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市
長
の

つ
ぶ
や
き

　

４
月
３
日
（
水
）、
吉

田
地
区
で
「
招し

ょ
う

魂こ
ん

社し
ゃ

」
と

呼
ば
れ
る
戦
没
者
慰
霊
祭

が
行
わ
れ
ま
す
。
地
区
の

中
心
に
あ
る
吉
田
小
学
校

や
保
育
所
に
隣
接
し
て
熊

野
神
社
が
あ
り
、
そ
れ
を

背
に
す
る
よ
う
に
招
魂
社

が
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

招
魂
社
は
明
治
維
新
の

殉
難
者
慰
霊
の
た
め
各
地

で
ま
つ
ら
れ
、
東
京
招
魂

社
は
１
８
７
９
（
明
治
12
）
年
「
靖
国
神
社
」

に
、
地
方
で
も
「
護
国
神
社
」
と
改
称
さ
れ

た
と
さ
れ
ま
す
。

　

境
内
に
あ
る
「
招
魂
社
の
い
わ
れ
」
の
案

内
板
に
は
、
１
９
１
２
（
明
治
45
）
年
に
帝

国
在
郷
軍
人
会
吉
田
村
分
会
が
設
立
し
た
と

あ
り
ま
す
。
同
会
は
傷し

ょ
う

痍い

軍
人
や
軍
人
遺
族

の
救
護
な
ど
を
目
的
に
明
治
43
年
に
発
足
し
、

分
会
は
市
区
町
村
内
の
会
員
で
組
織
さ
れ
た

と
い
い
ま
す
。

　

１
９
１
６
（
大
正
５
）
年
の
吉
田
村
の
世

帯
数
２
８
０
戸
、
人
口
１
５
９
０
人
、
村
在

郷
軍
人
会
の
会
員
は
95
人
で
し
た
。

　

１
９
０
４
（
明
治
37
）
年
２
月
か
ら
翌
年

９
月
に
か
け
て
の
日
露
戦
争
に
は
境
内
の

「
従
軍
紀
念
碑
」
に
よ
る
と
、
吉
田
村
か
ら

33
人
が
出
征
し
ま
し
た
。
碑
は
終
戦
後
、
１

９
０
５
（
明
治
38
）
年
12
月
に
建
て
ら
れ
ま

し
た
が
、
碑
に
名
の
刻
ま
れ
た
出
征
兵
士
の

う
ち
１
人
の
戦
死
が
生
家
に
伝
え
ら
れ
た
も

の
の
、
後
に
無
事
帰
郷
し
た
こ
と
が
当
時
の

新
聞
で
報
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

本
社
右
側
に
あ
る
高
さ
60
㎝
ほ
ど
の
墓
塔

は
１
８
７
７
（
明
治
10
）
年
の
西
南
戦
争
に

出
征
し
、
現
在
の
熊
本
県
山
鹿
市
で
戦
死
し

た
人
の
も
の
で
、
招
魂
社
が
ま
つ
ら
れ
た
た

め
こ
こ
に
移
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
「
招
魂
社
の
い
わ
れ
」
に
よ
る
と
、
西
南

戦
争
か
ら
先
の
太
平
洋
戦
争
ま
で
の
戦
没
者

１
１
４
柱
が
ま
つ
ら
れ
た
と
さ
れ
ま
す
。

　

４
月
３
日
の
戦
没
者
慰
霊
祭
は
、
招
魂
社

創
立
の
１
９
１
２
年
か
ら
１
１
０
年
余
り
続

き
、
か
つ
て
は「
招
魂
祭
」や「
村
の
春
季
祭

日
」、「
三
の
午う

ま

」
と
も
い
わ
れ
、
に
ぎ
わ
い

を
見
せ
ま
し
た
。

　
「
英
霊
に
対
す
る
感
謝
と
平
和
の
尊
さ
を

永
く
後
世
に
伝
承
を
祈
念
し
」、「
招
魂
社
を

ま
も
る
会
」に
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。

（
市
文
化
財
審
議
会
委
員
・
依
知
川
雅
一
）
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本
市
へ
の
延
伸
を
待
ち
望
ん
で
お
り
ま
し

た
銚
子
連
絡
道
路
の
横
芝
光
町
か
ら
匝
瑳
市

ま
で
の
二
期
区
間
が
い
よ
い
よ
３
月
31
日
に

開
通
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
開
通
に
よ
り
地

域
の
活
性
化
な
ど
今
後
多
く
の
効
果
を
発
揮

す
る
も
の
と
大
い
に
期
待
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

　

