
ふ
る
さ
と「
に
ほ
ん
ま
つ
」

　

私
が
住
む
二
本
松
市
は
、
福
島
県
の
中
央
よ
り

や
や
北
に
位
置
し
、
名
峰「
安あ
だ
た
ら
や
ま

達
太
良
山
」の
山
並

み
と
母
な
る
川「
阿
武
隈
川
」の
清
流
に
育
ま
れ
た

古
い
伝
統
と
歴
史
を
誇
る
、
人
口
約
５
万
３
０
０
０

人
の
城
下
町
で
す
。

　

二
本
松
の
歴
史
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

室
町
時
代
に
奥お
う
し
ゅ
う
た
ん
だ
い

州
探
題
・
畠
山
高
国
が
居
館
を

構
え
、
地
名
を
「
二
本
松
」
と
し
た
こ
と
が
始
ま

り
で
、
七
代
当
主
の
畠
山
満
泰
の
時
代
に
は
、
守

り
に
適
し
た「
白
旗
ヶ
峯
」に
二
本
松
城
を
築
き
ま

し
た
。

　

藩
政
時
代
に
は
、
寛
永
20（
１
６
４
３
）年
に
初

代
二
本
松
藩
主
・
丹
羽
光
重
公
が
十
万
七
百
石
で

入
府
し
、
以
来
、
明
治
元（
１
８
６
８
）年
ま
で
の

２
２
０
有
余
年
に
わ
た
り
、
丹
羽
家
の
居
城
と
な

り
ま
し
た
。

　

こ
の
時
、
光
重
公
が
行
っ
た
城
下
の
町
割
り
の

痕
跡
は
、
現
在
も
色
濃
く
残
っ
て
お
り
、
城
下
町

の
風
情
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

古
い
伝
統
と
歴
史
の
あ
る
二
本
松
市
に
生
ま
れ

育
っ
た
私
は
、
戊ぼ
し
ん辰

戦
争
に
お
け
る
「
二
本
松
少

年
隊
の
悲
話
」
に
は
、
心
を
痛
め
ま
す
が
、
城
下

町
と
し
て
栄
え
た
伝
統
的
な
雰
囲
気
が
好
き
で
、

二
本
松
城
跡
で
開
催
さ
れ
る「
二
本
松
の
菊
人
形
」

や
、
江
戸
時
代
か
ら
続
く「
二
本
松
の
提
灯
祭
り
」

「
小
浜
の
紋
付
祭
り
」「
針
道
の
あ
ば
れ
山
車
」、
ま

た
、
鎌
倉
時
代
前
後
か
ら
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る

「
木
幡
の
幡
祭
り
」な
ど
、
個
性
と
趣
の
あ
る
祭
り

に
は
毎
年
欠
か
さ
ず
訪
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
二
本
松
城
に
は
、
五
代
藩
主
・
丹
羽
高

寛
公
が
藩
政
改
革
と
綱
紀
粛
正
、
藩
士
の
戒
め
と

し
て
、
巨
石
に
刻
ま
せ
た
４
句
16
文
字
か
ら
な
る

「
戒
石
銘
」が
今
も
そ
の
姿
を
見
せ
て
い
ま
す
。

爾
俸
　
爾
禄
〔
な
ん
じ
の
俸ほ
う 

な
ん
じ
の
禄ろ

く

は
〕

民
膏
　
民
脂
〔
民た

み

の
膏こ

う 

民た
み

の
脂し

な
り
〕

下
民
　
易
虐
〔
下か

み
ん民
は
　
虐し

い
たげ
や
す
き
も
〕

上
天
　
難
欺
〔
上じ

ょ
う
て
ん天は

　
欺あ

ざ
むき

が
た
し
〕

　
「
お
前
の
俸
給
は
、
人
民
が
脂
し
て
働
い
た
た

ま
も
の
よ
り
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
下
々
の
人
民

は
虐
げ
や
す
い
け
れ
ど
も
、
天
を
欺
く
こ
と
は
で

き
な
い
。
お
前
は
人
民
に
感
謝
し
、
い
た
わ
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
気
持
ち
を
忘
れ
て
弱
い
人
民

