
島
県
相そ
う

馬ま

郡ぐ
ん

新し
ん

地ち

町ま
ち

に
は
、
古

く
か
ら
「
え
の
め
え
」
と
い
う

言
葉
が
あ
る
。
家
の
前
と
い
う
意
味

だ
。
隣
近
所
や
地
域
の
人
た
ち
が
家
の

前
で
交
流
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
絆
を

深
め
て
き
た
風
習
を
象
徴
し
て
い
る
。

「
え
の
め
え
」
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

検
索
し
て
も
、
め
ぼ
し
い
記
事
は
出
て

こ
な
い
。
こ
の
言
葉
を
拾
い
上
げ
た
の

は
、
新
地
町
の
復
興
公
営
住
宅
の
設
計

に
際
し
、
地
域
の
こ
と
を
調
べ
上
げ
た

U
R
の
チ
ー
ム
だ
っ
た
。
彼
ら
は
埋
も

れ
て
い
た
こ
の
言
葉
を
新
地
町
の
関
係

者
に
投
げ
か
け
た
。
60
代
後
半
の
加
藤

憲
郎
町
長
は
「
久
し
ぶ
り
に
聞
い
た

よ
」
と
懐
か
し
そ
う
に
笑
い
、
役
場
の

若
い
職
員
は
「
初
め
て
聞
く
言
葉
」
と

対
照
的
な
反
応
を
見
せ
た
。
新
地
に
伝

わ
る
「
え
の
め
え
」
は
、
町
民
の
記
憶

か
ら
薄
れ
つ
つ
あ
っ
た
よ
う
だ
。

◆「
家
族
」に
安
心
を
与
え
る
放
送

　
新
地
町
が
標
榜
す
る
の
は
「
住
み
や

す
い
ま
ち
」
だ
。
そ
れ
は
自
然
災
害
が

少
な
か
っ
た
こ
と
も
無
縁
で
は
な
い
。

「
大
き
な
津
波
の
被
害
は
な
く
、
台
風

ら
3
日
後
の
3
月
14
日
か
ら
3
ヵ
月
あ

ま
り
の
間
、
毎
朝
7
時
か
ら
防
災
行
政

無
線
で
自
ら
語
り
か
け
た
。

「
正
し
い
情
報
を
町
民
に
。
こ
れ
が
第

一
の
目
的
で
す
。
町
民
に
安
心
し
て
い

た
だ
く
た
め
放
射
線
量
を
公
表
し
、
ど

の
よ
う
な
支
援
物
資
が
届
く
か
、
全
国

か
ら
寄
せ
ら
れ
る
支
援
者
の
方
々
の
声

な
ど
も
で
き
る
か
ぎ
り
届
け
ま
し
た
」

　
の
ち
に
町
民
に
聞
く
と
、
毎
朝
町
長

の
声
を
聞
く
と
「
あ
あ
、
今
日
も
こ
こ

で
生
活
し
て
い
い
ん
だ
」
と
い
う
安
堵

の
気
持
ち
に
な
っ
た
と
い
う
。

◆「
え
の
め
え
」を
演
出
す
る
住
宅

　
震
災
直
後
の
混
乱
が
過
ぎ
る
と
、
住

宅
再
建
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
た
。
た

だ
、
決
し
て
拙
速
に
な
っ
て
は
な
ら
な

い
と
、
町
長
は
職
員
に
指
示
す
る
。

「
こ
ん
ど
移
る
と
こ
ろ
は
、
町
民
に
と

っ
て
は
終つ
い

の
住
み
家
で
す
。
少
し
時
間

が
か
か
っ
て
も
い
い
か
ら
、
町
民
が
希

望
す
る
と
こ
ろ
に
希
望
す
る
広
さ
を
確

保
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
す
」

　
町
民
の
希
望
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ご

と
の
移
転
」
に
集
約
さ
れ
た
。
家
を
建

て
直
す
人
と
建
て
直
さ
な
い
人
を
同
じ

地
区
に
移
転
さ
せ
る
に
は
、
防
災
集
団

移
転
と
復
興
公
営
住
宅
建
設
を
セ
ッ
ト

で
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

