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私
た
ち
が
取
材
に
お
伺
い
し
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

【
前
列
右
か
ら
】

　

大　

里
支
館　

櫻
井　

大
一

　

南
大
井
支
館　

倉
内　

さ
よ

　

西
小
諸
支
館　

金
子　

美
江

　

北
大
井
支
館　

竹
節　

正
勝

【
後
列
右
か
ら
】

　

中　

央
支
館　

神
津
眞
美
子

　

川　

辺
支
館　

前
田　

和
子

　

三　

岡
支
館　

塩
川
ひ
ろ
み

　

中　

央
支
館　

木
内　

那
穂

　
「
公
民
館
報
」
は
、
昭
和
二
十

四
年
に
第
一
号
が
発
行
さ
れ
て
か

ら
毎
月
発
行
し
て
い
ま
す
。
こ
の

公
民
館
報
を
作
っ
て
い
る
の
が

「
館
報
編
集
委
員
」
で
す
。
各
支

館
か
ら
一
名
ず
つ
（
中
央
支
館
は

二
名
）
推
薦
さ
れ
、
月
二
回
公
民

館
報
の
原
稿
校
正
や
次
号
の
検
討

な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
支
館
・
分
館
の
行
事
へ

取
材
に
お
伺
い
し
、
記
事
を
書
き

ま
す
。
記
事
に
す
る
こ
と
で
、
市

民
の
皆
様
に
地
域
情
報
を
提
供
し

地
域
の
文
化
・
伝
統
を
継
承
や
発

展
に
つ
な
げ
ら
れ
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

　

公
民
館
報
で
地
域
と
人
、
人
と

人
が
「
つ
な
が
る
」
こ
と
が
で
き

る
よ
う
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
の

で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

神
・
淡
路
大
震
災
や
東
日
本
大
震

災
等
の
教
訓
か
ら
、
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
大
切
さ
が
再
認
識
さ
れ

ま
し
た
が
、
さ
ら
に
最
近
「
事
前

復
興
」
と
い
う
考
え
が
注
目
さ
れ

て
い
ま
す
。
事
前
復
興
と
は
、
災

害
が
起
き
て
か
ら
復
興
（
建
物
や

イ
ン
フ
ラ
も
で
す
が
、
街
・
人
の

復
興
も
）
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

る
の
で
は
な
く
、
現
在
住
む
地
域

を
ど
の
よ
う
に
良
く
し
て
い
く
か

を
学
習
・
実
践
し
て
い
く
こ
と
に

よ
っ
て
防
災
や
復
興
が
ス
ム
ー
ズ

に
進
め
ら
れ
る
と
い
う
考
え
で
す
。

平
素
か
ら
地
域
づ
く
り
や
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
づ
く
り
に
つ
い
て
の
学
習

を
進
め
る
公
民
館
は
こ
こ
で
も
大

き
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。

二
、
自
ら
学
ぼ
う
と
す
る
市
民
ニ

ー
ズ
に
応
え
、
生
涯
に
わ
た
る

生
き
が
い
づ
く
り
に
生
か
さ
れ

る
学
習
を
支
援
す
る
。

　

全
国
各
地
で
は
、
公
民
館
が
カ

ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
化
し
て
い
る

と
い
う
反
省
の
声
も
あ
り
ま
す
が
、

住
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
よ
う
各

種
教
室
・
学
級
・
講
座
を
充
実
さ

せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
で
の
学

習
を
通
し
て
趣
味
・
教
養
を
高
め

た
り
、
交
流
を
深
め
自
主
サ
ー
ク

ル
に
発
展
さ
せ
た
り
す
る
な
ど
生

き
が
い
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
る
よ

う
支
援
し
ま
す
。

考
え
ま
す
。
こ
こ
な
ら
安
心
し
て

子
育
て
が
で
き
る
。
そ
し
て
老
い

て
も
み
ん
な
で
楽
し
く
生
活
で
き

る
。
そ
ん
な
想
い
に
対
し
て
も
お

手
伝
い
で
き
る
よ
う
な
公
民
館
活

動
で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
趣
味
や
教
養
を
高
め

る
学
習
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
る
こ

と
と
、
地
域
課
題
に
関
す
る
学
習

へ
の
支
援
に
重
点
を
置
き
、
次
の

二
点
を
引
き
続
き
基
本
方
針
と
し

ま
す
。

一
、
共
に
支
え
合
う
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
づ
く
り
を
め
ざ
し
、
生

活
課
題
・
地
域
課
題
に
関
す
る

学
習
と
実
践
を
支
援
す
る
。

　
「
地
域
で
子
ど
も
は
育
つ
」
と

よ
く
言
わ
れ
ま
す
し
、「
住
み
な
れ

た
地
域
で
暮
ら
し
続
け
た
い
」
と

多
く
の
方
が
願
っ
て
い
ま
す
。
す

で
に
各
地
区
で
は
い
ろ
い
ろ
な
支

え
合
い
活
動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
更
な
る
充
実
を
め
ざ
し
、
地

域
の
課
題
を
明
確
に
し
地
域
の
多

く
の
方
と
協
働
し
た
実
践
に
つ
な

が
る
よ
う
な
学
習
の
場
を
設
け
て

い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
ま
す
。

　

ま
た
、
防
災
に
お
い
て
も
、
阪

　

社
会
の
変
化
や
生
活
様
式
・
価

値
観
の
多
様
化
に
伴
い
地
域
も
大

き
く
変
わ
り
、
環
境
、
福
祉
、
教

育
、
防
災
、
防
犯
、
地
域
の
活
性

化
等
々
、
多
く
の
地
域
が
様
々
な

課
題
に
直
面
し
て
い
ま
す
。
ま
た

少
子
高
齢
化
に
起
因
す
る
諸
問
題

も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら

の
現
状
か
ら
、
身
近
な
学
習
の
拠

点
、
地
域
づ
く
り
の
拠
点
と
し
て

の
公
民
館
の
役
割
が
ま
す
ま
す
注

視
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　

小
諸
市
で
は
、
基
本
計
画
の
中

に
「
市
民
が
主
体
的
に
学
べ
る
生

涯
学
習
の
場
を
提
供
し
、
生
き
が

い
づ
く
り
の
た
め
の
学
び
に
対
す

る
支
援
を
行
う
」「
住
民
自
ら
が

自
ら
の
地
域
を
創
っ
て
い
く
と
い

う
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
に
、

市
民
と
と
も
に
み
ん
な
が
暮
ら
し

や
す
い
地
域
づ
く
り
を
進
め
る
」

を
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

　

小
諸
市
公
民
館
で
も
こ
れ
ら
を

受
け
、
公
民
館
は
学
習
の
場
で
あ

る
と
い
う
観
点
か
ら
、
住
民
自
ら

が
「
生
き
が
い
づ
く
り
」
と
「
地

域
づ
く
り
」
に
つ
な
が
る
学
習
と

実
践
を
進
め
て
い
く
よ
う
支
援
す

る
こ
と
が
重
要
な
役
目
で
あ
る
と

小
諸
市
公
民
館
基
本
運
営
方
針

― 

生
き
が
い
づ
く
り
・
地
域
づ
く
り
の
お
手
伝
い 

―

子
育
て
も
安
心 

老
い
て
も
楽
し
い

平
成
二
十
八
年
度

公
民
館
報
編
集
委
員
の
紹
介