を
虐
げ
た
り
す
る
と
、
き
っ
と
天
罰
が
あ
る
で
あ

ろ
う
」 

　

戒
石
銘
は
、
２
７
３
年
の
時
を
経
て
今
も
公
務

に
携
わ
る
者
へ
の
警
鐘
、
戒
律
と
し
て
私
た
ち
に

語
り
か
け
て
い
ま
す
。

　

私
は
、「
戒
石
銘
」を
座
右
の
銘
、
指
針
と
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

本
年
４
月
に
は
、
戒
石
銘
か
ら
歩
い
て
す
ぐ
の

場
所
に
、
二
本
松
市
歴
史
観
光
施
設
「
に
ほ
ん
ま

つ
城
報
館
」が
オ
ー
プ
ン
い
た
し
ま
し
た
。

　

施
設
に
は
二
本
松
城
や
二
本
松
藩
の
歴
史
と
文

化
を
紹
介
す
る
展
示
室
の
ほ
か
、
市
内
の
観
光
名

所
や
名
産
品
を
紹
介
す
る
観
光
情
報
ギ
ャ
ラ
リ
ー

な
ど
が
あ
り
、
中
で
も
、
３
６
０
度
の
ス
ク
リ
ー

ン
に
映
し
出
さ
れ
る
二
本
松
城
ガ
イ
ダ
ン
ス
室

は
、
周
囲
を
囲
む
５
面
の
大
型
ス
ク
リ
ー
ン
で
映

像
の
世
界
に
入
り
込
ん
だ
か
の
よ
う
な
臨
場
感
や

没
入
感
が
体
験
で
き
ま
す
。

　

本
市
に
お
越
し
の
際
に
は
、
ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り

く
だ
さ
い
。

ふ
る
さ
と
の
山
に
登
る
!!

　

高
村
光
太
郎
の
詩
集『
智ち

え
こ
し
ょ
う

恵
子
抄
』に
詠う

た

わ
れ
た

名
峰「
安
達
太
良
山
」。
私
の
自
宅
か
ら
安
達
太
良

山
の
登
山
口
ま
で
は
30
分
ほ
ど
。
毎
日
の
通
勤
時

に
も
眺
め
る
こ
の
名
峰
は
、
四
季
折
々
の
美
し
い

姿
を
魅
せ
て
く
れ
ま
す
。

　

人
と
山
を
つ
な
ぐ「
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｐ
」が「
２
０
２
１

年
に
『
東
北
で
最
も
登
ら
れ
た
山
』
ラ
ン
キ
ン
グ
」

藩士の戒めとするため刻ませた「戒石銘」（国指定史跡）
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二本松市に「新しい晨
あ さ

」を

二
にほんまつ

本松市長（福島県）　三
み ほ

保恵
けいいち

一



を
公
開
し
、
東
北
エ
リ
ア
第
１
位
に
も
輝
き
ま
し

た
が
、
私
も
安
達
太
良
山
に
登
っ
た
１
人
で
も
あ

り
ま
す
。

　

安
達
太
良
山
の
麓
で
育
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
登

山
が
趣
味
に
な
り
ま
し
た
。
山
は
、
季
節
に
よ
っ

て
美
し
い
姿
を
魅
せ
て
く
れ
ま
す
。
初
夏
の
新

緑
、
秋
の
紅
葉
、
冬
に
は
一
面
の
銀
世
界
と
な
り
、

私
た
ち
登
山
を
す
る
者
を
一
年
中
楽
し
ま
せ
て
く

れ
ま
す
。
特
に
、
安
達
太
良
山
の
山
頂
か
ら
望
む

３
６
０
度
の
大
パ
ノ
ラ
マ
は
絶
景
で
す
。

　
「
こ
ん
に
ち
は
！
」

　

