
２０１３･５・２６ 手 良 民 報 第３２１号
あなたもお読みください

真実つたえ希望はこぶ

しんぶん 赤旗
日刊 １カ月 ３４００円

日曜版１カ月 ８００円

生活相談はお気軽に

電話７８－０９４３

〈赤旗読者に配達〉

発 行

日本共産党・手良支部

169

橋
下
維
新
の
会
の
慰
安

婦
発
言
は
許
せ
な
い
！

維
新
の
会
の
橋
下
大
阪
市

長
の
「
戦
時
中
従
軍
慰
安
婦

は
必
要
だ
っ
た
」
と
か
、
ア

メ
リ
カ
軍
関
係
者
に
「
米
兵

に
風
俗
業
を
活
用
し
て
は
ど

う
か
」
と
提
案
し
た
と
い
う

一
件
は
、
ど
ち
ら
も
断
じ
て

許
さ
れ
な
い
発
言
で
す
。

お
ま
け
に
、
ア
メ
リ
カ
軍

に
対
す
る
発
言
は
、
不
適
切

と
反
省
し
ま
し
た
が
、
従
軍

慰
安
婦
の
件
は
、
発
言
で
お

騒
が
せ
し
た
と
は
言
い
ま
し

た
が
、
撤
回
は
し
ま
せ
ん
で

し
た
。
維
新
の
会
の
石
原
代

表
も
そ
れ
で
よ
し
と
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
何
と
い
う
政

党
で
し
ょ
う
か
。

戦
時
中
、
沖
縄
に
は
た
く

さ
ん
の
従
軍
慰
安
所
が
あ
り

ま
し
た
。
韓
国
や
北
朝
鮮
か

ら
騙
さ
れ
て
連
れ
て
来
ら
れ
、

逃
げ
る
こ
と
も
許
さ
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
多
く
の
人
が
証

