
         

 

 

令
和
４
年

11
月
６
日
（
日
）
今
井
町
の
地
車

２
台
、
十
市
町
の
地
車
２
台
が
今
井
町
の
町
中

を
勇
壮
に
曳
行
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
橿
原
市
、
今
井
町
自
治
会
、

十
市
町
自
治
会
が
中
心
と
な
っ
た
『
橿
原
市
指

定
民
俗
文
化
財
（
令
和
３
年
２
月
指
定
）
「
十
市

の
地
車
、
今
井
の
地
車
」
保
存
承
継
実
行
委
員

会
』
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
、
今
年
、
修
理

さ
れ
た
地
車
を
次
代
を
担
う
市
内
の
子
ど
も
た

ち
に
も
親
し
ん
で
も
ら
お
う
と
企
画
さ
れ
ま
し
た
。 

快
晴
の
日
曜
日
、
今
井
町
の
子
ど
も
太
鼓
、
十

市
の
伊
勢
音
頭
に
見
送
ら
れ
４
台
の
地
車
が
出

発
。
今
年
、
修
復
が
終
わ
っ
た
稱
念
寺
の
前
を
過

ぎ
、
小
学
校
前
を
通
り
お
よ
そ
１
時
間
、
参
加
し

た
子
ど
も
た
ち
は
地
車
に
乗
り
、
引
き
綱
を
引
き
、

秋
祭
り
の
雰
囲
気
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。 

今
井
町
は
子
ど
も
た
ち
が
地
車
に
乗
り
ま
す

が
、
そ
れ
は
昔
か
ら
の
よ
う
で
す
。
『
今
井
町
史
』

で
は
「
十
月
二
十
四
日
の
宵
宮
に
は
、
各
町
７
台

の
ダ
ン
ジ
リ
に
稚
児
を
乗
せ
て
境
内
に
引
き
こ
み
、

い
わ
ゆ
る
ダ
ン
ジ
リ
の
衣
装
ぞ
ろ
え
を
す
る
」
。 

ま
た
「
こ
れ
を
見
る
た
め
に
近
在
か
ら
大
勢
の

見
物
衆
が
集
り
、
昔
は
オ
ト
コ
シ
（
男
子
）
・
デ
ッ

チ
（
丁
稚
）
な
ど
に
提
灯
を
も
た
せ
、
一
張
羅
の

服
装
で
詣
っ
た
も
の
で
あ
る
。
二
十
五
日
の
祭
当

日
は
、
各
町
そ
の
領
内
で
ダ
ン
ヂ
リ
を
ひ
き
ま
わ

す
。
少
し
で
も
他
町
に
入
り
込
ま
う
も
の
な
ら
、

し
ば
し
ば
祭
り
に
つ
き
も
の
の
喧
嘩
が
起
っ
た
も

の
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
。 

結
果
と
し
て
「
こ
の
祭
礼
行
事
も
年
と
と
も
に

華
美
に
流
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
、
領
主
か
ら

は
度
々
禁
令
が
出
さ
れ
て
、
そ
の
緊
縮
が
命
ぜ
ら

れ
た
し
、
遂
に
は

高

取

藩

か
ら
壇

尻

の
出

向

が
禁

止

さ
れ
た
ほ
ど

で
あ
る
」
（
『
今
井

町
史
』
「
今
西
家

文

書

」
）
と
な
っ

た
の
で
す
が
逆
に

今
井
の
活
気
（
財

力
）
の
す
ご
さ
を

知

る

こ
と

が

で

き

る

と
考

え
ま

す
。 民

衆

が
支

え

て
い
る
こ
の
熱
さ

を
後

世

に
継

い

で
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。 

    

