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市
長
の

つ
ぶ
や
き

　

５
月
に
は
八
日
市
場
東

照
宮
の
例
大
祭
が
行
わ
れ

ま
す
。
今
年
の
１
月
に
拝

見
し
た
八
重
垣
神
社
に
奉

納
さ
れ
た
絵
馬
の
中
に
、

「
日
光
参
拝
」
に
関
係
し

た
も
の
が
３
枚
あ
り
ま
し

た
。

　

徳
川
家
康
を
神
格
化
し

た
東
照
大
権
現
を
主
祭
神

と
す
る
日
光
東
照
宮
は
、

日
本
全
国
の
東
照
宮
の
総

本
社
と
さ
れ
ま
す
。江
戸
時
代
、「
日
光
社
参
」

と
し
て
将
軍
家
が
参
拝
し
た
こ
と
な
ど
か
ら

庶
民
に
も
東
照
宮
参
拝
が
広
ま
っ
た
の
で
し

ょ
う
。

　

市
内
に
は
江
戸
時
代
か
ら
昭
和
に
至
る
観

音
霊
場
や
出
羽
三
山
な
ど
の
「
巡
拝
塔
」
が

存
在
し
ま
す
。
そ
の
う
ち
「
日
光
」
と
刻
ま

れ
た
も
の
は
１
８
３
０
年
代
の
２
基
の
み
で
、

い
ず
れ
も
「
善
光
寺
」
や
「
秩
父
霊
場
」
と
合

わ
せ
た
巡
拝
塔
で
す
。

　

１
８
９
０
（
明
治
23
）
年
に
八
重
垣
神
社

へ
納
め
ら
れ
た
絵
馬
に
は
、
男
性
４
人
の
先せ

ん

達だ
つ

や
世
話
人
と
女
性
10
人
の
奉
納
者
名
と
徒

歩
で
日
光
へ
向
か
う
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
女
性
は
尻し

り

端は

折し
ょ

り
し
た
着
物
姿
に
こ
う

も
り
傘
を
差
し
、
車
夫
と
２
台
の
人
力
車
、

２
本
の
小
旗
に
は
こ
の
絵
馬
が
納
め
ら
れ
た

前
年
に
町
村
合
併
で
誕
生
し
た
新
町
名
「
福

岡
町（
八
日
市
場
町
の
前
身
名
）」と
こ
の
一

行
の
名
「
新
講
社
」、
左
上
部
分
に
は
日
光

の
社
寺
へ
の
入
り
口
、
朱
塗
り
の
神し

ん

橋き
ょ
う

が
描

か
れ
て
い
ま
す
。

　

も
う
１
枚
は
１
９
０
８
（
明
治
41
）
年
に

奉
納
さ
れ
、
女
性
８
人
の
名
と
茶
店
で
く
つ

ろ
い
で
い
る
様
子
、
左
上
部
分
に
は
同
じ
く

神
橋
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
１
８
９
７
（
明

治
30
）
年
に
現
在
の
Ｊ
Ｒ
総
武
本
線
東
京
―

銚
子
間
が
開
通
し
て
お
り
、
こ
の
参
拝
は
列

車
を
利
用
し
た
の
で
し
ょ
う
。

　

あ
と
の
１
枚
は
表
面
の
剥は

く

落ら
く

が
目
立
ち
神

橋
の
み
が
わ
ず
か
に
確
認
で
き
る
状
態
で
奉

納
年
や
講
員
名
を
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

八
日
市
場
東
照
宮
に
信
者
の
集
ま
り
で
あ

る
「
講
社
」
が
明
治
の
中
頃
に
存
在
し
、
無

事
に
日
光
参
拝
で
き
た
こ
と
で
、「
日
光
参

拝
」の
絵
馬
を
奉
納
し
た
の
で
し
ょ
う
。

（
市
文
化
財
審
議
会
委
員
・
依
知
川
雅
一
）
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
５
類
に

移
行
し
て
か
ら
初
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク

を
迎
え
ま
す
。
旅
行
会
社
の
調
査
に
よ
り
ま

す
と
、
期
間
中
の
旅
行
者
数
は
、
国
内
旅
行

が
前
年
比
１
０
０
・
９
％
の
２
２
８
０
万
人

と
ほ
ぼ
横
ば
い
と
な
っ
て
い
る
一
方
、
海
外

旅
行
は
前
年
比
１
６
７
・
７
％
の
52
万
人
に

上
っ
て
お
り
、
円
安
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
海

外
旅
行
の
需
要
が
高
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
は
ま
と
ま
っ
た
休