言
し
て
い
ま
す
。
十
代
の
女

性
も
い
ま
し
た
。

ま
さ
に
戦
争
の
狂
気
で
す
。

そ
う
し
た
犯
罪
行
為
を
、

「
戦
争
の
た
め
に
は
必
要
だ
っ

た
」
と
言
っ
て
、
恥
じ
な
い

人
が
政
党
の
代
表
や
市
長
と

し
て
は
、
あ
る
ま
じ
き
発
言

で
す
。

安
倍
首
相
も
侵
略
戦
争

だ
っ
た
と
認
め
な
い

安
倍
首
相
は
、
井
上
さ
と

し
参
議
院
議
員
の
国
会
質
問

で
、
第
２
次
世
界
大
戦
で
日

本
が
起
こ
し
た
戦
争
に
つ
い

て
、
侵
略
戦
争
と
認
め
ま
せ

ん
で
し
た
。

で
す
か
ら
、
維
新
の
会
と

い
っ
し
ょ
に
、
「
憲
法
改
定

は
９
６
条
か
ら
変
え
て
行
く
」

と
意
見
が
一
致
し
て
い
ま
す
。

９
６
条
を
最
初
に
変
え
て
、

憲
法
改
定
の
ハ
ー
ド
ル
を
、

国
会
議
員
の
３
分
の
２
の
発

議
か
ら
、
２
分
の
１
の
発
議

に
下
げ
て
、
そ
の
次
は
、
憲

法
９
条
改
定
が
待
っ
て
い
ま

す
。憲

法
９
条
を
変
え
れ
ば
、

海
外
で
ア
メ
リ
カ
と
い
っ
し
ょ

に
戦
争
が
で
き
る
か
ら
で
す
。

自
民
党
の
憲
法
草
案
に
は
、

基
本
的
人
権
の
尊
重
と
い
う

一
条
が
無
く
な
り
、
言
論
の

自
由
も
「
公
益
に
反
し
な
い

限
り
」
尊
重
す
る
と
変
え
ま

す
。基

本
的
人
権
と
、
言
論
の

自
由
は
、
戦
争
を
す
る
た
め

に
は
制
限
が
必
要
だ
か
ら
で

す
。憲

法
改
悪
を
阻
止
す
る
た

め
に
、
日
本
を
海
外
で
戦
争

す
る
国
に
し
な
い
た
め
に
、

参
議
院
選
挙
を
共
に
た
た
か

い
ま
し
ょ
う
！

５
月
20
日

市
議
会
議
員

柳
川
ひ
ろ
み

ひ
ろ
み
通
信

手
良
地
区
活
性
化
会
議

企
画
委
員
会
の
「
て
ら

コ
ン
実
行
委
員
会
」
に

よ
り
４
月
２
８
日
に
昨

年
１
１
月
に
続
い
て
第

２
回
目
の
「
て
ら
コ
ン
」
が
行

わ
れ
た
▼
活
性
化
会
議
の
企
画

委
員
会
は
以
前
は
手
良
坂
の
花

壇
の
管
理
な
ど
を
中
心
に
行
っ

て
い
た
が
、
そ
れ
は
善
意
の
個

人
の
人
が
や
る
よ
う
に
な
り
、

昨
年
か
ら
は
「
て
ら
コ
ン
」
に

変
わ
っ
た
▼
花
壇
の
管
理
も
大

変
で
あ
る
が
「
て
ら
コ
ン
」
は

い
っ
そ
う
重
い
課
題
で
あ
る
。

少
子
高
齢
社
会
を
迎
え
て
、
手

良
地
区
の
活
性
化
の
た
め
に
も

大
事
な
課
題
で
あ
る
▼
参
加
者

は
昨
年
は
３
６
名
、
今
年
は
３

３
名
で
あ
る
が
、
い
ま
ど
き

「
田
舎
」
で
若
い
人
に
こ
れ
だ

け
集
ま
っ
て
も
ら
う
の
は
至
難

の
業
と
思
わ
れ
る
。
実
行
委
員

会
の
ス
タ
ッ
フ
の
み
な
さ
ん
の

努
力
と
配
慮
に
敬
意
を
表
し
た

い
▼
「
パ
ー
ト
ナ
ー
探
し
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
気
の
合
う
新