山
頂
へ
向
か
う
登
山
道
で
す
れ
違
う
人
々
と
交

わ
す
気
持
ち
の
良
い
あ
い
さ
つ
か
ら
は
、
多
く
の

パ
ワ
ー
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
無
事
に
登
頂
で

き
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を
山
の
神
様
に
感
謝
い
た
し

ま
す
。
山
に
は
、
日
常
で
は
味
わ
え
な
い
機
会
が

あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
も
、
ぜ
ひ
大
自
然
の

中
で
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

ふ
る
さ
と
の
偉
人
を
顕
彰
す
る

　

私
が
尊
敬
し
て
い
る
偉
人
を
１
人
紹
介
し
ま
す
。

　

世
界
的
な
歴
史
学
者
、
朝
河
貫
一
博
士
で
す
。

　

二
本
松
市
出
身
の
朝
河
博
士
は
、
今
世
紀
最
大

の
比
較
法
制
史
学
者
と
し
て
国
際
的
に
評
価
を
さ

れ
た
日
本
人
で
あ
り
、
日
清
・
日
露
戦
争
、
第
１

次
世
界
大
戦
を
経
て
、
太
平
洋
戦
争
へ
と
進
展
す

る
時
期
に
、
日
本
が
平
和
で
繁
栄
す
る
道
に
つ
い

て
具
体
策
を
提
言
し
た
人
物
で
す
。

　

太
平
洋
戦
争
に
お
け
る
日
米
開
戦
の
危
機
に

面
し
て
は
、『
日
本
の
禍
機
』を
著
し
、
祖
国
日

本
を
憂
慮
し
、
戦
争
回
避
を
訴
え
、
昭
和
天
皇

宛
て
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
親
書
の
草
案
を
起

草
し
た
ほ
か
、
大
隈
重
信
に
「
覇
権
な
き
ア
ジ

ア
外
交
」を
進
言
し
ま
し
た
。

　

昨
今
の
世
界
情
勢
を
見
て
み
る
と
、
朝
河
博

士
の
平
和
思
想
に
根
ざ
す
祖
国
愛
に
燃
え
た
言

論
活
動
や
、
そ
の
精
神
は
、
今
な
お
現
代
社
会

に
警
鐘
を
打
ち
鳴
ら
し
続
け
て
お
り
ま
す
。

二
本
松
市
に「
新
し
い
晨あ
さ

」を

　

私
は
「
笑
顔
あ
ふ
れ
る　

し
あ
わ
せ
の
ま
ち　

二
本
松
」の
実
現
、
本
市
の
繁
栄
と
市
民
の「
し

あ
わ
せ
」
の
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
産
業
の
振
興

や
企
業
誘
致
、
観
光
の
振
興
、
さ
ら
に
は
、
子

育
て
支
援
、
教
育
の
振
興
な
ど
の
施
策
を
、
市
政

改
革
を
断
行
し
な
が
ら
積
極
的
に
推
進
し
て
ま
い

り
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
先
、
本
市
の
素
晴
ら
し
さ
を
生
か

し
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
興
し
、「
二
本
松
力
」を

さ
ら
に
磨
い
て
、
潜
在
的
な
成
長
可
能
性
を
現
実

の
も
の
と
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
、

①
健
康
で
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
ま
ち

②
地
域
の
誇
り
に
満
ち
た
活
力
あ
る
ま
ち

③
世
代
を
つ
な
い
で
人
を
育
む
ま
ち

④
安
全
で
快
適
な
暮
ら
し
の
あ
る
ま
ち

を
モ
ッ
ト
ー
に
、
二
本
松
市
民
の「
し
あ
わ
せ
」の

た
め
に
尽
く
し
て
ま
い
り
ま
す
。

安達太良山に登る筆者

大自然を味わう登山
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