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発
刊
に
あ
た
っ
て

面
河
村
長

梅
木

正
一

4

悠
久
の
時
の
流
れ
の
中
で
、
面
河
村
は
今
、
百
十
四
年
の
歴
史
に
幕
を
降
ろ
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。

社
会
の
激
動
と
変
革
の
中
で
、
苦
境
を
乗
り
越
え
、
村
の
将
来
と
住
民
福
祉
の
向
上
を
期
し
て
、
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
る
た

め
で
す
。

し
か
し
ど
ん
な
に
世
の
中
が
変
わ
ろ
う
と
も
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
、
後
世
に
伝
承
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
ふ
る
さ
と
の
風
景
で
あ
り
、
融
和
協
調
の
中
で
育
ま
れ
た
人
々
の
心
と
、
お
互
い
の
友
情

で
す
。

私
た
ち
は
長
い
人
生
の
中
で
出
違
っ
た
感
動
や
、
友
情
な
ど
を
心
の
糧
と
し
て
、
ま
た
村
の
歴
史
と
し
て
残
さ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

霊
峰
石
鎚
の
裾
野
に
広
が
る
わ
が
ふ
る
さ
と
面
河
村
は
、
自
然
資
源
に
恵
ま
れ
て
お
り
、
感
動
的
な
四
季
の
絶
景
や
恒
例
の

年
中
行
事
、
イ
ベ
ン
ト
、
お
祭
り
な
ど
、
古
き
よ
き
時
代
の
思
い
出
と
し
て
残
し
た
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
び
の
開
村
に
あ
た
り
、
愛
媛
新
聞
社
の
協
力
を
得
て
、
五
十
五
年
間
に
わ
た
る
面
河
村
に
関
す
る
新
聞
記
事
を
ま
と

め
た

『
刻
を
超
え
て
』
を
発
刊
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
の
記
事
も
そ
の
当
時
、
村
民
を
あ
っ
と
驚
か
せ
た
内
容
ば
か
り
で
す
。



過
疎
の
厳
し
さ
に
悩
む
面
河
村
で
は
あ
り
ま
す
が
、
四
季
を
彩
る
豊
か
な
自
然
や
信
頼
で
結
ば
れ
た
厚
い
人
情
な
ど
、
誇
れ

る
も
の
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
記
事
の
中
で
再
び
出
逢
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
活
字
と
写
真
を
通
し
て
説
得
力
が
あ
り
、
史

実
と
し
て
信
用
で
き
る
内
容
で
す
。
開
村
記
念
誌
と
し
て
長
く
後
世
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
過
疎
と
不
況
の
激
し
さ
が
一
層
進
む
中
で
、
長
年
懸
案
の
合
併
問
題
も
特
例
法
の
締
め
切
り
期
限
が
示
さ
れ
た

こ
と
で
、
わ
が
面
河
村
は
、
郡
内
三
町
村
と
平
成
十
六
年
八
月
一
日
に
合
併
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

合
併
を
決
意
し
た
背
景
に
は
、
農
林
業
の
長
期
低
迷
や
少
子
高
齢
化
な
ど
で
村
の
財
政
環
境
が
悪
化
し
、
加
え
て
、
こ
れ
ま

で
依
存
し
て
き
た
国
の
財
政
事
情
が
極
度
に
悪
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
課
税
客
体
の
乏
し
い
村
で
は
、
財
政
的
に
行
き
詰
ま
っ

て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。

将
来
に
わ
た
り
、
行
政
基
盤
の
維
持
は
も
ち
ろ
ん
、
財
政
の
健
全
化
や
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
向
上
を
図
る
た
め
、
や
む
を

得
ぬ
選
択
で
し
た
。
村
を
閉
じ
る
こ
と
に
は
ま
だ
未
練
が
残
る
中
で
、
国
が
取
り
組
む
三
位
一
体
の
改
革
で
、
最
後
の
と
ど
め

を
刺
さ
れ
た
感
じ
す
ら
し
て
、
合
併
は
間
に
合
っ
て
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

激
動
と
変
革
と
先
行
き
不
透
明
な
状
況
の
中
で
、
村
の
行
く
末
と
住
民
の
幸
せ
を
願
う
た
め
、
私
は
厳
粛
に
村
の
幕
を
降
ろ

し
、
新
町
の
誕
生
に
期
待
を
込
め
て
、
残
さ
れ
た
任
務
を
果
た
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

今
は
、
特
色
を
生
か
し
た
個
性
化
の
時
代
で
あ
り
、
自
己
決
定
、
自
己
責
任
の
時
代
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
不
満
や
苦
し

さ
が
あ
っ
て
も
甘
え
が
き
か
な
い
時
代
で
す
。

合
併
に
よ
る
動
揺
と
不
安
定
な
移
行
期
こ
そ
、
融
和
協
調
と
一
致
団
結
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
す
べ
て
の
村

民
が
生
き
が
い
や
価
値
観
を
共
有
し
て
と
も
に
頑
張
ろ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

我
が
ふ
る
さ
と
に
永
遠
の
輝
き
を
、
そ
し
て
村
民
の
皆
様
に
永
久
の
幸
せ
あ
ら
ん
こ
と
を
祈
っ
て
、
発
刊
の
ご
挨
拶
と
い
た

し
ま
す
。

平
成
十
六
年
七
月
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