
広報ますだ　令和元　2019年　8月号  4

　

vol. 83

　

8
月
11
日
は
「
山
の
日
」
で
す
。
祝
日

法
で
は
、「
山
に
親
し
む
機
会
を
得
て
、

山
の
恩
恵
に
感
謝
す
る
」
た
め
の
日
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
法
律
で
決
ま
っ
た
の
が
平

成
26
年
、
実
際
に
休
日
と
し
て
ス
タ
ー
ト

し
た
の
が
平
成
28
年
と
い
う
新
し
い
祝

日
で
す
。

　

日
本
は
山
の
多
い
国
で
、
総
面
積
に
占

め
る
森
林
面
積
の
割
合
は
67
％
に
上
り

ま
す
。
中
で
も
中
央
に
中
国
山
地
が
走
る

中
国
地
方
5
県
の
森
林
比
率
は
軒
並
み

全
国
平
均
を
上
回
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち

島
根
県
は
も
っ
と
も
高
い
78
％
、
さ
ら
に

益
田
市
は
そ
れ
を
も
上
回
る
86
％
と
、
実

に
9
割
近
く
が
山
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
広
い
山
林
か
ら
産
出
さ
れ
る
豊

富
な
木
材
資
源
を
有
効
に
活
用
す
る
こ

と
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
同
時
に
可

能
性
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
今

年
度
か
ら
交
付
さ
れ
る
森
林
環
境
譲
与

税
を
林
業
再
生
、
ひ
い
て
は
山
間
部
振
興

に
適
切
に
活
用
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
山
は
悲
劇
の
舞
台
と
も
な
り

ま
す
。
登
山
や
ス
キ
ー
の
際
の
負
傷
は
珍

し
く
な
く
、
最
悪
の
場
合
、
滑
落
や
雪
崩

の
た
め
に
命
を
落
と
す
こ
と
さ
え
あ
り
ま

す
。
思
え
ば
、
1
9
8
0
年
の
日
航
ジ
ャ

ン
ボ
機
墜
落
事
故
も
御
巣
鷹
山
で
起
き
ま

し
た
。
乗
員
乗
客
合
わ
せ
て
5
2
0
名
も

の
犠
牲
を
と
も
な
っ
た
惨
劇
は
、
単
独
の

航
空
機
に
よ
る
事
故
と
し
て
は
今
も
っ
て

世
界
史
上
最
大
で
す
。
こ
の
事
故
の
発
生

日
で
あ
り
、
毎
年
追
悼
登
山
が
行
わ
れ
る

8
月
12
日
が
「
山
の
日
」
の
次
に
来
る
こ

と
は
悲
し
い
巡
り
合
わ
せ
と
い
え
ま
す
。

　
「
山
の
日
」
の
制
定
に
あ
た
っ
て
は
、
何

月
何
日
に
す
べ
き
か
、
最
終
決
定
ま
で
に

紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
お
さ
ま

り
と
い
う
こ
と
で
は
、
漢
数
字
の
八
は
裾

の
広
い
山
の
よ
う
で
す
し
、
算
用
数
字
の

11
が
樹
木
の
立
ち
並
ぶ
様
に
見
え
な
く
も

な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
妥
当
な
と
こ
ろ
か

と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
こ
の
祝
日
と
私
の
苗
字
を
掛

け
た
都ど
ど
い
つ

々
逸
を
ご
披
露
し
ま
す
。（
な
お
、

都
々
逸
と
は
、
7
・
7
・
7
・
5
の
音
節
を

連
ね
て
作
る
歌
で
、
ほ
ん
の
一
例
を
挙
げ
る

と
、「
粋
な
都
々
逸
、
愉
快
な
響
き
、
七
が
三

つ
に
五
が
一
つ
」
な
ど
で
す
。
以
上
蛇
足
）

 

・「
山
」
が
名
前
の
頭
に
付
い
て

　
　
　

よ
け
い
親
し
み
「
山
の
日
」
に
。

 

・
日
付
よ
く
見
り
ゃ
漢
字
の
八
に

　
　
　

十
と
一
と
で
「
本
」
に
な
り
。

　