た
な
友
達
に
出
逢
え
る
」
イ
ベ

ン
ト
と
し
て
呼
び
か
け
て
い
る

が
、
パ
ー
ト
ナ
ー
が
見
つ
か
れ

ば
そ
れ
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い

が
、
今
の
若
い
人
達
は
な
か
な

か
友
達
を
作
る
機
会
も
少
な
い

ら
し
い
の
で
そ
の
こ
と
も
大
切

な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
▼

こ
の
出
会
い
を
機
会
に
パ
ー
ト

ナ
ー
が
出
来
、
結
婚
し
、
子
供

が
生
ま
れ
れ
ば
、
地
区
と
し
て

も
大
変
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
結
婚
は
基
本
的
に
は

個
人
の
問
題
な
の
で
側
か
ら
は

願
い
、
祈
る
し
か
な
い
。
若
い

人
達
の
奮
起
を
期
待
し
た
い
。

（
Ｔ
）

てらのさと

手
良
地
区
を
元
気
に
し
よ

う
、
活
性
化
し
よ
う
と
い
う

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
も
と

に
、
昨
年
１
１
月
に
続
い
て
、

田
舎
で
開
く
ス
ポ
ー
ツ
合
コ

ン
ー
「
て
ら
コ
ン
」
第
２
回

目
が
４
月
２
８
日
に
手
良
小

学
校
体
育
館
、
野
口
公
民
館

を
会
場
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

参
加
者
に
手
良
の
良
さ
を

わ
か
っ
て
も
ら
う
と
と
も
に
、

出
逢
い
を
創
造
す
る
場
と
し

て
、
パ
ー
ト
ナ
ー
探
し
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
気
の
合
う

新
た
な
友
達
に
出
会
え
る
イ

ベ
ン
ト
と
し
て
手
良
地
区
活

性
化
促
進
会
議
企
画
委
員
会

が
計
画
し
た
も
の
で
す
。

当
日
は
２
０
歳
以
上
の
男

性
２
１
名
、
女
性
１
２
名
が

参
加
し
、
実
行
委
員
会
の
ス

タ
ッ
フ
９
名
が
活
躍
し
に
ぎ

や
か
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

地
元
手
良
か
ら
は
男
性
９

名
が
参
加
し
ま
し
た
。

最
初
に
手
良
小
学
校
体
育

館
で
み
ん
な
で
ト
リ
ム
バ
レ
ー

を
楽
し
み
ま
し
た
。

「
て
ら
コ
ン
プ
ロ
フ
ィ
ー

ル
」
と
し
て
各
人
の
名
前
、

ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
、
年
齢
、
仕

事
、
趣
味
（
特
技
）
、
好
き

な
こ
と
（
も
の
）
、
ア
ピ
ー

ル
ポ
イ
ン
ト
、
メ
ッ
セ
ー
ジ

等
を
書
い
た
も
の
が
壁
に
掲

示
さ
れ
各
人
が
ア
ピ
ー
ル
し

ま
し
た
。

そ
の
後
会
場
を
野
口
公
民

館
に
移
し
席
は
自
由
に
と
り

自
己
紹
介
の
後
、
飲
食
も
あ
っ

て
フ
リ
ー
ト
ー
ク
タ
イ
ム
で

そ
れ
ぞ
れ
自
由
に
懇
談
し
ま

し
た
。

二
次
会
は
市
内
の
カ
ラ
オ

ケ
に
１
５
人
が
参
加
し
雰
囲

気
を
変
え
て
い
っ
そ
う
懇
親

を
深
め
ま
し
た
。

次
回
は
秋
９
月
に
予
定
し

て
い
ま
す
。

３
３
名
が
参
加
し
て

２
回
目
の
「
て
ら
コ
ン
」

ク
リ
ン
ソ
ウ
が
花
期
を
迎

え
ま
し
た
羽
柴
晴
雄
さ
ん
宅

野
口
中
組
の
羽
柴
晴
雄
さ
ん

の
ク
リ
ン
ソ
ウ
が
花
期
を
迎
え

て
い
ま
す
。

羽
柴
さ
ん
の
家
の
東
、
北
側

の
空
き
地
に
ク
リ
ン
ソ
ウ
が
群

生
し
て
お
り
最
盛
期
に
は
見
事

な
花
の
よ
う
で
す
。

ク
リ
ン
ソ
ウ
（
九
輪
草
）
は

山
間
地
の
、
比
較
的
湿
潤
な
場

所
に
生
育
し
、
花
は
花
茎
を
中

心
に
円
状
に
つ
き
、
そ
れ
が
数

段
に
重
な
る
姿
が
仏
閣
の
屋
根

に
あ
る
「
九
輪
」
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
名
前
の
由
来
と
な
っ

