
162020-7広報  きほく

5・7・5に乗せて

ち
か
ら
も
ち
お
も
た
い
も
の
を
も
て
る
ん
だ

小
二　
　

優　

い
き
も
の
は
ぐ
ん
ぐ
ん
そ
だ
つ
か
わ
い
い
な

小
二　

隆　

希

お
さ
ん
ぽ
で
す
な
は
ま
の
ぼ
る
も
う
ひ
と
つ

小
二　

心　

香

テ
レ
ビ
は
ね
み
ん
な
で
み
た
ら
う
れ
し
い
な

小
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勇　

斗

朝
お
き
て
太
よ
う
の
ぼ
る
ま
ぶ
し
い
な

小
三　

み
る
く

朝
ご
は
ん
力
が
で
る
よ
お
い
し
い
ね小

四　

心　

春

サ
ッ
カ
ー
で
力
を
こ
め
た
ロ
ン
グ
パ
ス

小
五　

太　

清

学
校
で
お
た
が
い
助
け
育
っ
て
く

小
五　

翔　

太

下
り
よ
り
上
り
の
ほ
う
が
僕
き
ら
い中

二　

清　

也

感
謝
す
る
育
て
て
く
れ
た
人
達
に

中
三　

海　

斗

じ
っ
く
り
と
力
を
つ
け
て
受
験
の
日中

三　

海　

士

力
入
れ
苦
手
な
事
も
挑
戦
だ

高
一　

な
な
み

種
ま
い
た
花
が
育
っ
て
写
真
映
え

高
三　

瑠　

依

か
け
の
ぼ
り
優
勝
め
ざ
す
体
育
祭

高
三　

ち
ひ
ろ

竹
の
子
川
柳
会

孫
達
が
大
吟
醸
で
祝
卒
寿

山
本　

雅
之

人
間
の
業
か
も
知
れ
ぬ
酒
と
色

若
宮　

賢
敬

酒
の
め
ば
気
分
も
口
も
軽
く
な
る

木
村　

貞
子

テ
レ
ビ
見
て
孫
踊
り
だ
す
茶
の
間
沸
く兵

頭
チ
ヨ
カ

テ
レ
ビ
中
継
首
相
に
向
か
い
お
説
教

菅
原　

由
紀

子
供
等
を
テ
レ
ビ
が
子
守
マ
マ
ス
マ
ホ水

野
す
み
こ

六
十
代
昔
は
長
寿
今
若
手

伊
勢
本　

恵

長
寿
で
も
生
き
甲
斐
だ
け
は
見
捨
て
な
い

熊
本　

忠
眞

長
生
き
し
よ
う
何
せ
一
回
き
り
だ
か
ら山

本　
　

節

後
悔
は
す
ま
い
選
ん
だ
道
だ
か
ら

中
城　

英
雄

鏡
開
き
武
道
精
神
剣
の
道

宇
都
宮　

忍

ど
の
道
を
行
く
の
か
子
に
も
夢
が
あ
る渡

辺　

光
男

林
道
は
抜
け
た
が
居
な
い
後
継
者

大
崎　

五
葉

湿
布
薬
背
中
に
貼
れ
ぬ
一
人
者

川
添　

忠
昭

ひ
よ
し
川
柳
会

解
説
・
等
妙
寺
縁
起
と
鬼
北
の「
お
に
」伝
説
②

　

１
３
２
０
年
に
開
山
し
た
等
妙
寺
は
、
２
０
２
０
年
の
今
年
、

７
０
０
年
の
節
目
を
迎
え
ま
し
た
。今
回
は
い
わ
ゆ
る
鬼
北
の「
お

に
」
伝
説
が
等
妙
寺
開
基
説
話
と
し
て
筆
録
さ
れ
る
「
等
妙
寺
縁

起
」
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　

寺
社
縁
起
と
は
寺
院
の
開
創
の
由
来
や
沿
革
霊
験
な
ど
を
記
し

た
文
書
等
の
こ
と
で
、
宗
教
性
、
歴
史
性
を
も
ち
、
時
に
は
文
学

性
を
帯
び
て
物
語
化
し
ま
す
。
等
妙
寺
縁
起
の
原
本
は
失
わ
れ
て

し
ま
っ
て
お
り
、
等
妙
寺
に
も
伝
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
東
京
大

学
史
料
編
纂
所
な
ど
に
４
本
の
写
本
が
現
存
し
て
い
ま
す
。
写
本

に
は
成
立
年
代
の
記
述
は
な
く
、
地
名
や
人
物
表
記
、
他
の
史
料

の
検
討
に
よ
っ
て
、
縁
起
の
成
立
は
中
世
に
遡
る
も
の
で
は
な
く
、

江
戸
時
代
初
期
と
推
察
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
縁
起
成
立
の
背

景
に
つ
い
て
は
寺
史
と
の
関
係
で
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
世
を

通
じ
て
隆
盛
を
極
め
た
等
妙
寺
は
、
近
世
に
な
る
と
奈
良
山
麓
に

寺
構
を
整
え
、
前
代
と
は
異
な
る
展
開
を
遂
げ
ま
し
た
。
鎌
倉
時

代
末
の
開
基
か
ら
２
５
０
年
以
上
が
経
過
し
た
天
正
１
６
年
（
１

５
８
８
）、火
災
に
よ
り
焼
失
、

荒
廃
・
廃
絶
す
る
も
、
２
年

後
に
現
在
の
寺
地
（
中
世
等

妙
寺
の
霊
光
庵
）
へ
移
さ
れ

ま
す
。
再
建
さ
れ
た
等
妙
寺

は
、
京
都
法
勝
寺
末
の
立
場

を
離
れ
、
比
叡
山
東
塔
北
谷

に
あ
る
惣
持
房
の
直
末
寺
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
一
説
で

は
こ
の
頃
に
、
新
し
い
解
釈

に
よ
る
等
妙
寺
の
歴
史
を
残

す
必
要
か
ら
縁
起
が
記
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
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