11
月

11
日

10
時

30
分
か
ら
今
井
小
学
校
体

育
館
に
お
い
て
、
橿
原
市
消
防
団
第
９
分
団
（
大

村
眞
司
分
団
長
他
４
人
）
と
女
性
団
員
だ
け
で

構
成
さ
れ
た
第

１ ０
分
団
（
川
端
眞
奈
美
分
団
長

他
４
人
）
が
、
小
学
３
年
生
を
対
象
に
消
防
団
の

歴
史
や
役
割
・
活
動
内
容
に
つ
い
て
話
を
し
、
つ

づ
い
て
女
性
消
防
団
員
達
の
手
作
り
の
紙
芝
居

で
火
災
の
恐
ろ
し
さ
を
説
明
し
、
生
徒
達
か
ら
の

質
問
に
答
え
て
い
ま
し
た
。 

11
時

30
分
か
ら
は
、
校
庭
に
出
て
消
火
器
の

使
用
方
法
に
つ
い
て
学
び
、
水
消
火
器
で
全
生

徒
が
実
施
訓
練
を
行
い
、
そ
の
後
は
消
防
車
の

詳
し
い
見
学
と
消
防
団
員
に
よ
る
放
水
訓
練
も

見
学
し
て
、
火
災
な
ど
災
害
に
対
し
て
自
分
達

が
ど
う
対
処
す
べ
き
か
を
学
び
ま
し
た
。 

  

（１）令和４年１２月１日                 い ま い は 今                     第 270 号  
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消
防
団
が
今
井
小
学
校
へ
出
動

！！ 

 

ー
小
学
３
年
生
向
け
に
社
会
科
学
習
ー 

体
育
館
で
紙
芝
居 

 

校
庭
で
放
水
訓
練 

 

だ
ん
じ
り
、
曳
こ
う
ぜ
！ 

 

今井西環濠広場に４台勢揃い 



  
今
回
は
本
町
筋
を
書
い
て
い
き
ま
す
。 

中
蘇
武
通
り
か
ら
前
回
の
吉
本
ミ
シ
ン
店
⓪

の
三
つ
角
を
北
に
進
み
、
一
つ
目
の
角
が
森
本
の

お
茶
屋
さ
ん
①
、
西
に
折
れ
て
南
角
は
吉
田
金

兵
衛
さ
ん
と
言
っ
て
い
た
饅
頭
屋
さ
ん
②
、
北
向

い
は
竹
本
板
金
樋
屋
さ
ん
③
、
並
ん
で
澤
井
薬

局
④
、
喜
多
の
骨
董
・
美
術
商
店
さ
ん
⑤
、
松
尾

の
青
果
店
⑥
（
後
に
肉
屋
さ
ん
）
、
古
林
建
具
店

⑦
と
並
ぶ
。 

南
側
、
金
兵
衛
さ
ん
の
続
き
は
郵
便
局
⑧
、
福

田
の
小
間
物
雑
貨
店
⑨
、
学
校
通
り
で
説
明
し

た
米
善
⑩
と
続
く
。 

 

通
り
の
西
側
最
初
は
八
百
新
青
果
店
⑪
、
鮮
魚

や
乾
物
も
扱
っ
て
お
ら
れ
た
な
！ 

 

向
か
い
は
森
本
の
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
イ
屋
さ
ん
⑫
。 

 

並
ん
で
荒
木
さ
ん
は
小
デ
マ
と
言
わ
れ
た
建
築

請
負
屋
さ
ん
⑬
、
そ
の
隣
は
細
田
染
め
物
材
料

屋
さ
ん
⑭
、
南
向
か
い
が
細
川
製
薬
会
社
⑮
で
、

北
側
東
角
は
山
上
の
灰
屋
さ
ん
⑯
と
続
く
。 

 

道
を
挟
ん
で
西
角
は
ミ
ミ
ズ
製
薬
中
村
さ
ん
⑰

で
隣
へ
小
林
の
豆
腐
屋
さ
ん
⑱
、
向
か
い
は
東
か

ら
黒
沢
の
質
屋
さ
ん
⑲
、
埴
輪
饅
頭
の
杉
本
さ
ん

⑳
と
続
き
、
西
四
つ
角
の
南
は
音
村
小
手
間
屋

さ
ん
㉑
、
向
か
い
は
和
田
の
産
婆
さ
ん
㉒
で
、
私

も
そ
う
だ
が
町
の
多
く
の
人
が
こ
の
和
田
さ
ん
の

お
世
話
に
な
っ
て
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。 

 

称
念
寺
の
太
鼓
楼
が
見
え
る
南
西
角
は
阪
本

炭
燃
料
店
㉓
で
薪
が
壁
際
に
ず
ら
り
と
積
ま
れ

て
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。 

 

西
へ
行
く
と
赤
い
郵
便
ポ
ス
ト
が
あ
っ
て
阪
部

新
聞
舗
さ
ん
㉔
、
阪
部
さ
ん
の
新
聞
販
売
は
私
の

記
憶
が
微
か
な
昭
和

20
年
代
に
八
木
西
口
駅
前

に
移
転
し
て
い
ま
す
。 

 

