み

の
生
徒
が
集
う
太
田
中
学
校
に

す
る
活
動
で
す
。

　
こ
の
活
動
は
、
平
成
二
十
五

年
度
の
生
徒
会
が
発
案
・
声
掛

け
を
し
て
始
ま
っ
た
活
動
で
、

正
規
の
委
員
会
活
動
と
は
別
に

お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
生
徒
に

参
加
義
務
は
な
く
、
参
加
を
希

望
し
た
生
徒
約
一
〇
〇
名
に
よ

っ
て
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
参

加
す
る
生
徒
は
「
挨
拶
」「
時

間
」「
清
掃
」「
身
だ
し
な
み
」

を
担
当
す
る
四
班
に
分
か
れ
、

毎
週
一
回
行
う
「
班
の
会
議
」

と
各
班
の
リ
ー
ダ
ー
と
生
徒
会

役
員
で
行
わ
れ
る
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
サ

ミ
ッ
ト
」
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
勿
論
、
先
生
た
ち
の
ア
ド
バ
イ
ス
や
協
力
を
得
て
の
活
動
で
す

が
、
生
徒
の
発
案
で
ス
タ
ー
ト
し
、
希
望
す
る
生
徒
た
ち
で
運
営

さ
れ
て
い
る
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
活
動
」
の
説
明
に
思
わ
ず
「
す
ご
い
ね
！
」

の
こ
と
ば
が
出
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
最
後
に
生
徒
会
長
が
「
正
式
な
委
員
会
活
動
と
の
調
整
等
に
苦

労
す
る
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
、
先
輩
た
ち
が
苦
労
し
て
ス
タ
ー
ト

さ
せ
た
、
こ
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
活
動
を
後
輩
た
ち
に
し
っ
か
り
繋
ぎ
た
い
」

「
で
も
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
活
動
が
無
く
て
も
太
田
中
学
校
で
学
ん
で
い
れ
ば
、

「
元
気
な
挨
拶
」「
時
間
を
守
る
」「
身
の
回
り
の
美
化
」「
正
し
い

身
だ
し
な
み
」
が
自
然
と
身
に
付
く
。
そ
ん
な
太
田
中
学
校
に
な

っ
た
ら
い
い
ん
だ
け
れ
ど
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

（
五
十
嵐  

弘
）　 

た
ち
ゅ
う

舘　詩織さん
（副会長）

牧島　美夢さん
（会　長）

萩谷　勇太さん
（副会長）
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食
欲
の
秋
と
は
よ
く
い
っ
た
も

の
で
、
秋
に
な
る
と
必
ず
買
い
に

行
か
な
く
ち
ゃ
と
思
う
和
菓
子
が
、

「
芋
よ
う
か
ん
」。
女
性
が
好
き
と

定
番
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
焼
き
芋

よ
り
、
実
は
こ
ち
ら
の
方
が
数
段

好
き
で
す
（
正
直
に
告
白
し
ち
ゃ

い
ま
す
）。
玉
喜
屋
さ
ん
に
い
そ

い
そ
と
車
を
走
ら
せ
る
喜
び
っ
た

ら
あ
り
ま
せ
ん
。
ひ
ん
や
り
と
し

た
羊
羹
を
数
セ
ン
チ
包
丁

で
切
り
、
厚
い
渋
茶
と
一

緒
に
い
た
だ
く
、
日
本
人

で
よ
か
っ
た
な
ん
て
、
お

約
束
の
つ
ぶ
や
き
も
し
ち

ゃ
い
ま
す
。
早
く
秋
が
こ

な
い
か
な
、
る
ん
る
ん
。

　
今
年
の
芋
よ
う
か
ん
の

発
売
は
、
お
彼
岸
あ
け
の
予
定
だ

そ
う
で
す
。
詳
し
く
は
お
店
に
お

問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

（
塩
原
慶
子
）　

 

常
陸
太
田
市
和
田
町
一
六
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電
話
　
八
五
ー
〇
一
〇
六 

　
営
業
時
間

　
　
八
時
〜
十
八
時
三
十
分

 

