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安
城
市
立
丈
山
小
学
校
は
、
安
城
市
の
南

部
に
位
置
す
る
和
泉
町
に
あ
り
、
学
校
名
に

人
物
の
名
前
が
入
る
珍
し
い
学
校
で
す
。
そ

の
人
物
は
、「
石
川
丈
山
」。
和
泉
町
の
誇

る
郷
土
の
偉
人
で
す
。

　
丈
山
は
、
武
士
と
し
て
徳
川
家
康
に
仕
え
、

多
く
の
手
柄
を
立
て
た
逞
し
い
武
人
で
し
た
。

ま
た
、
江
戸
時
代
初
期
を
代
表
す
る
漢
詩
人

で
あ
り
、
隷
書
を
わ
が
国
で
初
め
て
取
り
入

れ
た
書
家
と
し
て
も
知
ら
れ
る
ほ
か
、
作
庭

家
で
も
あ
り
、
煎
茶
（
文
人
茶
）
に
お
い
て

は
日
本
の
開
祖
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
文
人
と

し
て
も
高
い
評
価
を
受
け
て
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
文
武
の
道
で
名
を
残
し
た
丈

山
は
、
地
域
の
誉
と
し
て
今
も
な
お
大
切
に

受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　
丈
山
小
学
校
の
児
童
も
、
毎
年
、
修
学
旅

行
や
校
外
学
習
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
な

ど
の
教
育
活
動
を
通
し
て
、
石
川
丈
山
の
人

物
像
や
そ
の
世
界
に
ふ
れ
、
学
ん
で
い
ま
す
。

　郷
土
の
偉
人
　

　
　
　
　
　石
川
丈
山

　
石
川
丈
山
は
、
安
土
桃
山
時
代
、
天
正
11

年
（
1
5
8
3
）
に
石
川
信
定
の
長
男
と
し

て
三
河
国
碧
海
郡
泉
郷
（
現
在
の
安
城
市
和

泉
町
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
丈
山
は
、
熱
心
に
武
術
の
稽
古
に
励
み
、

16
歳
で
元
服
し
て
徳
川
家
康
の
近
習
と
な
り
、

そ
の
後
関
ヶ
原
の
合
戦
な
ど
で
、
数
々
の
手

柄
を
た
て
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、「
大
坂
夏
の
陣
」
で
先
登
（
一

番
乗
り
）
を
切
り
功
績
を
上
げ
ま
す
が
、
軍

令
違
反
に
問
わ
れ
蟄
居
し
ま
し
た
。

　
丈
山
は
こ
れ
を
契
機
に
武
人
と
し
て
の
悩

み
を
と
き
、
学
を
志
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
朱
子
学
者
の
林
羅
山
を
介
し
て
藤