み
が
取
り
や
す
い
一
方
、
普
段
よ
り
多
く
の

人
が
移
動
す
る
期
間
で
も
あ
り
、
旅
費
も
割

高
で
す
。
連
休
だ
か
ら
と
無
理
を
せ
ず
、
家

で
ま
っ
た
り
過
ご
す
の
も
良
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。
今
月
号
の
２
・
３
ペ
ー
ジ
に
掲
載

し
て
い
る
新
緑
の
観
光
情
報
な
ど
を
頼
り
に
、

市
内
散
策
や
飲
食
店
巡
り
に
出
か
け
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
際
に

は
、
皆
さ
ん
に
も
市
内
の
情
報
発
信
の
協
力

を
お
願
い
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
れ
を
お
読
み
に
な
る
頃
に
は
、

多
く
の
田
ん
ぼ
で
田
植
え
が
進
み
、
い
よ
い

よ
匝
瑳
市
ら
し
い
風
景
が
楽
し
め
る
時
期
と

な
り
ま
す
。
今
回
は
そ
の
お
米
に
つ
い
て
少

し
触
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
は
、

お
米
の
基
準
で
一
等
や
二
等
と
い
う
表
現
を

聞
い
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
？　

こ
の

基
準
は
お
米
の
品
位
等
検
査
を
行
っ
て
い
る

農
産
物
検
査
官
が
、
お
米
の
粒
が
そ
ろ
っ
て

い
る
か
、
着
色
が
な
い
か
、
汚
れ
や
割
れ
が

な
い
か
、
水
分
含
有
量
は
ど
う
か
な
ど
の
品

質
検
査
を
行
い
、
何
等
級
で
あ
る
か
の
評
価

を
す
る
も
の

で
す（
ち
な

み
に
こ
の
等

級
は
食
味
の

格
付
け
で
は

な
い
そ
う
で

す
）。
昨
年
の
夏
は
記
録
的
な
猛
暑
の
影
響

な
ど
も
あ
り
、
お
米
の
高
温
障
害
が
全
国
的

に
発
生
し
、
米
ど
こ
ろ
と
し
て
知
ら
れ
る
新

潟
県
な
ど
を
含
め
た
11
県
で
一
等
比
率
が
前

年
よ
り
10
ポ
イ
ン
ト
以
上
低
下
し
ま
し
た
。

一
方
、
千
葉
県
の
一
等
比
率
は
上
昇
し
、
前

年
比
１
・
５
ポ
イ
ン
ト
増
の
88
・
3
％
と
な

り
、
全
国
３
位
と
な
り
ま
し
た
。
千
葉
県
は

早
場
米
の
栽
培
が
盛
ん
な
こ
と
か
ら
、
高
温

障
害
を
受
け
や
す
い
時
期
の
影
響
や
農
業
用

水
の
渇
水
を
回
避
で
き
た
こ
と
が
功
を
奏
し

た
と
み
ら
れ
ま
す
。

　

今
後
は
環
境
に
配
慮
し
た
農
業
を
よ
り
推

進
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
既
に
本
市

で
も
水
稲
生
産
者
に
よ
り
、
安
全
で
安
心
な

ち
ば
エ
コ
基
準
で
の
特
別
栽
培
や
有
機
栽
培

で
の
米
作
り
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

お
米
に
と
ど
ま
ら
ず
市
内
産
農
産
物
の
品

質
が
優
れ
て
い
る
こ
と
を
皆
さ
ん
に
も
広
く

知
っ
て
い
た
だ
く
と
共
に
、
私
も
積
極
的
な

情
報
発
信
を
行
い
市
内
産
農
産
物
の
知
名
度

向
上
や
新
た
な
販
路
の
拡
大
に
つ
な
げ
て
ま

い
り
ま
す
。

　

皆
さ
ん
市
内
産
の
お
米
を
た
く
さ
ん
食
べ

ま
し
ょ
う
。

 

匝
瑳
市
長
　

宮
内
康
幸

千
葉
県
の
お
米
が
全
国
第
３
位

18広報そうさ 2024 .5 月号