て
い
る
よ
う
で
す
。

こ
の
ク
リ
ン
ソ
ウ
は
１
５
年

ほ
ど
前
に
市
の
頒
布
会
で
貰
っ

た
二
本
の
苗
を
定
植
し
毎
年
種

子
を
採
取
し
そ
れ
を
家
の
東
、

北
側
に
播
種
し
て
増
や
し
、
そ

れ
が
今
は
広
く
群
生
し
た
と
の

こ
と
で
す
。

そ
の
場
所
は
コ
ケ
が
生
え
る

く
ら
い
に
湿
潤
な
場
所
で
あ
っ

た
の
で
適
地
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

花
の
見
ご
ろ
は
６
月
の
上
旬

こ
ろ
で
す
が
、
羽
柴
さ
ん
の
同

級
生
や
野
口
の
高
齢
者
ク
ラ
ブ

な
ど
が
す
で
に
見
学
を
予
定
し

て
い
る
そ
う
で
す
。

（
Ｔ
）

クリンソウ

「てらコン」フリートークタイム

平
成
２
２
年
に
中
坪

の
「
鐘
付
の
堤
」
の
改

修
工
事
が
行
わ
れ
、
そ

の
時
に
記
念
に
土
手
に

植
え
た
二
十
二
本
の
ハ

ナ
モ
モ
が
今
年
は
花
を

つ
け
ま
し
た
。

八
重
咲
き
も
あ
り
、

色
々
の
種
類
の
花
が
時

期
も
違
っ
て
咲
く
よ
う

で
す
。

来
年
は
も
っ
と
き
れ

い
に
見
事
に
咲
く
と
思

わ
れ
ま
す
の
で
山
懐
の

静
か
な
場
所
で
お
花
見

が
期
待
さ
れ
ま
す
。

（
Ｔ
）

「鐘付の堤」のハナモモ

６
月
１
日
の
講
演
会
の
成

功
を

手
良
９
条
の

会
５
月
１
５
日
に
「
手
良
９
条
の

会
」
の
役
員
会
が
あ
り
当
面
の
活

動
に
つ
い
て
話
し
合
い
ま
し
た
。

憲
法
問
題
は
「
風
雲
急
を
告
げ
」
、

参
議
院
選
挙
の
一
大
争
点
と
な
っ

て
い
る
中
で
、
悔
い
を
残
す
こ
と

の
な
い
よ
う
に
、
み
ん
な
で
、
憲

法
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
勉
強

し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
当
面
は

６
月
１
日
の
講
演
会
を
成
功
さ
せ

よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

講
演
会

日
時

６
月
１
日
（
土
）

午
後
６
時
３
０
分
よ
り

場
所

手
良
憩
い
の
家

講
師「
今
、
な
ぜ
憲
法
９
条
か
」

「鐘付の堤」のハナモモが咲きました
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小
松
利
江

４
月
１
４
日
号
、
「
し
ん

ぶ
ん
赤
旗
」
の
日
曜
版
に
興

味
深
い
コ
ラ
ム
が
目
に
つ
い

た
。棺

桶
の
記
事
が
本
当
に
細

か
く
書
い
て
あ
っ
た
り
死
の

考
え
方
が
こ
こ
ま
で
出
来
る

の
と
。

今
ま
で
、
何
と
な
く
世
間

話
の
中
で
断
捨
離
と
か
、
終

末
支
度
と
か
、
遺
産
相
続
な

ど
、
残
し
て
置
い
て
は
困
る

身
の
回
り
を
出
来
る
う
ち
に

整
理
す
る
、
こ
れ
が
精
一
杯

の
最
後
の
仕
事
だ
と
思
っ
て

い
た
。

棺
桶
も
最
高
級
品
に
な
る

と
３
０
０
万
円
も
す
る
そ
う

な
。
形
式
ば
っ
た
葬
儀
に
な

る
と
た
だ
流
さ
れ
て
段
取
り

に
つ
い
て
ゆ
く
の
が
精
一
杯

で
悲
し
み
は
後
々
に
な
っ
て

出
て
く
る
事
が
良
く
判
っ
た
。

永
遠
の
別
れ
の
葬
式
を
生

前
に
す
る
、
本
当
に
で
き
る

だ
ろ
う
か
、
私
は
夫
を
見
送
っ

て
か
ら
死
と
い
う
本
当
の
意

味
が
心
の
奥
底
に
し
み
こ
ん

で
離
れ
な
い
。

先
日
テ
レ
ビ
で
も
入
棺
体

験
を
し
て
い
た
。
夫
婦
で
話

し
合
い
が
で
き
て
、
奥
さ
ん

が
見
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、

近
親
者
の
み
に
取
り
囲
ま