阪
部
さ
ん
の
向
か
い
に
は
売
薬

の
市
川
さ
ん
㉕
、
若
元
の
駄
菓
子

屋
さ
ん
㉖
が
並
び
、
子
供
た
ち
で

賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

側
溝
の
あ
る
四
つ
角
の
北
角
は

古
林
酒
店
㉗
で
お
爺
さ
ん
の
晩

酌
を
１
升
瓶
で
量
り
売
り
し
て

く
れ
、
カ
ウ
ン
タ
ー
で
は
常
連
さ

ん
が
仕
事
帰
り
に
１
杯
や
っ
て

い
ま
し
た
。 

 

さ
ら
に
西
へ
次
の
北
角
は
安
田

の
箪

笥

製

造

所

㉘

、
鉋

屑

を

貰
っ
て
よ
く
遊
び
ま
し
た
。 

 

並
び
の
空
き
地
に
は
山
口
さ
ん

㉙
と
い
う
大

き
な
古

民

家

が

あ
っ
た
の
で
す
が
、
残
っ
て
居
た

ら
な
ぁ
と
残
念
で
す
。 

 

そ
の
西
側
は
米
谷
左
官
屋
さ

ん
㉚
で
、
店
で
は
タ
バ
コ
も
商
っ

て
お
ら
れ
た
。
隣
は
城
野
の
竹
籠

屋
さ
ん
㉛
で
駄
菓
子
も
売
っ
て

お
ら
れ
ま
し
た
。 

向
か
い
は
大
谷
の
糀
屋
さ
ん

㉜
で
味
噌
を
造
る
為
の
麴
を
買

い
に
行
き
ま
し
た
。 

そ
の
西
隣
で
水
牛
の
角
で
釦
を
造
っ
て
お
ら

れ
た
作
業
所
㉝
も
あ
っ
た
。
西
口
門
前
、
今
西
家

住
宅
の
向
か
い
は
上
田
の
タ
バ
コ
屋
さ
ん
㉞
。 

 

本
町
通
は
江
戸
時
代
に
は
六
斎
市
が
発
っ
た

通
り
で
し
た
が
、
そ
れ
に
し
て
は
お
店
が
少
な
い

落
ち
着
い
た
通
り
の
よ
う
な
記
憶
が
あ
る
が
、
こ

う
し
て
書
い
て
み
る
と
や
っ
ぱ
り
お
店
が
多
か
っ

た
の
で
す
ね
！ 

こ
の
号
が
発
行
さ
れ
る
と

１ ２
月
、
ま
も
な
く

迎
え
る
お
正
月
料
理
や
お
年
玉
を
使
う
お
店
が

い
っ
ぱ
い
で
、
き
っ
と
町
外
の
人
た
ち
も
今
井
町

に
た
く
さ
ん
買
い
物
に
来
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う

ね
。 そ

ん
な
町
を
も
う
１
度
再
現
し
た
い
で
す
！ 

  

当
保
存
会
で
橿
原
市
か
ら
委
託
を
受
け
て
管

理
し
て
い
る
建
物
、
今
井
町
ま
ち
や
館
・
重
文
旧

米
谷
家
・
今
井
町
景
観
支
援
セ
ン
タ
ー
は
12
月

25
日
か
ら
１
月
５
日
ま
で
の
12
日
間
を
休
館
と

し
ま
す
。 

  

ま
だ
終
わ
り
の
見
え
な
い
コ
ロ
ナ
禍
が
続
く
な

か
で
、
令
和
４
年
の
師
走
を
迎
え
ま
し
た
。
当
保

存
会
の
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
も
悩
ま
し
い
状

況
下
に
あ
り
ま
す
が
、
中
止
あ
り
き
で
は
な
く
、

実
施
可
能
な
条
件
を
整
え
て
今
井
町
の
活
性
化
、

町
民
相
互
の
交
流
促
進
に
取
り
組
み
た
い
と
思

い
ま
す
。 

（２）令和４ 年１２月１日                 い ま い は 今                     第 270 号  

今
井
町
の
商
い
⑦ 
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重文

今西家

本町筋

①

年
末
年
始
休
館
の
予
定 

編
集
後
記 