ま
た
、
開
通
を
記
念
し
て
先
に
行
わ
れ
た

イ
ベ
ン
ト「
匝
瑳
市
・
横
芝
光
町
ス
カ
イ
ウ

ォ
ー
ク
☆
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」で
は
子
ど
も
か

ら
大
人
ま
で
、
道
路
を
埋
め
尽
く
す
ほ
ど
大

勢
の
人
に
参
加
を
い
た
だ
き
、
普
段
歩
く
こ

と
の
で
き
な
い
道
を
そ
れ
ぞ
れ
に
楽
し
ん
で

い
た
だ
き
、
記
憶
に
残
る
素
晴
ら
し
い
開
通

記
念
イ
ベ
ン
ト
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

皆
さ
ま
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

さ
て
、
生
涯
学
習
に
つ
い
て
私
も
昨
年
開

催
さ
れ
た
立
正
大
学
デ
リ
バ
リ
ー
カ
レ
ッ
ジ

に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
あ
ら
た
め
て
学

ぶ
こ
と
の
楽
し
さ
を
感
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
デ
リ
バ
リ
ー
カ
レ
ッ
ジ
は
同
大

学
と
の
包
括
連
携
協
定
の
締
結
に
よ
り
開
催

さ
れ
た
も
の
で
、
同
大
学
の
教
授
が
「
知
的

刺
激
と
感
動
を
得
ら
れ
る
生
涯
学
習
」
の
場

を
提
供
し
よ
う
と
実
施
し
て
い
る
事
業
で
す
。

私
が
参
加
し
た
回
は
「
江
戸
の
も
の
づ
く
り 

技
術
立
国
日
本
の
礎
は
こ
こ
に
あ
り
」
と
題

す
る
も
の
で
、
江
戸
か
ら
続
く
も
の
づ
く
り

に
よ
り
、
か
ら
く
り
人
形
か
ら
電
機
へ
、
釘

か
ら
ス
プ
ー
ン
や
フ
ォ
ー
ク
へ
、
楽
器
か
ら

オ
ー
ト
バ
イ
へ
と
派
生
さ
せ
て
い
っ
た
お
話

は
と
て
も
興
味
深
い
も
の
で
し
た
。

　

生
涯
学
習
と
は
、
一
般
的
に
「
生
涯
を
通

じ
て
生
活
や
職
業
能
力
の
向
上
、
自
己
の
充

実
を
目
指
し

て
各
人
が
自

発
的
意
志
に

基
づ
き
、
必

要
に
応
じ
て
、

自
己
に
適
し

た
手
段
・
方
法
を
選
ん
で
行
う
こ
と
」
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

生
涯
学
習
の
原
点
は「
家
庭
教
育
」で
、
生

涯
学
習
の
基
礎
を
培
う「
学
校
教
育
」、
生
涯

学
習
で
人
間
を
磨
く「
社
会
教
育
」、
地
域
に

根
ざ
し
た
学
習
活
動
を
進
め
る「
団
体
活
動
」、

個
性
豊
か
な
学
習
活
動
を
展
開
す
る「
民
間

教
育
」
が
あ
り
ま
す
。
匝
瑳
市
で
は
、
そ
れ

ら
の
活
動
を
支
援
・
推
進
し
、
ま
た
そ
の
学

習
の
成
果
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
生
涯
学

習
社
会
を
目
指
し
、
学
校
・
家
庭
・
地
域
お

よ
び
各
関
係
機
関
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、

各
種
事
業
の
実
施
に
努
め
て
い
ま
す
。
今
月

号
の
６
・
７
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
各
種

講
座
や
教
室
も
そ
の
一
つ
で
す
が
、
そ
れ
ぞ

れ
に
合
っ
た
学
び
を
見
つ
け
、
人
生
１
０
０

年
時
代
と
呼
ば
れ
る
時
代
が
訪
れ
て
い
る
な

か
、
人
生
を
豊
か
に
す
る
大
切
な
も
の
と
し

て
生
涯
学
習
に
取
り
組
ん
で
み
ま
せ
ん
か
？

　

先
の
３
月
定
例
会
で
は
議
員
各
位
の
ご
理

解
の
も
と
、
新
年
度
予
算
を
含
む
32
議
案
に

可
決
・
同
意
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
月
号

で
新
た
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
て

お
り
ま
す
が
、
今
住
む
人
が
幸
せ
に
暮
ら
し
、

若
者
や
子
ど
も
た
ち
が
住
み
続
け
る
地
域
づ

く
り
に
ま
い
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。
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