「
で
も
、
町
の
所
有
地
は
な
く
、
ま
と

ま
っ
た
広
さ
の
土
地
が
簡
単
に
用
意
で

き
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
集
合
住

宅
の
建
設
は
自
然
な
流
れ
で
し
た
」

　
新
地
町
都
市
計
画
課
の
担
当
者
は
そ

う
語
る
。
た
だ
、
い
ち
早
く
地
権
者
の

合
意
を
得
た
愛
宕
東
地
区
は
宅
地
と
し

の
直
撃
も
少
な
い
ま
ち
で
し
た
。
国
の

津
波
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
も
、
海
岸

か
ら
5
0
0
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
常

磐
線
は
越
え
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
で
も
、
3
月
11
日
に
新
地
を
襲
っ

た
津
波
の
高
さ
は
15
メ
ー
ト
ル
を
越

え
、
ホ
ー
ム
と
跨
線
橋
の
一
部
を
残
し

て
常
磐
線
を
め
く
り
上
げ
た
の
で
す
」

　
そ
う
語
る
町
長
は
そ
の
と
き
、
隣
町

の
相
馬
か
ら
新
地
に
戻
る
途
上
に
い

た
。
道
路
が
飴
の
よ
う
に
揺
れ
る
さ
ま

を
見
て
、
新
地
へ
の
帰
路
を
急
い
だ
。

「
新
地
に
入
る
と
、
防
災
無
線
が
避
難

を
呼
び
か
け
て
い
ま
し
た
。
初
期
対
応

は
合
格
と
ホ
ッ
と
し
ま
し
た
」

　
安
堵
も
束
の
間
、
誰
か
が
叫
ぶ
声
に

慌
て
て
屋
上
に
上
が
る
。
町
長
の
目
に

飛
び
込
ん
で
き
た
の
は
、
ど
す
黒
い
波

の
壁
が
迫
っ
て
く
る
光
景
だ
っ
た
。

「
あ
っ
と
い
う
間
で
し
た
。
家
や
車
が

次
々
と
流
さ
れ
て
い
く
様
子
を
、
た
だ

呆
然
と
見
て
い
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
す
べ
て
の
町
民
が
無
事
に
避
難

し
て
い
て
く
れ
れ
ば
い
い
。
頭
に
浮
か

ん
だ
の
は
そ
ん
な
思
い
で
し
た
」

　
願
い
も
む
な
し
く
、
新
地
町
の
犠
牲

て
は
難
し
い
北
向
き
の
斜
面
だ
っ
た
。

「
そ
ん
な
土
地
で
町
民
と
町
の
希
望
を

実
現
で
き
る
の
は
、
U
R
さ
ん
し
か
な

い
と
判
断
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
、
新
地

に
は
学
校
や
役
場
な
ど
、
数
え
る
ほ
ど

し
か
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
建
物
が
あ

り
ま
せ
ん
。
地
元
業
者
に
ノ
ウ
ハ
ウ
は

な
く
、
そ
の
点
で
も
U
R
さ
ん
が
適
任

と
い
う
判
断
に
な
っ
た
の
で
す
」

　
期
待
に
応
え
よ
う
と
、
U
R
は
愛
宕

東
に
数
々
の
配
慮
を
施
し
た
。
一
つ
は

駐
車
場
で
あ
る
。
公
共
交
通
機
関
が
脆

弱
な
地
方
で
は
、
大
人
の
数
だ
け
車
が

必
要
に
な
る
。
愛
宕
東
で
は
、
住
居
数

の
2
倍
の
駐
車
場
を
用
意
し
た
。

　
さ
ら
に
、
各
住
居
に
は
仏
壇
も
置
け

る
ス
ペ
ー
ス
が
備
え
つ
け
ら
れ
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
担
当
者
は
こ
う
語
る
。