れ

て
静
か
に
執
り
行
わ
れ
る
葬

儀
を
見
た
。

お
試
し
だ
と
判
っ
て
い
て

も
白
装
束
で
棺
桶
の
中
に
横

た
わ
っ
て
い
る
姿
を
見
た
と

き
、
生
と
死
を
一
度
に
見
た

よ
う
な
言
葉
に
は
で
き
な
い

感
情
が
脳
裏
を
グ
ル
グ
ル
回
っ

て
い
た
。

お
骨
を
海
や
山
に
ま
く
こ

と
さ
え
抵
抗
を
感
じ
て
い
た

の
に
、
時
代
の
流
れ
は
凄
い

な
あ
と
思
い
な
が
ら
、
死
に

方
も
、
病
も
自
分
で
は
選
べ

な
い
現
実
を
、
ど
う
考
え
た

ら
よ
い
の
か
。

死
後
の
こ
と
は
遺
書
に
残

し
て
置
く
こ
と
は
必
要
な
こ

と
だ
し
置
く
べ
き
だ
と
思
う
。

高
齢
者
ク
ラ
ブ
で
自
分
の

最
後
の
生
き
方
を
考
え
る
勉

強
会
を
予
定
し
て
い
る
の
で
、

専
門
の
先
生
の
話
を
聞
い
て

勉
強
を
し
た
い
と
思
う
。

（
つ
づ
く
）

生
活
雑
記

（
お
ね
が
い
）

身
近
な
出
来
事
を
、
早
く
皆
さ

ん
に
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
何
か
あ
り
ま
し
た
ら
左
記

ま
で
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

七
八
―
〇
九
四
三

高
橋

「入
棺
体
験
ー
一
緒
に
い

か
が
」の
記
事
を
読
ん
で

俳
句

春

風

高
橋

忠

春
風
が
堆
肥
の
匂
運
び
来
る

白
菜
の
丸
か
ろ
う
と
し
て
露
の
朝

百
舌
啼
き
て
瀬
音
リ
ズ
ム
を
整
へ
り

日
脚
伸
ぶ
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
陽
の
は
じ
け

鳥
の
巣
の
あ
ら
は
に
見
え
て
冬
木
立

「
手
良
誌
」
編
集
を

振
り
返
っ
て
③

（
二
）
資
料
の
所
在
と
今
後
の

課
題

歴
史
を
ま
と
め
る
の
に
第
一

に
必
要
な
の
は
、
何
と
言
っ
て

も
史
料
で
す
。

史
料
に
は
、
事
実
が
記
録
さ

れ
た
文
献
資
料
が
先
ず
挙
げ
ら

れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
手
良
の
場

合
「
大
久
保
文
書
」
が
筆
頭
格

で
し
ょ
う
。
手
良
誌
に
も
断
っ

て
あ
り
ま
す
が
、
第
一
級
の
史

料
と
い
え
ま
す
。

ご
承
知
の
よ
う
に
江
戸
時
代

の
手
良
は
幕
府
の
直
轄
領
す
な

わ
ち
天
領
で
し
た
。
天
領
は
通

常
は
代
官
が
支
配
一
切
を
仕
切

り
ま
す
。
テ
レ
ビ
の
「
水
戸
黄

門
」
で
は
、
悪
代
官
が
悪
徳
商

人
と
結
託
し
て
賄
賂
を
仲
立
ち

に
様
々
な
悪
事
を
働
き
ま
す
。

菓
子
折
り
の
中
身
は
ず
っ
し
り

と
重
い
小
判
で
「
ふ
っ
ふ
っ
ふ
っ
、

三
河
や
お
ぬ
し
も
悪
よ
の
う
」

と
い
う
や
り
取
り
が
定
番
で
す

が
、
実
際
に
は
そ
ん
な
悪
事
が

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
あ
っ
た
の
で
は

民
衆
は
た
ま
り
ま
せ
ん
。

手
良
に
関
し
て
は
、
そ
う
い

う
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
記
録
は
残
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、
手
良
誌
７
２

ペ
ー
ジ
に
は
通
達
の
例
と
し
て

「
飯
田
に
駐
在
す
る
役
人
衆
へ

音
物(

い
ん
も
つ)

を
贈
っ
て
は

な
ら
な
い
」
と
い
う
一
行
が
あ

り
ま
す
。

音
物
と
は
賄
賂
の
こ
と
で
す
。

そ
う
い
う
事
実
が
あ
っ
た
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
お
触
れ
が
出
さ
れ