原
惺
窩
と
出
会
い
、
儒
学
の
教
え
を
受
け
る

な
か
で
自
分
の
進
む
べ
き
道
を
見
つ
け
た
の

で
す
。

　
母
に
孝
養
を
つ
く
す
た
め
、
や
む
な
く
広

島
藩
の
浅
野
家
に
学
者
と
し
て
仕
え
ま
す
が
、

母
が
歿
し
た
後
は
京
都
へ
帰
り
、
一
乗
寺
に

詩
仙
堂
を
開
き
、
林
羅
山
ら
の
文
人
と
交
友

し
、
漢
詩
・
書
・
作
庭
、
ま
た
煎
茶
の
世
界

に
お
い
て
、
江
戸
初
期
の
文
人
と
し
て
活
躍

し
ま
し
た
。

　
丈
山
が
終
の
栖
と
し
て
建
て
た
詩
仙
堂
。

丈
山
は
、
林
羅
山
と
論
議
し
て
意
を
通
し
、

中
国
の
漢
・
晋
・
唐
・
宋
時
代
の
詩
人
36
人

と
そ
の
漢
詩
を
選
定
し
、「
三
十
六
詩
仙
」

と
し
ま
す
。
詩
仙
の
絵
は
狩
野
探
幽
に
描
か

せ
た
と
伝
わ
り
、
各
詩
仙
の
詩
は
丈
山
が
隷

書
体
で
板
に
書
き
額
に
し
、
部
屋
の
鴨
居
の

上
四
方
に
掲
げ
ま
す
。
こ
の
部
屋
を
「
詩
仙

の
間
」
と
称
し
、
詩
仙
堂
の
名
の
由
来
と
な

り
ま
し
た
。
 

　
丈
山
は
、
詩
仙
堂
に
お
い
て
、
贅
を
求
め

ず
、
自
然
を
愛
し
、
心
を
豊
か
に
し
て
何
物

に
も
屈
し
な
い
自
由
を
求
め
よ
う
と
し
て
自

己
を
育
て
ま
し
た
。
そ
し
て
、
文
人
と
し
て

の
生
涯
を
こ
こ
で
送
り
、
独
身
を
貫
き
90
歳

の
天
寿
を
全
う
し
ま
し
た
。

　
毎
年
、
丈
山
小
学
校
の
児
童
は
修
学
旅
行

で
京
都
の
詩
仙
堂
を
訪
れ
、
郷
土
の
偉
人
・

石
川
丈
山
に
つ
い
て
学
習
を
し
て
い
ま
す
。

丈
山
小
学
校
は
昭
和
46
年
に
開
校
し
、
50
年

以
上
経
ち
ま
す
が
、
当
時
の
修
学
旅
行
か
ら

詩
仙
堂
を
訪
問
し
、
学
習
し
て
い
る
こ
と
が

幾
人
か
の
卒
業
記
念
文
集
の
記
録
か
ら
分
か

り
ま
す
。
特
別
に
団
体
で
の
見
学
を
受
け
入

れ
て
い
た
だ
い
て
い
る
詩
仙
堂
の
訪
問
は
、

今
で
も
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。

丈
山
の
遺
徳
を
偲
ぶ丈山

苑

江
戸
時
代
の
は
じ
め
、
武
士
を
捨
て
た
丈

山
が
京
都
一
乗
寺
に
建
て
た
詩
仙
堂
。
そ
の

イ
メ
ー
ジ
を
誕
生
地
で
あ
る
、
こ
の
和
泉
の

地
に
再
現
し
た
丈
山
苑
は
、
文
人
石
川
丈
山

の
心
を
汲
み
取
る
た
め
の
空
間
と
し
て
平
成

8
年
5
月
に
開
苑
し
ま
し
た
。
石
川
丈
山
を

敬
愛
す
る
同
郷
の
澁
谷
良
平
が
丈
山
の
生
地

が
荒
廃
し
て
い
た
の
を
嘆
き
、
私
財
を
投
じ

て
買
収
し
、
和
泉
村
に
寄
贈
し
て
整
備
さ
れ

た
「
丈
山
公
園
」
の
地
に
造
ら
れ
た
の
で
す
。

現
在
、
良
平
筆
に
よ
る
石
碑
「
石
川
丈
山
翁

邸
址
」
が
丈
山
苑
北
門
に
建
っ
て
い
ま
す
。

苑
内
の
建
物
は
、
詩
仙
堂
を
彷
彿
と
さ
せ

る
木
造
建
築
で
「
詩
泉
閣
」
と
名
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
邸
内
は
、
探
幽
の
「
画
」、
丈

