
市
長
の

つ
ぶ
や
き

匝瑳探訪

　

今
月
下
旬
、
山
桑（
匝

瑳
地
区
）
医
光
院
で
曽
我

観
音
三
十
三
年
本
御
開
帳

が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
像

は
聖し

ょ
う

観か
ん

世ぜ

音お
ん

菩
薩
で『
匝

瑳
郡
誌
』（
大
正
10
年
刊
）

に
、「
曽
我
兄
弟
の
守
り
本

尊
を
こ
の
像
の
首
に
納
め

た
こ
と
か
ら
、
首
籠こ

も
り

の
観
音
」と
呼
ば
れ
た
と
あ

り
ま
す
。
同
書
に
は
こ
の

他
、
山
桑
村
に
移
り
住
ん

だ
と
さ
れ
る
鬼
王
家
や
虎
御
前
な
ど
曽
我
兄

弟
の
仇あ

だ

討
ち
に
関
す
る
話
も
載
っ
て
い
ま
す
。

　

曽
我
兄
弟
の
仇
討
ち
は
、
１
１
９
２
年

（
鎌
倉
時
代
）
に
現
在
の
静
岡
県
富
士
宮
市

で
発
生
し
、
日
本
三
大
仇
討
ち
の
一
つ
と
さ

れ
ま
す
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
歌
舞
伎
や

浄
瑠
璃
な
ど
で
演
じ
ら
れ
、
全
国
的
に
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

旧
八
日
市
場
市
の
歴
史
を
調
べ
て
い
た
時
、

１
７
５
０
年
代
に
書
か
れ
た
椿
の
海
干
拓
な

ど
を
ま
と
め
た
史
料
の
中
に
、
鬼
王
家
に
つ

い
て
書
か
れ
た
興
味
深
い
も
の
を
目
に
し
ま

し
た
。

　
「
匝
瑳
郡
生
尾
に
鬼
王
家
ゆ
か
り
の
寺
が

あ
る
」
と
い
う
記
述
で
し
た
。
正
し
く
は
山

桑
村
で
す
が
、「
オ
イ
ヲ
」
の
地
名
と「
オ
ニ

オ
ウ
」
と
を
結
び
付
け
た
も
の
で
、
こ
れ
が

曽
我
兄
弟
の
墓（
＝
写
真
右
下
）に
影
響
を
与

え
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
曽
我
兄
弟
に
関

す
る
墓
所
・
祠
や
虎
御
前
の
伝
承
は
全
国
的

に
点
在
す
る
と
さ
れ
、
市
内
山
桑
医
光
院
で

も
こ
れ
ら
が
そ
ろ
っ
て
お
り「
曽そ

我が

物も
の

」が
こ

の
地
域
に
も
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

曽
我
観
音
に
関
す
る
「
略り

ゃ
く

縁え
ん

起ぎ

」
の
書
か

れ
た
版
木
も
残
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
医

光
院
参
拝
者
に
配
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
内

容
は
山
桑
村
の
起
こ
り
か
ら
観
音
像
の
由
来
、

そ
の
ご
利
益
な
ど
で
す
。
医
光
院
は
寺
名

な
ど
か
ら
薬
師
如
来
を
信
仰
す
る
寺
（
薬
師

堂
）（
＝
写
真
左
）
で
、
棟む

な

札ふ
だ

な
ど
か
ら
１
６

４
６
（
正
保
３
）
年
ご
ろ
か
ら
諸
堂
、
諸
仏

が
整
え
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。

　

三
十
三
年
本
御
開
帳
は
、
文
字
通
り
三
十

三
年
に
一
度
の
行
事
で
、
前
回
は
１
９
８
９

（
平
成
元
）
年
、
本
堂
（
＝
写
真
右
上
）
新
築

の
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

匝
瑳
市
指
定
文
化
財
で
も
あ
る
曽
我
観
音

を
直
接
拝
観
で
き
、
仏
縁
を
結
ぶ
機
会
と
も

な
る
で
し
ょ
う
。

（
市
文
化
財
審
議
会
委
員
・
依
知
川
雅
一
）
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暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
と
言
う
よ
う
に
、

厳
し
い
残
暑
は
よ
う
や
く
落
ち
着
き
は
じ
め
、

朝
晩
は
涼
し
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
ね
。

　