室
町
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て

激
し
く
争
っ
た
益
田
氏
と
吉よ
し
み見
氏
。
彼

ら
は
一
方
で
、
文
化
に
も
高
い
関
心
を

示
し
、
そ
の
水
準
は
全
国
屈
指
の
も
の

が
あ
り
ま
す
。

　

益
田
氏
に
つ
い
て
は
、
室
町
時
代
の

益
田
兼か
ね
た
か堯
が
雪
舟
を
招
き
、
自
ら
の
肖

像
画
（
益
田
兼
堯
像
）
を
描
か
せ
、
万

福
寺
と
医
光
寺
に
庭
園
を
築
か
せ
た
と

伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
益
田
は
、
日
本
最

高
の
芸
術
家
で
あ
る
雪
舟
の
遺
産
が
最

も
伝
わ
る
ま
ち
で
あ
り
、
さ
ら
に
死
没

地
と
し
て
も
最
有
力
視
さ
れ
て
い
ま

す
。ま
た
、万
福
寺
本
堂
や
染そ
め
は
あ
め
の
い
わ
か
つ

羽
天
石
勝

神
社
本
殿
と
い
っ
た
建
築
物
、
万
福
寺

の
二に

河が

白び
ゃ
く
ど
う
ず

道
図
を
は
じ
め
と
す
る
仏
画

や
仏
像
な
ど
も
中
世
の
優
れ
た
遺
産
で

す
。

　

吉
見
氏
も
負
け
て
は
い
ま
せ
ん
。
鷲わ
し

原ば
ら

八
幡
宮
の
美
し
い
社
殿
や
、
弥や
さ
か栄

神

社
の
鷺さ
ぎ
ま
い舞

は
中
世
の
優
雅
な
文
化
を
現

在
に
伝
え
、
全
国
的
に
も
著
名
で
す
。

　

さ
ら
に
、
戦
国
時
代
の
当
主
吉
見

正ま
さ
よ
り頼

は
、
自
ら
優
れ
た
文
化
遺
産
を
制

作
し
、
そ
れ
が
現
在
に
伝
わ
っ
て
い
ま

す
。
磨
き
上
げ
た
と
い
う
刀
・
吉
見

左さ
も
ん
じ

文
字
が
徳
川
美
術
館
に
、
制
作
し
た

琵び
わ琶

が
萩
博
物
館
に
伝
わ
っ
て
い
ま

す
。
そ
う
し
た
吉
見
正
頼
の
文
化
遺
産

の
最
た
る
も
の
が
源
氏
物
語
の
最
善
本

と
さ
れ
る
大お
お
し
ま島

本ほ
ん

源
氏
物
語
で
す
。

　

も
と
も
と
は
、
山
口
の
大
名
大
内
氏

が
、
京
都
の
公く
ぎ
ょ
う卿

で
あ
り
歌
人
で
も
あ

る
飛あ
す
か
い

鳥
井
氏
に
頼
ん
で
筆
写
し
て
も

ら
っ
た
も
の
で
あ
り
、
正
頼
が
大
内
氏

か
ら
妻
を
迎
え
た
際
の
引
き
出
物
と
す

る
説
と
、
大
内
氏
の
山
口
没
落
の
際
に

正
頼
が
確
保
し
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま

す
。
正
頼
は
欠
け
て
い
た
桐き
り
つ
ぼ壺

と
夢
ゆ
め
の
う
き浮

橋は
し

の
二
巻
を
聖し
ょ
う
ご
い
ん

護
院
門も
ん
ぜ
き跡
と
い
う
摂せ
っ
か
ん関

家
出
身
の
僧
侶
二
人
に
書
写
し
て
も

ら
っ
た
と
記
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
い

く
つ
か
の
源
氏
物
語
を
比
較
し
て
注
釈

を
入
れ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

か
た
や
雪
舟
の
傑
作
を
多
く
残
し
た

益
田
氏
、
か
た
や
源
氏
物
語
の
最
善
本

を
伝
え
た
吉
見
氏
、
彼
ら
は
文
化
で
も

実
力
伯は
く
ち
ゅ
う仲し

て
お
り
、
当
時
の
石
見
西

部
は
全
国
屈
指
の
文
化
水
準
に
あ
り
ま

し
た
。
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