「
新
地
に
も
、
震
災
で
家
族
を
亡
く
さ

れ
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
う

い
う
配
慮
が
嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
」

　
U
R
は
、
建
物
の
共
用
部
分
の
充
実

に
も
心
を
砕
い
た
。
新
地
特
有
の
「
え

の
め
え
」
を
演
出
す
る
た
め
、
建
物
と

建
物
の
間
に
公
園
を
配
置
し
、
住
人
の

交
流
ス
ペ
ー
ス
と
し
た
。
玄
関
先
の
廊

者
は
1
1
6
人
を
数
え
る
こ
と
に
な
っ

た
。
一
方
、
家
を
流
さ
れ
な
が
ら
も
難

を
逃
れ
た
町
民
は
、
と
り
あ
え
ず
は
思

い
思
い
に
避
難
所
に
駆
け
込
ん
だ
。
と

こ
ろ
が
、
次
の
日
に
は
避
難
所
か
ら
避

難
所
へ
の
大
移
動
が
始
ま
る
。

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ご
と
に
集
ま
り
た
い

と
い
う
町
民
の
自
発
的
行
動
で
す
。
内

陸
で
被
害
が
少
な
い
地
区
の
人
が
交
替

で
炊
き
出
し
を
行
い
、
毛
布
や
ス
ト
ー

ブ
を
差
し
入
れ
ま
し
た
。
一
切
、
町
が

指
示
し
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

　
そ
う
町
長
は
言
う
。
新
地
か
ら
「
え

の
め
え
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
忘

れ
ら
れ
つ
つ
あ
っ
て
も
、
絆
や
つ
な
が

り
を
大
切
に
す
る
D
N
A
は
、
町
民
に

受
け
継
が
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
町
長
も
、
日
頃
か
ら
町
民
は
家
族
だ

と
口
に
す
る
。
家
長
と
し
て
大
切
な
家

族
の
不
安
を
和
ら
げ
よ
う
と
、
震
災
か

下
を
広
く
し
、
そ
こ
に
ベ
ン
チ
を
置
く

な
ど
隣
近
所
の
住
民
と
の
絆
や
つ
な
が

り
を
深
め
る
空
間
に
仕
上
げ
た
。

　
傾
斜
地
を
逆
手
に
取
り
、
麓
か
ら
住

宅
ま
で
の
坂
道
の
両
側
に
桜
の
木
を
植

え
た
。
新
地
の
町
花
は
桜
、
ま
ち
の
象

徴
鹿か

狼ろ
う

山さ
ん

は
桜
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ

る
。
愛
宕
東
住
宅
も
、
新
た
な
花
見
の

名
所
と
し
て
賑
わ
う
か
も
し
れ
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
震
災
は
不
幸
な
出
来
事

だ
。
し
か
し
、
担
当
者
は
「
震
災
を
機

に
、
新
地
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
強
固
に

な
り
ま
し
た
」
と
話
し
て
い
る
。
町
長

も
、
力
強
い
口
調
で
こ
う
語
る
。

「
ま
ち
づ
く
り
は
未
来
永
劫
続
く
も
の

な
の
で
、
震
災
を
新
し
い
ま
ち
の
創
造

に
つ
な
げ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
新
地

の
良
さ
を
次
世
代
に

感
じ
取
っ
て
も
ら
え

る
土
台
を
つ
く
り
た

い
で
す
ね
」

　
新
地
に
伝
わ
る「
え

の
め
え
」の
精
神
を
生

か
し
た
復
興
へ
の
挑

戦
は
、
こ
れ
か
ら
も

続
い
て
い
く
だ
ろ
う
。

まちづくりに終わりはない
福島・新

し ん

地
ち

町
ま ち

愛
あ た ご

宕東
ひがし

地区復興公営住宅
（2013年◆平成25年建設）
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玄
関
前
の
広
い
廊
下
に
は
ベ
ン
チ
が
置
か
れ
て
い
る
。
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