さ
て
、
先
月
、
敬
老
の
日
が
ご
ざ
い
ま
し

た
が
、
本
市
で
は
、
本
年
度
末
ま
で
に
１
０

０
歳
を
迎
え
ら
れ
る
方
が
21
名
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。
改
め
て
長
寿
の
お
祝
い
を
申
し
上

げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の
内
、
お
二

方
の
元
へ
訪
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
大
変
お
元

気
な
姿
を
拝
見
し
た
際
に
は
、
い
よ
い
よ
人

生
１
０
０
年
時
代
に
突
入
し
た
な
と
感
じ
た

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
の
発
表
に
よ
り
ま
す
と
、
昨

年
の
日
本
人
の
平
均
寿
命
は
女
性
が
87
・
09

歳
、
男
性
が
81
・
05
歳
と
な
り
、
コ
ロ
ナ
禍

の
影
響
も
あ
っ
て
前
の
年
を
下
回
っ
た
そ
う

で
す
が
、
全
国
の
１
０
０
歳
以
上
の
高
齢
者

の
数
は
前
年
よ
り
増
加
し
、
過
去
最
多
の
９

万
２
１
３
９
人
と
な
り
ま
し
た
。
誰
も
自
分

が
何
歳
ま
で
生
き
る
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

こ
の
数
字
を
見
て
い
る
と
、
誰
も
が
１
０
０

歳
以
上
ま
で
生
き
る
こ
と
が
普
通
の
こ
と
と

な
る
よ
う
な
気
が
し
て
き
ま
す
。

　

長
生
き
す
る
こ
と
自
体
、
肯
定
的
な
印
象

を
受
け
ま
す
が
、
老
後
が
長
く
な
る
と
い
う

見
方
か
ら
す
る
と
、
不
安
な
こ
と
も
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
迎
え
る
人
生
１
０

０
年
時
代
。
長
生
き
す
る
こ
と
が
幸
せ
な
こ

と
と
す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
身
体
が
健
康

で
あ
る
こ
と
が
基
本
で
す
。

　

最
近
、
よ
く
見
聞
き
す
る
言
葉
に
「
健
康

寿
命
」
が
あ
り
ま
す
。
健
康
で
自
立
し
た
生

活
を
送
れ
る

期
間
の
こ
と

を
こ
の
よ
う

に
呼
び
ま
す

が
、
こ
の
健

康
寿
命
と
平

均
寿
命
に
は
約
10
年
の
開
き
が
あ
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
開
き
を
縮
め
る
こ
と
は
、

人
生
１
０
０
年
時
代
に
質
の
高
い
生
活
を
送

る
う
え
で
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。

健
康
寿
命
を
延
ば
す
こ
と
は
、
何
か
特
別
な

こ
と
で
は
な
く
、
普
段
の
生
活
に
密
接
に
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
の
積
み
重
ね
で
す
。
こ
こ

数
年
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
、
生
活
習
慣
が

乱
れ
た
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
乱
れ

た
生
活
習
慣
を
改
善
す
る
た
め
に
具
体
的
な

生
活
目
標
を
立
て
て
行
動
す
る
こ
と
も
、
健

康
寿
命
を
延
ば
す
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

市
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
健
康
寿
命
の
延

伸
と
健
康
の
保
持
増
進
を
目
的
に
、
健
康
診

査
お
よ
び
短
期
人
間
ド
ッ
ク
の
保
健
事
業
、

生
活
習
慣
病
や
そ
の
傾
向
が
あ
る
人
を
早
期

に
発
見
し
、
予
防
や
早
期
治
療
に
つ
な
げ
て

い
く
た
め
の
健
康
診
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
誰
で
も
簡
単
に
筋
力
ア
ッ
プ
が
で
き

る
「
い
き
い
き
百
歳
体
操
」
の
取
り
組
み
も

進
め
て
い
ま
す
。

　

秋
は
食
欲
の
秋
で
も
あ
り
ま
す
が
、
ス
ポ

ー
ツ
の
秋
に
重
点
を
お
い
て
体
を
動
か
し
て

み
ま
せ
ん
か
？　

と
自
分
に
も
言
い
聞
か
せ

つ
つ
、
今
月
の
つ
ぶ
や
き
と
い
た
し
ま
す
。

　

 

匝
瑳
市
長
　

宮
内
康
幸

い
よ
い
よ
人
生
１
０
０
年
時
代

14広報そうさ 2023 .10月号