山
の
「
賛
」
と
伝
え
ら
れ
る
三
十
六
詩
仙
の

詩
仙
堂
額
（
複
製
）
を
は
じ
め
、
隷
書
体
の

書
幅
な
ど
、
丈
山
の
感
性
を
し
の
ぶ
こ
と
の

で
き
る
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
ま
す
。

庭
園
は
、
丈
山
の
作
庭
し
た
詩
仙
堂
、
東

本
願
寺
渉
成
園
（
枳
殻
邸
）、
田
辺
の
酬
恩

庵
（
一
休
寺
）
の
三
庭
園
を
イ
メ
ー
ジ
し
、

唐
様
庭
園
・
回
遊
式
池
泉
庭
園
・
蓬
莱
庭
園

を
組
み
合
わ
せ
た
本
格
的
な
も
の
で
あ
り
、

処
々
に
丈
山
の
漢
詩
碑
も
配
し
て
い
ま
す
。

丈
山
は
69
歳
の
時
、
故
郷
和
泉
郷
に
帰
る

こ
と
を
京
都
所
司
代
に
願
い
出
た
が
、
許
さ

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
望
郷
の
念
を
受
け

止
め
、
和
泉
に
あ
る
丈
山
翁
像
が
、
今
度
は

京
の
方
向
を
振
り
返
っ
て
見
て
い
ま
す
。

丈
山
苑
で
は
、
竹
林
の
中
の
詩
泉
閣
等
の

建
物
・
書
幅
・
石
碑
・
庭
園
を
眺
め
な
が
ら

「
茶
」
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
漢
詩
人
・
書

家
・
作
庭
家
・
茶
人
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
風
雅

を
究
め
、
仙
人
の
よ
う
に
生
き
た
丈
山
の
世

界
を
堪
能
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

本
校
か
ら
徒
歩
で
約
5
分
の
距
離
に
あ
る

丈
山
苑
で
、
児
童
は
苑
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た

写
生
を
行
っ
た
り
、
抹
茶
を
体
験
し
た
り
し

て
、
丈
山
の
世
界
を
感
じ
て
い
ま
す
。

睡
竹
堂
時
代
の
丈
山
を
偲
ぶ丈山

文
庫

丈
山
苑
の
北
西
約
3
0
0
メ
ー
ト
ル
の
と

こ
ろ
に
、
丈
山
文
庫
が
あ
り
ま
す
。

　
丈
山
文
庫
は
、
昭
和
44
年
（
1
9
6
9
）、

愛
知
教
育
大
学
名
誉
教
授
神
谷
義
郎
氏
が
私

財
を
投
じ
て
、
京
都
市
左
京
区
田
中
野
神
町

「
睡
竹
堂
」
跡
か
ら
、
建
物
「
学
甫
堂
」
を

始
め
、
丈
山
ゆ
か
り
の
石
灯
籠
や
つ
く
ば
い

（
手
水
鉢
）
な
ど
を
搬
入
す
る
と
と
も
に
、

丈
山
に
関
係
し
た
書
籍
や
資
料
を
数
多
く
集

め
て
石
川
丈
山
を
学
ぶ
場
と
し
て
設
立
さ
れ

た
も
の
で
す
。

丈
山
は
、
広
島
か
ら
京
都
へ
帰
り
、
終
世

隠
棲
の
地
を
求
め
、
後
に
一
乗
寺
に
決
定
す

る
ま
で
の
間
は
、
相
国
寺
畔
の
「
睡
竹
堂
」

に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
屋
敷
に
「
学
甫

堂
」
と
い
う
萱
葺
き
の
3
畳
の
建
物
を
た
て

て
書
斎
と
し
て
い
た
の
で
す
。

児
童
は
、
丈
山
文
庫
に
も
毎
年
訪
問
し
、

責
任
者
の
神
谷
氏
よ
り
丈
山
文
庫
の
資
料
の

説
明
だ
け
で
な
く
、
石
川
丈
山
の
生
い
立
ち

や
武
士
と
し
て
の
活
躍
、
漢
詩
や
隷
書
の
勉

強
に
励
ん
だ
文
人
と
し
て
の
丈
山
に
つ
い
て

詳
し
く
聞
く
な
ど
、
大
変
貴
重
な
経
験
を
す

る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に

郷
土
の
偉
人
石
川
丈
山
を
偲
ぶ
場
所
や
も

の
、
そ
し
て
丈
山
を
語
り
継
い
で
い
る
地
域

の
方
々
を
大
切
に
し
て
い
る
和
泉
町
。
本
校

の
児
童
に
は
、
そ
の
思
い
を
受
け
継
ぎ
、
こ

れ
か
ら
も
学
校
や
地
域
を
愛
す
る
人
に
育
っ

て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
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郷
土
の
偉
人「
石
川
丈
山
」の
世
界

