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新
年 明

け
ま
し
て 

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

昨
年
は
、
四
月
の
情
報
館
竣
工
式
、
な
ら
び
に
第

二
回
勉
強
会
か
ら
始
ま
り
、
多
く
の
方
々
に
ご
参
加

い
た
だ
き
ま
し
た
。
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

一
方
、
昨
年
中
に
先
進
地
視
察
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
深
く
お
詫
び
い
た
し
ま

す
。
三
月
ま
で
に
は
実
行
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す

が
、
何
か
と
お
忙
し
い
時
期
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す

が
、
ご
理
解
御
協
力
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

 

ま
た
、
新
年
以
降
、
勉
強
会
も
再
開
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
勉
強
会
に
つ
き
ま
し
て
は
、
工

学
院
大
学
の
後
藤
先
生
に
お
願
い
し
て
き
ま
し
た

が
、
文
化
庁
の
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
の
担
当

調
査
官
に
も
来
て
い
た
だ
き
、
自
由
な
討
論
を
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

本
紙
「
上
条
報
告
」
も
二
十
号
を
数
え
ま
す
。
で

き
る
だ
け
内
容
を
濃
く
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す

が
、
時
間
に
追
わ
れ
て
十
分
な
内
容
に
な
か
な
か
で

き
な
い
で
い
ま
す
。
引
き
続
き
、
ご
意
見
ご
感
想
を

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。 

本
年
も
よ
ろ
し
く 

お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

 

甲
州
市
の
小
正
月
行
事 

 

昨
年
も
ご
紹
介
し
ま
し
た
が
、
甲
州
市
に
は
数
多
く
の
伝
承

芸
能
が
保
存
さ
れ
て
お
り
、
中
で
も
小
正
月
の
行
事
は
バ
ラ
エ

テ
ィ
に
富
ん
で
お
り
、
県
内
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

 

今
年
も
、
「
藤
木
道
祖
神
祭
太
鼓
乗
り
（
市
指
定
）
」
「
田
野

の
十
二
神
楽
（
県
指
定
）
」「
一
之
瀬
高
橋
の
春
駒
（
県
指
定
）
」

が
開
催
さ
れ
ま
す
。 

 

こ
の
う
ち
、
藤
木
の
太
鼓
乗
り
は
一
月
十
四
日
の
開
催
で
す

の
で
、
地
元
の
道
祖
神
を
考
え
る
と
な
か
な
か
見
ら
れ
な
い
の

で
す
が
、
田
野
の
十
二
神
楽
と
一
之
瀬
高
橋
の
春
駒
は
翌
十
五

日
の
開
催
で
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
下
さ
い
。 

 

道
祖
神
祭
り
は
、
全
国
一
斉
に
、
同
じ
日
、
同
じ
時
間
に
行

わ
れ
る
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
他
の
地
区
の
道
祖
神
祭
り
は

な
か
な
か
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

市
内
の
有
名
な
道
祖
神
祭
り
に
「
藤
木
道
祖
神
祭
太
鼓
乗

り
」
が
あ
り
ま
す
。
太
鼓
乗
り
は
、
三
基
の
大
太
鼓
の
上
に
役

者
が
乗
り
掛
け
合
い
で
歌
舞
伎
を
演
じ
る
と
い
う
、
世
に
も
珍

し
い
芸
能
で
、
市
指
定
の
無
形
民
俗
文
化
財
で
す
。
一
月
十
四

日
に
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
地
元
の
道
祖
神
祭
り
に
参
加
し
て
い 

る
と
、
な
か
な
か
見
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

今
回
の
演
目
は｢

天
衣
紛
上
野
初
花(

く
も
に
ま
ご
う
う
え
の

の
は
つ
は
な)

｣

と｢

勧
進
帳(

か
ん
じ
ん
ち
ょ
う)

｣

で
す
。 

 

          

山
梨
県
指
定
の
伝
承
芸
能
は
、
市
内
に
二
件
保
存
さ
れ
て
い

ま
す
。
「
田
野
の
十
二
神
楽
」
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
す
。
大

和
町
田
野
地
区
に
伝
わ
る
神
楽
で
、
そ
の
名
の
と
お
り
十
二
段

の
舞
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
笛
と
太
鼓
の
お
囃
子
に
の
っ
て

淡
々
と
、
粛
々
と
、
舞
が
進
行
し
て
い
き
ま
す
。
途
中
、
ヒ
ョ

ッ
ト
コ
な
ど
の
登
場
で
笑
え
る
場
面
も
あ
り
、
新
春
ら
し
さ
を

感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
回
の
田
野
の
十
二
神
楽
は
、
一 

月
十
五
日
（
土
）
で
す
。 

 

 

 

 



 