た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

手
良
を
支
配
し
た
の
は
、
千

村
平
右
衛
門
（
ち
む
ら
へ
い
え

も
ん
）
と
い
う
大
名
格
の
旗
本

で
、
本
拠
地
は
、
前
に
も
書
い

た
通
り
久
々
利
で
し
た
。

そ
の
久
々
利
に
は
、
家
老
職

に
当
た
る
者
以
下
数
十
人
が
駐

在
し
、
実
際
に
伊
那
谷
の
村
々

１
１
か
村
を
預
り
治
め
た
の
は
、

飯
田
荒
町
の
代
官
所
で
し
た
。

村
々
か
ら
の
報
告
や
幕
府
や

代
官
所
の
命
令
、
争
い
ご
と
の

訴
訟
文
書
な
ど
は
、
こ
の
飯
田

の
代
官
所
に
保
管
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

明
治
維
新
の
際
、
飯
田
代
官

所
に
残
さ
れ
た
膨
大
な
文
書
の

処
分
に
当
た
っ
て
、
そ
れ
を
引

き
取
り
保
管
し
た
の
が
、
大
鹿

村
の
大
久
保
家
で
し
た
。
大
鹿

村
も
千
村
の
預
か
り
地
で
あ
っ

た
関
係
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
大
久
保
家
で
も
そ

の
保
管
に
困
り
、
結
局
下
伊
那

と
上
伊
那
の
各
教
育
界
（
教
員

の
組
織
）
が
そ
れ
ぞ
れ
の
関
連

文
書
を
も
ら
い
受
け
整
理
し
ま

し
た
。
し
た
が
っ
て
千
村
関
係

の
文
書
を
「
大
久
保
文
書
」
と

言
う
わ
け
で
す
。

上
伊
那
の
分
は
現
在
伊
那
市

創
造
舘
に
収
納
さ
れ
て
い
ま
す
。

手
良
誌
も
大
い
に
利
用
さ
せ
て

も
ら
い
ま
し
た
。

後
は
各
村
の
旧
家
に
残
さ
れ

て
い
る
文
書
が
頼
り
で
す
が
、

共
有
文
書
と
し
て
中
坪
、
野
口
、

八
ツ
手
、
下
手
良
に
残
っ
て
い

る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

中
で
も
中
坪
の
郷
倉(

ご
う

く
ら)

に
保
存
さ
れ
て
い
る
も

の
に
は
大
事
な
文
書
が
あ
り
、

例
え
ば
寛
文
９
年
（
１
６
６
９

年
）
の
検
地
帳
等
は
大
変
貴
重

な
も
の
で
す
。

野
口
の
場
合
、
区
で
保
管
し

て
い
る
共
有
文
書
は
明
治
維
新

以
後
の
も
の
が
殆
ど
で
、
そ
れ

以
前
の
も
の
は
名
主
な
ど
村
役

人
を
や
っ
た
旧
家
に
分
散
的
に

所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

八
ツ
手
や
下
手
良
も
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
共
有
の
も
の
が
少