定
休
日

　
　
木
曜
日
（
祝
日
は
除
く
）

　
こ
の
本
は
シ
リ
ー
ズ
に
な
っ
て
お

り
第
六
部
が
完
結
編
と
な
っ
て
い

ま
す
。
一
冊
で
は
物
足
り
な
く
て

全
部
購
入
し
ま
し
た
。
二
匹
は
ま
っ

暗
な
小
屋
の
中
で
知
り
会
い
ま
す
。

顔
も
見
え
ず
鼻
も
効
か
な
い
中
わ

か
る
の
は
お
互
い
の
声
だ
け
で
す
。

話
し
を
し
て
い
る
う
ち
に
気
持
ち

が
通
じ
合
っ
て
く
る
の
を
感
じ
た
。

そ
の
時
ピ
カ
ッ
と
い
な
ず
ま
が
ひ
か

り
お
互
い
の
顔
が
見
え
た
と
思
っ

た
が
あ
ま
り
の
ま
ぶ
し
さ
に
目
を

つ
ぶ
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
ん
度
は
ゴ
ロ

ゴ
ロ
と
か
み
な
り
の
音
に
お
ど
ろ
い

て
二
匹
は
お
も
わ
ず
し
っ
か
り
と
か

ら
だ
を
よ
せ
あ
っ
て
し
ま
う
。
実

は
こ
の
二
匹
か
み
な
り
が
大
の
に
が

て
だ
っ
た
。
そ
の
事
で
お
互
い
気
を

良
く
し
て
次
に
会
う
約

束
を
し
た
。

　
名
ま
え
も
顔
も
知
ら

な
い
ま
ま
、
合
言
葉
は
「
あ

ら
し
の
よ
る
に
」。
次
の

日
の
お
昼
に
小
屋
の
前
で

会
う
事
に
な
っ
た
。
約
束

の
日
の
お
昼
、
小
屋
の
前

に
姿
を
見
せ
た
の
は
「
オ

オ
カ
ミ
」
と
「
ヤ
ギ
」
だ
っ
た
。

お
互
い
び
っ
く
り
、
オ
オ
カ
ミ
は
恐

ろ
し
い
動
物
だ
と
ヤ
ギ
は
思
っ
て
い

た
が
何
よ
り
も
友
情
を
大
切
に
す

る
ら
し
い
。
二
匹
は
お
弁
当
を
持
っ

て
岩
山
の
て
っ
ぺ
ん
へ
ピ
ク
ニ
ッ
ク
に

出
掛
け
た
。
そ
の
後
も
二
匹
は
な

か
よ
く
遊
ん
で
い
た
が
森
の
動
物

た
ち
の
う
わ
さ
が
広
が
り
ヤ
ギ
の

仲
間
か
ら
は
オ
オ
カ
ミ
に
会
う
事

を
止
め
ら
れ
る
。
ま
た
オ
オ
カ
ミ

も
仲
間
か
ら
疑
い
の
目
で
見
ら
れ

る
様
に
な
っ
た
。
オ
オ
カ
ミ
ガ
ブ
と

ヤ
ギ
の
メ
イ
の
友
情
は
い
つ
ま
で
続

く
の
か
。

　
私
達
人
間
の
世
界
で
も
こ
ん
な

に
友
情
を
大
切
に
で
き
る
の
で
し

ょ
う
か
？

『
キ
キ
ョ
ウ
・
桔
梗（
キ
キ
ョ
ウ
科
）』

7

『
あ
ら
し
の
よ
る
に
』
　
関
 

浩
子
（
赤
土
町
）

　
日
本
全
土
に
分
布
す
る
多
年
草
。

日
当
た
り
の
良
い
草
原
に
生
育
し
、

七
月
〜
九
月
に
青
紫
の
大
き
な

花
を
咲
か
せ
ま
す
。
秋
の
七
草

の
代
表
的
な
草
花
と
し
て
親
し

ま
れ
て
い
る
植
物
で
、
か
つ
て

は
人
家
付
近
の
草
原
に
普
通
に

生
育
し
て
い
ま
し
た
。
栽
培
さ

れ
る
こ
と
も
多
く
、
園
芸
種
と

し
て
改
良
も
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

自
生
種
と
の
区
別
は
難
し
い
よ

う
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
キ
キ
ョ
ウ

は
環
境
省
や
茨
城
県
の
レ
ッ
ド

リ
ス
ト
（
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ

る
野
生
生
物
の
種
の
リ
ス
ト
）

に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

理
由
は
、
近
年
の
草
地
の
管
理

放
棄
に
よ
っ
て
生
育
地
が
藪
に

な
り
、
全
国
的
に
激
減
し
た
こ

と
に
よ
り
ま
す
。
市
内
で
も
過

去
の
自
生
地
を
再
調
査
し
て
み

る
と
ほ
と
ん
ど
の
場
所
で
絶
滅

状
態
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
カ

ワ
ラ
ナ
デ
シ
コ
や
オ
ミ
ナ
エ
シ

も
秋
の
七
草
で
す
が
、
同
様
に

減
少
し
て
い
ま
す
。
人
家
付
近

の
雑
木
林
や
草
原
は
人
と
の
関

わ
り
が
少
な
く
な
り
、
荒
廃
傾

向
に
あ
り
ま
す
。
植
物
の
世
界

に
も
大
き
な
影
響
が
出
て
い
る

こ
と
に
危
機
感
を
も
つ
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
安
嶋
隆
）　

『
玉
喜
屋
本
店
』
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篠
原
香
山
と
太
田
地
方

