
次
の
千
年
の
た
め
に

地
域
と
共
に
守
り
続
け
る

　

三
島
市
民
の
心
に
根
ざ
し
、
親
し
ま
れ
て
い
る

三
嶋
大
社
。
伊
豆
国
一
宮
と
し
て
千
年
以
上
の
長
き

に
わ
た
り
地
域
の
拠
り
所
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
三

島
の
観
光
拠
点
と
し
て
、
歴
史
を
伝
え
る
文
化
拠

点
と
し
て
、
全
国
か
ら
多
く
の
参
拝
者
を
迎
え
続

け
て
い
ま
す
。
古
代
か
ら
代
々
神
主
を
務
め
て
き
た

矢
田
部
家
の
現
在
の
宮
司
、
矢
田
部
盛
男
氏
に
お

話
を
伺
い
ま
し
た
。

　
　
　

三
嶋
大
社
で
は
、
毎
日
ど
ん
な
お
勤
め

を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

一
言
で
言
え
ば
、
三
嶋
大
神
様
を
お
守
り
す
る

た
め
の
す
べ
て
の
こ
と
で
す
。
年
間
１
５
１
回
、

ほ
ぼ
３
日
に
１
回
、
恒
例
祭
を
決
ま
っ
た
時
刻
に

間
違
い
な
く
行
い
ま
す
。
そ
れ
と
神
様
の
お
住
ま

い
で
あ
る
ご
本
殿
や
境
内
の
施
設
の
修
繕
、
神
様

の
お
庭
で
あ
る
境
内
を
綺
麗
に
保
つ
た
め
の
毎
朝

の
掃
除
、
そ
し
て
日
々
さ
ま
ざ
ま
に
寄
せ
ら
れ
る

御
祈
祷
や
、
お
子
さ
ん
の
命
名
の
ご
相
談
に
も
対

応
し
て
い
ま
す
。

　

最
近
は
、
正
し
い
作
法
で
丁
寧
に
参
拝
さ
れ
る

若
い
方
が
多
く
な
っ
た
印
象
で
す
。
御
朱
印
を
求

め
ら
れ
る
方
も
と
て
も
増
え
ま
し
た
。

　

神
職
は
約
20
名
い
ま
す
。
全
国
か
ら
集
ま
っ
て

い
て
、
い
ず
れ
は
実
家
の
神
社
を
継
ぐ
神
職
も
多

い
の
で
、
入
れ
替
わ
り
も
あ
り
ま
す
。

地
域
と
神
社
が
と
も
に

作
っ
て
き
た
三
嶋
大
祭
り

　
　
　

コ
ロ
ナ
禍
で
三
嶋
大
祭
り
が
２
年
中
止

に
な
り
ま
し
た
。
三
嶋
大
社
に
と
っ
て
は
ど
ん
な

意
味
の
あ
る
お
祭
り
で
す
か
？

　

神
事
と
し
て
の
例
祭
は
去
年
、
一
昨
年
も

行
っ
て
い
ま
す
が
、
町
を
挙
げ
て
お
祭
り
を
す

る
こ
と
が
困
難
な
状
況
は
、
過
去
に
も
あ
り
ま

し
た
。
大
東
亜
戦
争
終
戦
直
後
に
は
神
社
に
集

ま
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
、
寂
し
い
時
期
が
あ
り

ま
し
た
。

　

戦
争
で
疲
れ
切
っ
た
地
域
を
元
気
に
し
よ
う

と
、
当
時
の
商
工
会
長
と
宮
司
が
協
力
し
あ
っ

て
、
三
島
商
工
祭
り
と
し
て
、
大
社
の
例
祭
に

合
わ
せ
て
町
じ
ゅ
う
が
賑
や
か
に
な
る
お
祭
り

が
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
三
島
夏
祭
り
、

そ
し
て
三
嶋
大
祭
り
に
な
り
、
地
域
と
神
社
と

が
一
緒
に
な
っ
て
発
展
し
て
き
た
の
は
、
本
当

に
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。
神
社
の
境
内
だ
け

で
な
く
、
町
じ
ゅ
う
で
こ
こ
ま
で
盛
り
上
が
る

お
祭
り
は
、
三
島
な
ら
で
は
で
し
ょ
う
。　

　

特
に
、
戦
国
時
代
か
ら
続
く
と
言
わ
れ
る
祭

り
囃
子
「
シ
ャ
ギ
リ
（
三
島
囃
子
）」
に
は
、

連
綿
と
続
く
三
島
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ
ま

す
。
親
世
代
か
ら
子
ど
も
世
代
へ
受
け
継
が
れ
、

文
化
の
伝
承
が
今
も
続
い
て
い
ま
す
。
神
社
と

し
て
も
、
本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
私

の
子
ど
も
た
ち
も
、
町
内
の
皆
さ
ん
に
教
え
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
。