 
も
う
一
つ
は
、
「
一
之
瀬
高
橋
の
春
駒
」
で
す
。
一
之
瀬
高

橋
地
区
に
伝
わ
っ
た
春
駒
で
す
が
、
過
疎
化
に
よ
り
永
く
演
じ

ら
れ
ず
に
い
ま
し
た
。
し
か
し
平
成
二
十
年
度
に
保
存
会
が
再

編
さ
れ
、
以
後
積
極
的
な
伝
承
活
動
と
上
演
を
行
っ
て
き
ま
し

た
。
イ
ベ
ン
ト
な
ど
に
参
加
さ
れ
た
保
存
会
の
方
々
の
、
「
な

る
べ
く
元
の
お
祭
り
に
近
い
か
た
ち
で
、
夜
に
火
を
囲
み
な
が

ら
楽
し
み
た
い
」
と
い
う
ご
希
望
を
受
け
て
、
平
成
二
十
一
年

の
正
月
か
ら
甘
草
屋
敷
で
演
じ
ら
れ
て
お
り
、
今
回
は
一
月
十

五
日
（
土
）
に
開
催
さ
れ
ま
す
。 

塩
山
の
神
金
地
区
や
大
藤
地
区
に
は
、
小
正
月
の
行
事
で

「
籠
馬
」
が
よ
く
登
場
し
ま
す
。
駒
踊
り
が
多
い
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
だ
け
馬
と
人
と
の
つ
な
が
り
が
深
か
っ
た
と
い
う
こ

と
な
の
で
し
ょ
う
。
同
じ
駒
踊
り
と
い
う
こ
と
で
、
籠
馬
と
の

類
似
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
春
駒
は
、
唄
に
合
わ
せ
て
、

勇
壮
か
つ
繊
細
な
駒 

と
露
払
い(

馬
子)

の
掛 

け
合
い
で
踊
ら
れ
ま 

す
。
こ
の
機
会
に
ぜ 

ひ
ご
覧
い
た
だ
け
れ 

ば
と
思
い
ま
す
。 

          

  

る
不
完
全
燃
焼
に
よ
り
、
あ
た
り
に
拡
が
る
煙
と
水
蒸
気
も

消
火
活
動
を
停
滞
さ
せ
ま
す
。 

 

西
側
に
隣
接
し
て
建
っ
て
い
た
土
蔵
も
、
入
口
が
開
い
て

い
た
た
め
延
焼
し
ま
し
た
。
土
蔵
は
開
口
部
が
少
な
い
た

め
、
主
屋
以
上
に
消
火
し
に
く
い
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。 

 

最
終
的
に
、
鉄
板
を
す
べ
て
剥
が
し
て
し
ま
う
か
、
茅
を

す
べ
て
掻
き
出
し
て
し
ま
う
し
か
有
効
な
手
が
な
く
、
茅
を

掻
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
っ
と
鎮
火
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。 

 

伝
建
地
区
で
も
、
最
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
災
害
に
対
す
る
取
り
組
み
で
、
中
で
も
火
災
へ
の
対
策
は

重
要
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
保
存
地
区
内
の

防
災
計
画
を
策
定
し
、
防
火
水
槽
や
消
火
栓
の
設
置
、
各
種

の
訓
練
を
事
業
と
し
て
実
施
し
て
い
ま
す
。
合
掌
造
り
の
白

川
村
荻
町
で
の
一
斉
放
水
訓
練
は
、
写
真
等
で
ご
覧
に
な
っ

た
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。 

 

冬
に
入
り
、
空
気
が
乾
燥
し
た
時
期
と
な
り
ま
し
た
。
何

か
と
火
を
使
う
こ
と
が
多
く
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、

火
気
の
取
り
扱
い
に
は
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

茅
葺
切
妻
造
民
家
の
火
災
に
つ
い
て 

 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
六
日
の
午
後
三
時
半
頃
、
甲
州

市
塩
山
三
日
市
場
地
内
で
甲
州
民
家
の
火
災
が
発
生
し
ま

し
た
。
場
所
は
、
旧
秩
父
往
還
沿
い
の
甲
州
民
家
が
建
ち
並

ん
で
い
る
地
区
で
、
秋
の
コ
ロ
ガ
キ
の
時
期
に
は
多
く
の
観

光
客
が
散
策
を
楽
し
む
通
り
で
す
。 

 

主
屋
の
二
階
が
火
元
で
、
コ
ロ
ガ
キ
を
乾
か
す
た
め
の
暖

房
器
具
か
ら
出
火
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

茅
葺
屋
根
の
火
災
を
、
初
め
て
間
近
で
見
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
が
、
や
は
り
一
番
怖
い
と
思
っ
た
の
が
「
な
か
な
か

火
が
消
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
火
が
消
え
な
い
理
由

は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
最
大
の
理
由
が
「
建
物
内
部
か

ら
の
出
火
に
対
し
、
放
水
活
動
は
外
か
ら
し
か
行
え
な
い
」

と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

火
災
に
遭
っ
た
民
家
は
茅
の
上
に
鉄
板
を
被
せ
て
あ
り
、

放
水
し
て
も
鉄
板
に
阻
ま
れ
て
茅
に
は
到
達
し
ま
せ
ん
。
ま

た
、
内
部
か
ら
放
水
し
よ
う
と
し
て
も
、
棟
が
焼
き
落
ち
れ

ば
ち
ょ
う
ど
煙
突
の
よ
う
に
火
勢
が
つ
き
、
危
険
で
内
部
に

入
れ
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
鉄
板
が
被
っ
て
い
る
た
め
に
起
こ

 

 
消火活動。放水しても鉄板にかかり、内部には水が

届かない。 

 
出火報から約 30 分後の様子。鉄板の下がくすぶって

おり、煙と水蒸気で状況が確認し辛い。まだ有効な

消火ができない。 

 
主屋裏側からの放水。棟が落ちたため軒が跳ね上が

り、茅の部分が現れたので、そこを集中的に狙って

いるが、結局茅を掻き出すまでくすぶっていた。 


