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連
載 
私
の
町
は
ど
ん
な
町
⑲

�
─
春
日
部
市
─

春
日
部
市
域
は
今
か
ら
六
千

年
程
前
に
は
内
牧
や
花
積
の
台

地
を
残
し
そ
の
周
辺
の
低
地
に

は
海
が
入
り
込
ん
で
い
ま
し
た
。

花
積
に
は
全
国
的
に
有
名
な

「
花
積
貝
塚
」
が
あ
り
ま
す
。

四
世
紀
か
ら
八
世
紀
の
古
墳

時
代
に
埼
玉
郡
内
に
は
県
内
を

代
表
す
る
「
さ
き
た
ま
古
墳

群
」
が
あ
り
、
そ
の
中
で
も

「
丸
基
山
古
墳
」
は
墳
丘
の
径

が
一
〇
五
米
、
高
さ
十
九
米
の

日
本
一
大
き
な
古
墳
で
す
。

鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
春
日

部
一
族
が
台
頭
し
、
一
一
八
七

年
に
春
日
部
兵
衛
尉
が
義
経
の

軍
に
屈
し
壇
ノ
浦
合
戦
で
活
躍

し
、
そ
の
後
畠
山
重
忠
の
追
討

軍
と
し
て
大
井
・
品
河
・
春
日

部
・
潮
田
等
の
大
井
一
族
が
参

加
し
て
い
ま
す
。
春
日
部
氏
は

大
井
氏
の
一
族
で
、
一
族
の
惣

領
実
春
の
弟
実
高
が
そ
の
所
領

で
あ
っ
た
春
日
部
を
苗
字
と
し

ま
し
た
。

し
か
し
一
二
四
七
年
の
「
宝

治
合
戦
」
で
反
幕
府
側
の
三
浦

氏
に
組
し
た
こ
と
に
よ
り
、
実

景
が
子
息
三
人
と
共
に
鎌
倉
で

自
害
し
衰
退
し
ま
し
た
。

し
か
し
南
北
朝
時
代
に
な
る

と
、
春
日
部
実
行
は
後
醍
醐
軍

に
加
わ
り
功
名
を
立
て
、
天
皇

よ
り
上
総
国
山
辺
南
部
（
千
葉

県
東
金
市
）
と
下
総
国
春
日
部

郷
の
地
頭
職
を
安
堵
さ
れ
て
い

ま
す
。
浜
川
戸
地
区
に
残
る
八

幡
神
社
は
春
日
部
氏
が
鶴
岡
八

幡
宮
を
勧
進
し
て
建
造
し
た
も

の
と
い
わ
れ
、
春
日
部
氏
の
館

も
こ
の
付
近
に
あ
っ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

室
町
幕
府
が
出
来
て
か
ら
は

春
日
部
氏
は
力
を
失
い
、
戦
国

期
に
な
る
と
春
日
部
の
地
は
岩

付
太
田
氏
の
支
配
領
域
に
属
し

て
い
ま
し
た
。

し
か
し
一
五
九
〇
年
豊
臣
秀

吉
の
関
東
攻
略
に
よ
り
岩
付
城

は
落
城
し
、
春
日
部
周
辺
も
戦

乱
で
荒
廃
し
た
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。

後
北
条
氏
が
滅
ん
だ
後
、
関

東
の
領
主
と
な
っ
た
徳
川
家
康

は
、
江
戸
周
辺
の
守
り
の
た
め

岩
槻
城
に
高
力
清
長
を
二
万
石

の
大
名
と
し
て
配
置
し
、
春
日

部
市
域
も
そ
の
支
配
下
と
な
り

ま
し
た
。

家
康
は
江
戸
を
中
心
と
し
た

五
街
道
の
整
備
を
進
め
、
春
日

部
市
域
に
は
そ
の
一
つ
で
あ
る

「
日
光
道
中
」
が
通
り
粕
壁
に

宿
場
が
置
か
れ
交
通
の
要
地
と

し
て
発
展
し
て
い
き
ま
す
。

日
光
道
中
は
、
日
本
橋
を
出

て
千
住
宿
、
草
加
宿
、
越
谷
宿

を
経
て
四
番
目
が
粕
壁
宿
で
す
。

粕
壁
宿
は
天
保
十
四
年
の
家
数

は
七
七
三
軒
で
四
五
軒
の
旅
籠

が
あ
り
、
そ
の
規
模
は
日
光
道

中
二
三
宿
中
の
六
番
目
で
す
。

古
利
根
川
沿
い
の
粕
壁
宿
は

米
穀
等
の
農
産
物
を
江
戸
へ
送

り
、
日
用
品
や
干
鰯
・
〆
粕
等

の
肥
料
が
江
戸
か
ら
送
ら
れ
て

き
た
物
資
の
集
積
地
と
な
り
、

宿
内
に
は
新
町
橋
の
た
も
と
に

「
上
喜
蔵
河
岸
」
碇
山
付
近
に

「
下
喜
蔵
河
岸
」
と
呼
ば
れ
る

河
岸
が
あ
り
ま
し
た
。

近
世
中
期
以
降
に
な
る
と
農

業
技
術
も
向
上
し
、
木
綿
な
ど

商
品
生
産
が
盛
ん
と
な
り
、
春

日
部
周
辺
で
は
「
岩
槻
木
綿
」

や
「
梅
田
ご
ぼ
う
」
が
特
産
と

さ
れ
、
桐
箱
の
生
産
も
盛
ん
で

し
た
。
現
在
で
も
春
日
部
の
特

産
品
で
あ
る
桐
タ
ン
ス
・
桐
小

箱
な
ど
の
桐
工
芸
は
、
江
戸
時

代
中
期
か
ら
後
半
に
か
け
て
主

に
農
間
余
業
と
し
て
宿
内
に
広

ま
り
ま
し
た
。
伝
承
で
は
三
代

将
軍
家
光
に
よ
る
日
光
東
照
宮

造
営
に
関
っ
た
大
工
が
桐
工
芸

を
伝
え
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
に
は
風
水
害
、
干

ば
つ
、
地
震
等
で
被
害
が
何
度

も
発
生
し
ま
し
た
。
一
七
八
三

年
に
は
浅
間
山
の
噴
火
の
降
灰

に
よ
り
田
畑
が
全
滅
し
た
だ
け

で
な
く
利
根
川
上
流
か
ら
流
出

し
た
噴
出
物
で
河
床
が
上
昇
し

洪
水
が
お
こ
り
天
明
四
年
以
降

慢
性
的
な
飢
饉
と
な
り
ま
し

た
。こ

う
し
た
状
況
を
憂
い
住
民

を
助
け
る
よ
う
奔
走
し
た
の
が

宿
名
主
の
見
川
喜
蔵
で
す
。
喜

蔵
は
裕
福
な
人
と
共
に
穀
物
や

粥
等
を
飢
え
た
人
に
施
し
た
り

又
古
利
根
川
が
決
壊
し
た
た
め

自
費
で
古
堤
の
上
に
盛
り
土
を

し
て
囲
堤
を
増
築
し
ま
し
た
。

こ
の
堤
は
一
名
「
喜
蔵
堤
」
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
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