受
け
継
が
れ
る

柴
田
　辰
之

安
城
市
立
丈
山
小
学
校
長

児童抹茶体験＜丈山苑＞

学甫堂＜丈山文庫＞

詩泉閣＜丈山苑＞

　
安
城
市
立
丈
山
小
学
校
は
、
安
城
市
の
南

部
に
位
置
す
る
和
泉
町
に
あ
り
、
学
校
名
に

人
物
の
名
前
が
入
る
珍
し
い
学
校
で
す
。
そ

の
人
物
は
、「
石
川
丈
山
」。
和
泉
町
の
誇

る
郷
土
の
偉
人
で
す
。

　
丈
山
は
、
武
士
と
し
て
徳
川
家
康
に
仕
え
、

多
く
の
手
柄
を
立
て
た
逞
し
い
武
人
で
し
た
。

ま
た
、
江
戸
時
代
初
期
を
代
表
す
る
漢
詩
人

で
あ
り
、
隷
書
を
わ
が
国
で
初
め
て
取
り
入

れ
た
書
家
と
し
て
も
知
ら
れ
る
ほ
か
、
作
庭

家
で
も
あ
り
、
煎
茶
（
文
人
茶
）
に
お
い
て

は
日
本
の
開
祖
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
文
人
と

し
て
も
高
い
評
価
を
受
け
て
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
文
武
の
道
で
名
を
残
し
た
丈

山
は
、
地
域
の
誉
と
し
て
今
も
な
お
大
切
に

受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　
丈
山
小
学
校
の
児
童
も
、
毎
年
、
修
学
旅

行
や
校
外
学
習
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
な

ど
の
教
育
活
動
を
通
し
て
、
石
川
丈
山
の
人

物
像
や
そ
の
世
界
に
ふ
れ
、
学
ん
で
い
ま
す
。

郷
土
の
偉
人石

川
丈
山

石
川
丈
山
は
、
安
土
桃
山
時
代
、
天
正
11

年
（
1
5
8
3
）
に
石
川
信
定
の
長
男
と
し

て
三
河
国
碧
海
郡
泉
郷
（
現
在
の
安
城
市
和

泉
町
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

丈
山
は
、
熱
心
に
武
術
の
稽
古
に
励
み
、

16
歳
で
元
服
し
て
徳
川
家
康
の
近
習
と
な
り
、

そ
の
後
関
ヶ
原
の
合
戦
な
ど
で
、
数
々
の
手

柄
を
た
て
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、「
大
坂
夏
の
陣
」
で
先
登
（
一

番
乗
り
）
を
切
り
功
績
を
上
げ
ま
す
が
、
軍

令
違
反
に
問
わ
れ
蟄
居
し
ま
し
た
。

丈
山
は
こ
れ
を
契
機
に
武
人
と
し
て
の
悩

み
を
と
き
、
学
を
志
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
朱
子
学
者
の
林
羅
山
を
介
し
て
藤