新
太
田
点
描
12

　
香
山
は
涸
沼
の
ほ
と
り
海
老
沢
村（
現
・
茨
城
町
）で
享

和
三
年（
一
八
〇
三
）に
生
ま
れ
た
。諱
を
吉
信
と
云
い
、通

称
は
所
三
郎
ま
た
は
寛
と
称
し
た
。香
山
は
そ
の
号
で
あ

る
。農
業
の
傍
ら
水
戸
藩
士
で
画
人
の
立
原
杏
所
や
松
平

雪
山
に
画
を
学
び
、ま
た
独
学
で
和
歌
や
俳
句
を
習
得
す

る
な
ど
地
元
で
は
、風
流
文
雅
の
趣
の
あ
る
知
識
人
と
し

て
知
ら
れ
て
い
た
。明
治
二
十
九
年（
一
八
九
六
）に
九
十
四

歳
で
没
し
た
。

　
安
政
二
年（
一
八
五
五
）二
月
、香
山
こ
の
時
五
十
三
歳
、

俳
人
芭
蕉
の
著「
奥
の
細
道
」に
憧
れ
て
、そ
の
足
跡
を
辿

る
た
め
に
海
老
沢
村
の
自
宅
を
出
立
し
た
の
は
十
三
日

の
早
朝
で
あ
っ
た
。

　
香
山
は
、こ
の
時
の
旅
の
始
終
を「
東
奥
紀
行
」別
名「
み

ち
の
く
小
記
」と
題
し
て
所
々
に
挿
絵
を
描
き
な
が
ら
書

き
残
し
て
い
る
。上
巻
は
海
老
沢
村
自
宅
か
ら
松
島
ま
で

の
道
中
を
、中
巻
に
は
、仙
台
、松
島
、塩
釜
の
情
景
等
を
、

ま
た
下
巻
は
欠
い
て
い
る
が
た
ぶ
ん
松
島
か
ら
自
宅
ま

で
の
帰
り
道
が
記
載
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。以
下
、

太
田
地
方
に
関
す
る
部
分
を
大
略
的
に
紹
介
し
よ
う
。

　
　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

　
十
三
日
朝
、出
立
に
際
し
て
家
族
・
友
人
・
親
類
縁
者
等

見
送
り
の
人
た
ち
が
水
戸
ま
で
送
っ
て
き
て
く
れ
た
の

で
城
下
で
惜
別
の
盃
を
交
わ
し
、那
珂
川
を
舟
で
渡
り
青

柳
、菅
谷
を
通
過
し
て
額
田
に
宿
を
と
っ
た

　
翌
十
四
日
、天
気
晴
れ
わ
た
っ
て
い
て
朝
風
が
身
に
し

み
た
が
早
々
に
宿
を
出
立
し
て
久
慈
川
の
河
合
へ
の
渡

し
に
着
い
た
。こ
の
間
の
大
雨
に
て
洪
水
は
畑
に
ま
で
達

し
青
麦
や
野
菜
ま
で
浸
し
て
い
た
。川
留
め
が
解
か
れ
た

ば
か
り
で
急
流
は
矢
を
射
る
が
如
く
で
あ
っ
た
が
、同
乗

者
六
人
と
一
緒
に
渡
っ
た
。磯
部
の
宿
に
至
る
数
町
の
桜

並
木
は
早
や
咲
き
が
所
々
ほ
こ
ろ
び
て
朝
日
に
映
え
る

風
情
が
美
し
く
、太
田
へ
の
道
筋
も
ま
た
桜
並
木
で
あ
る
。

こ
の
時
ふ
と
見
上
げ
る
と
、帰
雁
の
一
群
が
鳴
き
な
が
ら

飛
ん
で
い
た
の
で