な
く
個
人
蔵
が
多
い
よ
う
で
す
。

手
良
誌
作
成
に
当
た
り
、
そ

れ
ら
を
詳
細
に
調
べ
る
能
力
的

時
間
的
余
裕
が
な
く
、
多
く
は

「
伊
那
市
史
」
作
成
の
時
に
各

旧
家
の
文
書
を
調
査
し
て
コ
ピ
ー

を
取
っ
た
も
の
が
市
史
編
纂
資

料
室
（
こ
れ
も
創
造
舘
内
）
に

あ
り
、
そ
の
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
。

（
北
原

明
）

小松栄子

丁
度
八
重
咲
き
の
ピ
ン
ク

の
桜
が
満
開
で
し
た
。

長
野
県
を
中
心
に
活
躍
し

て
い
る
富
士
見
町
の
演
歌
歌

手
中
山
た
か
し
さ
ん
の
歌
謡

シ
ョ
ー
あ
り
、
地
元
の
歌
手

が
正
装
し
て
の
カ
ラ
オ
ケ
あ

り
、
詩
吟
ク
ラ
ブ
の
吟
詠
も

あ
っ
て
賑
や
か
に
行
わ
れ
ま

し
た
。

蟹
沢
桜
公
園
は
平
成
１
３

年
に
日
本
桜
協
会
か
ら
４
種

類
の
苗
木
７
０
本
の
寄
贈
を

受
け
て
手
良
地
区
農
業
振
興

委
員
会
と
地
元
の
み
な
さ
ん

に
よ
り
開
設
さ
れ
、
以
後
は

蟹
沢
耕
地
に
よ
り
管
理
さ
れ

て
い
ま
す
。

絵手紙教室やっています

連
絡
先

高
橋

七
八
‐
〇
九
四
三蟹沢桜公園

吟
行
を
行
う

井
上
井
月
を
偲
ぶ
句
会

手
良
公
民
館
と
「
井
上
井
月

を
偲
ぶ
句
会
」
に
よ
る
、
散
策

を
し
て
俳
句
を
創
る
「
吟
行
」

は
四
月
十
九
日
の
午
後
、
笠
原

の
「
六
道
の
堤
」
で
行
い
、
八

名
が
参
加
し
ま
し
た
。
選
者
・

助
言
者
は
春
日
愚
良
子
先
生
。

今
年
は
桜
は
散
っ
た
後
で
し

た
が
、
堤
の
周
り
を
散
策
し
水

に
浮
か
ぶ
鴨
や
花
筏
を
見
な
が

ら
俳
句
を
創
り
ま
し
た
。

風
が
強
く
寒
く
な
り
ま
し
た

の
で
早
々
に
そ
こ
を
引
き
上
げ
、

会
場
を
郷
之
坪
集
会
所
に
移
し

て
俳
句
を
ま
と
め
、
選
句
を
し

て
先
生
の
評
を
聞
き
ま
し
た
。

先
生
よ
り
吟
行
は
外
へ
出
て

集
中
し
て
物
を
良
く
見
て
い
る

か
ら
、
そ
つ
が
な
く
偏
り
が
な

く
い
い
句
が
出
来
る
、
自
分
を

空
に
し
て
自
然
を
見
る
、
出
来

る
だ
け
言
葉
を
省
略
す
る
こ
と

が
大
事
な
ど
の
話
が
あ
り
ま
し

た
。そ

の
後
先
生
を
囲
ん
で
宴
と

な
り
、
俳
句
や
井
月
の
話
、
四

方
山
話
に
花
が
咲
き
ま
し
た
。

当
日
の
俳
句
は

強
風
に
あ
お
ら
れ
桜
木
姿
出
し

小
松
栄
子

強
い
風
し
が
み
つ
い
て
る
桜
か

な

酒
井
要
子

春
嵐
ヒ
メ
オ
ド
リ
コ
ソ
ウ
の

こ
ぞ
り
た
つ

高
橋

忠

悠
然
と
山
は
あ
る
な
り
桜
散

る

高
橋
き
ん
よ

初
蝶
が
ネ
ギ
の
畝
間
を
飛
ん

で
行
く

高
橋
正
行

桜
橤(

し
べ)

花
に
も
勝
る
色

留
む

向
山
光
子

花
過
ぎ
て
山
裾
の
邑(

む
ら)

静
か
な
り

宮
原
達
明

春
疾
風
風
筋
見
せ
て
沼
光
る

春
日
愚
良
子
（
選
者
）

な
お
、
過
日
、
「
長
野
日

報
」
に
も
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

「六道の堤」吟行

蟹
沢
桜
公
園
で
お
花

見

野
口
高
齢
者
ク
ラ
ブ

４
月
２
５
日
に
野
口
高

齢
者
ク
ラ
ブ
が
蟹
沢
桜
公

園
で
約
５
０
人
が
参
加
し

て
お
花
見
を
行
い
ま
し
た
。

区
と
社
協
が
共
催
。