原
惺
窩
と
出
会
い
、
儒
学
の
教
え
を
受
け
る

な
か
で
自
分
の
進
む
べ
き
道
を
見
つ
け
た
の

で
す
。

母
に
孝
養
を
つ
く
す
た
め
、
や
む
な
く
広

島
藩
の
浅
野
家
に
学
者
と
し
て
仕
え
ま
す
が
、

母
が
歿
し
た
後
は
京
都
へ
帰
り
、
一
乗
寺
に

詩
仙
堂
を
開
き
、
林
羅
山
ら
の
文
人
と
交
友

し
、
漢
詩
・
書
・
作
庭
、
ま
た
煎
茶
の
世
界

に
お
い
て
、
江
戸
初
期
の
文
人
と
し
て
活
躍

し
ま
し
た
。

丈
山
が
終
の
栖
と
し
て
建
て
た
詩
仙
堂
。

丈
山
は
、
林
羅
山
と
論
議
し
て
意
を
通
し
、

中
国
の
漢
・
晋
・
唐
・
宋
時
代
の
詩
人
36
人

と
そ
の
漢
詩
を
選
定
し
、「
三
十
六
詩
仙
」

と
し
ま
す
。
詩
仙
の
絵
は
狩
野
探
幽
に
描
か

せ
た
と
伝
わ
り
、
各
詩
仙
の
詩
は
丈
山
が
隷

書
体
で
板
に
書
き
額
に
し
、
部
屋
の
鴨
居
の

上
四
方
に
掲
げ
ま
す
。
こ
の
部
屋
を
「
詩
仙

の
間
」
と
称
し
、
詩
仙
堂
の
名
の
由
来
と
な

り
ま
し
た
。
 

丈
山
は
、
詩
仙
堂
に
お
い
て
、
贅
を
求
め

ず
、
自
然
を
愛
し
、
心
を
豊
か
に
し
て
何
物

に
も
屈
し
な
い
自
由
を
求
め
よ
う
と
し
て
自

己
を
育
て
ま
し
た
。
そ
し
て
、
文
人
と
し
て

の
生
涯
を
こ
こ
で
送
り
、
独
身
を
貫
き
90
歳

の
天
寿
を
全
う
し
ま
し
た
。

毎
年
、
丈
山
小
学
校
の
児
童
は
修
学
旅
行

で
京
都
の
詩
仙
堂
を
訪
れ
、
郷
土
の
偉
人
・

石
川
丈
山
に
つ
い
て
学
習
を
し
て
い
ま
す
。

丈
山
小
学
校
は
昭
和
46
年
に
開
校
し
、
50
年

以
上
経
ち
ま
す
が
、
当
時
の
修
学
旅
行
か
ら

詩
仙
堂
を
訪
問
し
、
学
習
し
て
い
る
こ
と
が

幾
人
か
の
卒
業
記
念
文
集
の
記
録
か
ら
分
か

り
ま
す
。
特
別
に
団
体
で
の
見
学
を
受
け
入

れ
て
い
た
だ
い
て
い
る
詩
仙
堂
の
訪
問
は
、

今
で
も
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　丈
山
の
遺
徳
を
偲
ぶ　丈

山
苑

　
江
戸
時
代
の
は
じ
め
、
武
士
を
捨
て
た
丈

山
が
京
都
一
乗
寺
に
建
て
た
詩
仙
堂
。
そ
の

イ
メ
ー
ジ
を
誕
生
地
で
あ
る
、
こ
の
和
泉
の

地
に
再
現
し
た
丈
山
苑
は
、
文
人
石
川
丈
山

の
心
を
汲
み
取
る
た
め
の
空
間
と
し
て
平
成

8
年
5
月
に
開
苑
し
ま
し
た
。
石
川
丈
山
を

敬
愛
す
る
同
郷
の
澁
谷
良
平
が
丈
山
の
生
地

が
荒
廃
し
て
い
た
の
を
嘆
き
、
私
財
を
投
じ

て
買
収
し
、
和
泉
村
に
寄
贈
し
て
整
備
さ
れ

た
「
丈
山
公
園
」
の
地
に
造
ら
れ
た
の
で
す
。

現
在
、
良
平
筆
に
よ
る
石
碑
「
石
川
丈
山
翁

邸
址
」
が
丈
山
苑
北
門
に
建
っ
て
い
ま
す
。

　
苑
内
の
建
物
は
、
詩
仙
堂
を
彷
彿
と
さ
せ

る
木
造
建
築
で
「
詩
泉
閣
」
と
名
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
邸
内
は
、
探
幽
の
「
画
」、
丈