三
島
カ
ル
チ
ャ
ー
を

つ
く
る
人
び
と
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「
御
大
典
奉
祝
記
念
事
業 

令
和
の
大
修
理
」

に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

令
和
へ
の
御
代
替
り
を
お
祝
い
し
て
、
次
の
時

代
も
祈
り
の
場
所
が
変
わ
り
な
く
続
い
て
い
く

た
め
に
、
大
規
模
な
社
殿
の
修
繕
を
は
じ
め
と

し
た
事
業
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

　

昭
和
５
（
１
９
３
０
）
年
の
北
伊
豆
地
震
で

ご
社
殿
が
破
損
し
、
修
復
を
し
ま
し
た
。
そ
れ

か
ら
約
１
０
０
年
、
次
代
の
た
め
に
、
本
殿
の

銅
板
屋
根
の
葺
き
替
え
と
耐
震
補
強
や
防
火
措

置
を
行
い
ま
す
。
舞
殿
の
改
修
工
事
は
令
和
２

（
２
０
２
０
）年
に
屋
根
の
葺
き
替
え
、耐
震
補
強
、

照
明
の
改
修
を
終
え
ま
し
た
。

　

併
せ
て
境
内
を
囲
む
玉
垣
の
改
修
が
現
在
進

行
中
で
、森
の
植
栽
な
ど
景
観
整
備
も
行
い
ま
す
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
、
令
和
の
ご
神
宝
と
し
て
、

三
嶋
大
社
ゆ
か
り
の
２
口
の
日
本
刀
の
復
元
計

画
が
進
行
中
で
す
。
鎌
倉
時
代
に
北
条
時
政
が

三
嶋
大
社
に
奉
納
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
北
条
太

刀
（
重
要
文
化
財
）
と
、
同
時
代
に
上
杉
氏
が

奉
納
し
た
と
伝
え
る
上
杉
太
刀
（
国
宝
）
の
二
つ

で
す
。
明
治
天
皇
に
献
上
し
、
現
在
は
東
京
国

立
博
物
館
の
所
蔵
品
で
す
が
、
研
究
者
の
皆
さ

ん
と
科
学
的
な
調
査
を
行
い
、
製
作
当
初
の
姿

を
現
代
の
名
工
の
手
で
復
元
奉
製
し
、
御
神
宝

と
し
て
奉
献
い
た
し
ま
す
。　
　
　
　

文
化
的
な
価
値
を
伝
え
る

令
和
の
大
修
理

　

例
え
ば
伊
勢
神
宮
で
は
、
式
年
遷
宮
と
い
っ

て
20
年
に
一
度
お
社
を
建
て
替
え
ま
す
が
、
そ

の
度
に
ご
神
宝
も
新
調
さ
れ
ま
す
。
ご
神
宝
は
、

当
代
の
人
間
国
宝
の
方
な
ど
が
寄
り
集
ま
っ
て

技
術
の
伝
承
を
兼
ね
な
が
ら
、
そ
の
時
で
き
る

最
高
の
技
術
で
、
前
回
と
全
く
同
じ
も
の
を
用

意
し
ま
す
。
神
様
を
お
遷
し
す
る
時
に
更
な
る

御
神
威
を
発
揮
し
て
し
た
だ
け
る
よ
う
、
ご
奉

納
申
し
上
げ
る
も
の
で
す
。　
　

　

三
嶋
大
社
で
は
、
天
皇
が
御
即
位
に
な
る
御

代
替
り
を
機
会
に
、
こ
れ
ま
で
も
大
き
な
事
業

を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
平
成
の
御
代
替
り
に
は
社

務
所
に
続
い
て
宝
物
館
を
改
築
し
、、
北
条
政
子

奉
納
と
伝
え
る
国
宝
「
梅
蒔
絵
手
箱
」
を
復
元

模
造
し
て
、
宝
物
館
で
い
つ
で
も
ご
覧
い
た
だ
け

る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　

修
理
や
御
神
宝
奉
製
に
関
し
て
は
、
文
化
的
・

技
術
的
に
貴
重
な
事
業
と
な
り
ま
す
の
で
、ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
や
広
報
誌
な
ど
で
、
完
成
ま
で
の
経

過
を
皆
様
に
お
伝
え
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

　
　
　