、水
戸
八
景
の
太
田
落
雁
に
擬
し
て

　
　
　
千
町
廣
田
有
一
望
　
景
擬
看
宜
太
田
名

　
　
　
早
桜
綻
所
廻
頭
立
　
霞
外
遥
聞
落
雁
聲

　
此
処
に
は
太
田
落
雁
の
碑
石
が
建
っ
て
い
る
。

　
太
田
の
町
か
ら
里
野
宮
を
過
ぎ
て
町
屋
入
口
に
一
つ

の
土
橋
が
あ
り
藤
蔓
の
手
す
り
を
両
端
に
付
け
て
い
る
。

橋
の
上
西
側
は
峩
々
と
し
た
石
壁
さ
な
が
ら
の
屏
風
を

立
て
た
様
で
あ
る
。急
流
は
石
に
咽
ん
で
流
聲
急
雨
音
を

催
し
仙
境
に
入
る
が
如
く
で
あ
っ
た
。

　
程
な
く
し
て
玉
廉
の
観
音
に
至
る
。玉
た
れ
の
瀧
は
観

音
堂
の
後
ろ
の
縁
よ
り
見
る
様
が
大
変
良
い
。

　
　
　
落
ち
て
来
る
水
に
は
あ
ら
で
瀧
の
面
は

　
　
　
　
　
　
み
な
し
ら
玉
の
ち
る
か
と
ぞ
見
る

　
　
　
曽
聞
此
地
有
飛
泉
　
未
見
観
音
高
閣
邊

　
　
　
最
怪
九
霄
銀
漢
水
　
化
成
白
玉
散
堂
前

　
此
の
瀧
の
奇
景
が
最
も
よ
い
。玉
た
れ
観
世
音
は
安
産

の
お
守
り
が
出
る
。

　
上
淵
よ
り
小
里
川
に
沿
っ
て
行
く
。急
流
石
に
砕
け
て

白
い
泡
は
あ
た
か
も
雪
を
流
す
が
如
く
様
な
れ
ば
、

　
　
　
水
上
に
消
や
ら
ぬ
雪
を
た
く
わ
え
て

　
　
　
　
　
　
な
が
し
や
す
ら
ん
里
川
の
上

　
河
原
野
、小
菅
、此
の
邊
り
ま
で
は
と
り
わ
け
難
所
で

あ
る
。折
橋
、小
中
を
過
ぎ
て
徳
田
に
と
ま
る
。

　
　
　
夜
も
す
が
ら
雨
の
ふ
る
か
と
お
も
ひ
し
は

　
　
　
　
　
　
岩
そ
そ
ぐ
水
の
音
に
そ
有
け
る

　
十
五
日
晴
れ
、宿
を
出
て
境
の
明
神
社
へ
参
詣
す
る
。

常
陸
、奥
州
の
境
な
り
。松
の
枝
、南
へ
ば
か
り
出
る
。山

水
の
小
流
南
北
へ
流
れ
る
也
。

　
　
　
古
さ
と
は
い
づ
れ
そ
れ
と
も
し
ら
雲
の

　
　
　
　
　
　
か
か
れ
る
か
た
を
詠
と
そ
励
ま
し

　
　
　
我
く
に
の
今
や
境
の
宮
す
ぎ
て

　
　
　
　
　
　
お
く
白
川
の
路
ぞ
は
る
け
き

　
是
よ
り
白
川
領
上
の
関
上
河
内
村
に
至
れ
ば
梅
の
花

盛
り
に
開
き
た
り
。い
と
珍
し
く
お
も
ひ
ぬ
。〈
以
下
、略
〉

　
　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

　
拙
い
意
訳
文
で
あ
る
が
、こ
れ
を
読
ん
で
今
を
旅
す
る

人
は
ど
う
思
う
で
あ
ろ
う
か
。　
　
　
　
　（
吉
成
英
文
）

こ
う
　
ざ
ん

東奥紀行の書き出しと玉廉の滝