山
の
「
賛
」
と
伝
え
ら
れ
る
三
十
六
詩
仙
の

詩
仙
堂
額
（
複
製
）
を
は
じ
め
、
隷
書
体
の

書
幅
な
ど
、
丈
山
の
感
性
を
し
の
ぶ
こ
と
の

で
き
る
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
ま
す
。

　
庭
園
は
、
丈
山
の
作
庭
し
た
詩
仙
堂
、
東

本
願
寺
渉
成
園
（
枳
殻
邸
）、
田
辺
の
酬
恩

庵
（
一
休
寺
）
の
三
庭
園
を
イ
メ
ー
ジ
し
、

唐
様
庭
園
・
回
遊
式
池
泉
庭
園
・
蓬
莱
庭
園

を
組
み
合
わ
せ
た
本
格
的
な
も
の
で
あ
り
、

処
々
に
丈
山
の
漢
詩
碑
も
配
し
て
い
ま
す
。

　
丈
山
は
69
歳
の
時
、
故
郷
和
泉
郷
に
帰
る

こ
と
を
京
都
所
司
代
に
願
い
出
た
が
、
許
さ

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
望
郷
の
念
を
受
け

止
め
、
和
泉
に
あ
る
丈
山
翁
像
が
、
今
度
は

京
の
方
向
を
振
り
返
っ
て
見
て
い
ま
す
。

　
丈
山
苑
で
は
、
竹
林
の
中
の
詩
泉
閣
等
の

建
物
・
書
幅
・
石
碑
・
庭
園
を
眺
め
な
が
ら

「
茶
」
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
漢
詩
人
・
書

家
・
作
庭
家
・
茶
人
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
風
雅

を
究
め
、
仙
人
の
よ
う
に
生
き
た
丈
山
の
世

界
を
堪
能
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
本
校
か
ら
徒
歩
で
約
5
分
の
距
離
に
あ
る

丈
山
苑
で
、
児
童
は
苑
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た

写
生
を
行
っ
た
り
、
抹
茶
を
体
験
し
た
り
し

て
、
丈
山
の
世
界
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　睡
竹
堂
時
代
の
丈
山
を
偲
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　丈
山
文
庫

　
丈
山
苑
の
北
西
約
3
0
0
メ
ー
ト
ル
の
と

こ
ろ
に
、
丈
山
文
庫
が
あ
り
ま
す
。

　
丈
山
文
庫
は
、
昭
和
44
年
（
1
9
6
9
）、

愛
知
教
育
大
学
名
誉
教
授
神
谷
義
郎
氏
が
私

財
を
投
じ
て
、
京
都
市
左
京
区
田
中
野
神
町

「
睡
竹
堂
」
跡
か
ら
、
建
物
「
学
甫
堂
」
を

始
め
、
丈
山
ゆ
か
り
の
石
灯
籠
や
つ
く
ば
い

（
手
水
鉢
）
な
ど
を
搬
入
す
る
と
と
も
に
、

丈
山
に
関
係
し
た
書
籍
や
資
料
を
数
多
く
集

め
て
石
川
丈
山
を
学
ぶ
場
と
し
て
設
立
さ
れ

た
も
の
で
す
。

　
丈
山
は
、
広
島
か
ら
京
都
へ
帰
り
、
終
世

隠
棲
の
地
を
求
め
、
後
に
一
乗
寺
に
決
定
す

る
ま
で
の
間
は
、
相
国
寺
畔
の
「
睡
竹
堂
」

に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
屋
敷
に
「
学
甫

堂
」
と
い
う
萱
葺
き
の
3
畳
の
建
物
を
た
て

て
書
斎
と
し
て
い
た
の
で
す
。

　
児
童
は
、
丈
山
文
庫
に
も
毎
年
訪
問
し
、

責
任
者
の
神
谷
氏
よ
り
丈
山
文
庫
の
資
料
の

説
明
だ
け
で
な
く
、
石
川
丈
山
の
生
い
立
ち

や
武
士
と
し
て
の
活
躍
、
漢
詩
や
隷
書
の
勉

強
に
励
ん
だ
文
人
と
し
て
の
丈
山
に
つ
い
て

詳
し
く
聞
く
な
ど
、
大
変
貴
重
な
経
験
を
す

る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。

　お
わ
り
に

　
郷
土
の
偉
人
石
川
丈
山
を
偲
ぶ
場
所
や
も

の
、
そ
し
て
丈
山
を
語
り
継
い
で
い
る
地
域

の
方
々
を
大
切
に
し
て
い
る
和
泉
町
。
本
校

の
児
童
に
は
、
そ
の
思
い
を
受
け
継
ぎ
、
こ

れ
か
ら
も
学
校
や
地
域
を
愛
す
る
人
に
育
っ

て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

主
な
参
考
文
献

「
和
泉
町
の
歴
史
」「
丈
山
苑
案
内
記
」
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