他
に
市
民
向
け
に
行
っ
て
い
る
事
業
に

つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

三
嶋
大
社
は
こ
れ
ま
で
の
長
い
歴
史
の
中
で
奉

納
さ
れ
た
刀
剣
類
を
は
じ
め
、
大
社
及
び
矢
田

部
家
が
保
管
し
て
き
た
文
書
類
が
充
実
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
ら
を
宝
物
館
の
中
で
テ
ー
マ
を
決
め
て

展
示
し
て
い
ま
す
。
お
参
り
さ
れ
る
方
に
三
島
の

大
神
様
の
お
働
き
や
神
社
の
歴
史
へ
の
理
解
を
深

め
て
い
た
だ
く
た
め
で
す
。

　

ま
た
、
年
10
回
の
古
典
講
座
を
開
講
し
て
い
ま

す
。
本
年
は
「
万
葉
集
」
を
テ
ー
マ
に
、
東
洋
大

学
文
学
部
教
授
の
菊
地
義
裕
先
生
に
講
義
を
お

願
い
し
て
い
ま
す
。
万
葉
集
は
和
歌
集
の
原
点
な

の
で
、
昔
の
人
の
思
い
や
考
え
方
を
理
解
す
る
こ

と
で
、
神
様
と
の
距
離
を
縮
め
て
い
た
だ
け
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
す
。

災
害
の
多
い
土
地
で

育
ま
れ
て
き
た
信
仰
の
形

　
　
　

市
民
に
と
っ
て
は
「
三
嶋
大
社
あ
っ
て

の
三
島
市
」
と
い
う
感
覚
が
あ
り
ま
す
。

　

伊
豆
半
島
は
日
本
の
中
で
も
特
異
な
地
形
で

す
よ
ね
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
プ
レ
ー
ト
に
乗
っ
て
き

た
島
が
、
本
州
に
激
突
し
て
で
き
た
半
島
で
す
。

当
時
、
伊
豆
の
海
で
は
地
震
や
噴
火
が
多
く
、

当
時
の
人
は
そ
れ
を
「
国
生
み
」、
神
様
が
お
作

り
に
な
っ
た
と
解
釈
し
ま
し
た
。

　

一
方
半
島
の
つ
け
根
で
は
富
士
山
の
噴
火
で

溶
岩
が
流
れ
こ
み
、
三
島
あ
た
り
で
止
ま
っ
て
湧

き
水
が
出
て
、
肥
沃
な
扇
状
地
が
形
成
さ
れ
る
。

そ
う
し
て
農
耕
社
会
が
発
達
し
た
と
こ
ろ
へ
、
三

嶋
大
神
様
を
お
迎
え
し
、
次
第
に
地
域
の
中
心

と
な
っ
て
い
く
。
こ
ん
な
流
れ
で
信
仰
が
育
ま
れ

て
き
ま
し
た
。

　

非
常
に
長
い
歴
史
の
中
で
培
わ
れ
た
考
え
方

や
精
神
性
が
文
化
で
す
よ
ね
。
三
嶋
大
社
は
そ

れ
を
見
守
り
続
け
て
き
た
場
所
で
す
。

　
　
　
三
島
の
印
象
、
そ
し
て
今
後
の
展
望
に

つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

私
は
三
島
以
外
で
の
生
活
も
長
か
っ
た
の

で
す
が
、
そ
の
立
場
で
見
て
、
本
当
に
素
晴

ら
し
い
場
所
だ
と
思
い
ま
す
。
近
所
づ
き
あ

い
で
も
、
外
か
ら
の
お
客
さ
ん
に
対
し
て
も

優
し
い
方
が
多
い
で
す
ね
。

　

こ
れ
か
ら
の
社
会
的
な
課
題
に
、
人
口
減
少

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
で
も
、
地
域
の
方
々
と
の

距
離
を
縮
め
、
各
地
域
ご
と
に
お
祀
り
さ
れ
る

鎮
守
の
杜
を
お
守
り
し
て
い
く
こ
と
が
、
私
は
と

て
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
伝
統
行
事
や
芸
能
、

そ
し
て
文
化
や
歴
史
の
流
れ
を
絶
や
さ
ず
、
伝

承
し
て
行
く
こ
と
を
よ
り
一
層
考
え
て
い
き
た
い

で
す
ね
。
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「
三
島
カ
ル
チ
ャ
ー
を
つ
く
る
人
び
と
」
は
、「
三
島
の
文
化
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
、
三
島
周
辺
に
拠
点
を
置
く
企
業
や
三
島
の
文
化
に
関
わ
る
方
々
に
、
三
島
の
文
化
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
シ
リ
ー
ズ
企
画
で
す
。

配
布
場
所
／
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、
三
島
市
民
文
化
会
館
、
市
内
文
化
施
設
等
　
詳
し
く
は
下
記
のw

eb

サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

三嶋大社
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