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地
域
の
発
展
に
尽
く
す

―
宮
本
逸
三
―

つ

み
や
も
と

い
つ
ぞ
う

こ
の
写
真
は
、
水
郡
線
の
常
陸
鴻
巣
駅
で
す
。
上
菅
谷
駅
か
ら
大
子
方
面
に
向
か
う
最
初
の
駅
で
、
駅
舎
は
集
会
所
を
併
設
し
た
「
常

ひ
た
ち
こ
う
の
す

え
き
し
ゃ

へ
い
せ
つ

陸
鴻
巣
ふ
れ
あ
い
駅
舎
」
と
し
て
、
地
域
住
民
の
交
流
の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

水
郡
線
沿
線
の
他
の
駅
舎
と
異
な
り
、
駅
舎
内
に
集
会
所
が
併
設
さ
れ
、「
ふ
れ
あ
い
駅
舎
」
と
命
名
さ
れ
た
の
に
は
理
由
が
あ
り
ま

す
。
地
域
活
性
化
の
た
め
、
水
郡
線
を
こ
の
地
に
通
す
こ
と
に
尽
力
し
た
一
人
の
人
物
、
宮
本
逸
三
の
活
躍
で
す
。「
ふ
れ
あ
い
駅
舎
」

じ
ん
り
ょ
く

建
設
に
は
、
彼
の
ど
の
よ
う
な
思
い
と
ド
ラ
マ
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
年
）
三
月
、
宮
本
は
那
珂
郡
選
出
の
代
議
士
根
本
正
ら
と
協
力
し
て
郡
山

し
ょ
う

～
水
戸
間
の
鉄
道
敷
設
工
事
を
国
家
事
業
と
し
て
可
決
さ
せ
ま
し
た
。
海
産
物
の
内
陸
輸
送
の
便
を
図

ふ
せ
つ

る
と
同
時
に
、
鉄
道
の
敷
設
で
周
辺
地
域
の
活
性
化
を
進
め
る
の
が
目
的
の
一
大
事
業
で
す
。

「
こ
れ
で
、
地
域
の
暮
ら
し
を
少
し
で
も
豊
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
…
。」

議
員
達
と
の
協
力
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
県
知
事
岡
田
宇
之
助
へ
の
陳
情
な
ど
宮
本
の
努
力
が
実
を

う

の
す
け

ち
ん
じ
ょ
う

結
ん
だ
瞬
間
だ
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
、
事
態
は
そ
う
う
ま
く
は
運
び
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
正
五
年
（
一
九
一
六
年
）、
そ
れ
ま
で
の

内
閣
か
ら
新
し
い
内
閣
に
変
わ
る
と
、
突
然
、
水
郡
線
案
は
建
設
延
期
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
主
な

理
由
は
、
建
設
用
地
と
予
算
の
確
保
の
目
途
が
立
た
な
か
っ
た
こ
と
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

め

ど

「
こ
の
ま
ま
鉄
道
の
敷
設
が
遅
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
い
つ
ま
で
も
暮
ら
し
は
良
く
な
ら
な
い
。」

そ
う
考
え
た
宮
本
は
、
早
期
の
鉄
道
開
通
の
た
め
に
水
戸
鉄
道
敷
設
に
協
力
を
し
て
い
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

ま
ず
、
常
陸
鴻
巣
駅
の
敷
地
や
周
辺
道
路
の
敷
地
と
し
て
自
分
の
所
有
す
る
土
地
を
寄
付
提
供
し
ま
し
た
。
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ふ
る
さ
と
の
た
め
に
で
き
る
こ
と

代
議
士

戦
前
、
国
民
の
参
政
権

を
反
映
し
て
当
選
し
た

国
会
議
員
を
指
し
て
使

わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
主

に
衆
議
院
議
員
を
指
す

表
現
。
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「
こ
の
地
に
な
ん
と
し
て
も
鉄
道
を
。」

そ
の
一
心
で
行
っ
た
こ
と
で
し
た
。

駅
舎
建
設
の
段
階
で
、
ま
た
別
の
問
題
が
発
生
し
ま
す
。
駅
舎
建
設
費
が

総
額
千
二
百
円
も
不
足
し
て
い
た
の
で
す
。
宮
本
は
村
議
会
に
交
渉
し
、
村

費
で
八
百
円
を
負
担
し
て
も
ら
う
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
ま
だ

四
百
円
の
不
足
で
す
。
そ
れ
な
ら
ば
と
、
宮
本
は
残
り
の
金
額
を
自
ら
寄
付

し
た
の
で
す
。

こ
う
し
て
、
鴻
巣
駅
舎
は
大
正
七
年
（
一
九
一
八
年
）
六
月
に
建
築
さ
れ

同
月
瓜
連
駅
も
続
き
、
十
月
に
は
常
陸
大
宮
駅
も
完
成
し
て
水
戸
鉄
道
の
水

戸
～
常
陸
大
宮
間
が
開
通
し
た
の
で
す
。

地
域
の
発
展
を
夢
見
て
、
自
ら
の
私
財
を
な
げ
う
っ
て
ま
で
駅
舎
の
建
設

し
ざ
い

に
尽
力
し
た
宮
本
逸
三
。

今
で
は
静
か
に
た
た
ず
む
「
ふ
れ
あ
い
駅
舎
」
が
彼
の
熱
い
思
い
の
結
晶

と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

四
百
円

大
正
五
年
当
時
の
四
百

円
は
、
現
在
の
約
二
百

万
円
程
度
。

※
諸
説
有
り

し
ょ
せ
つ

宮

本

逸

三

一
八
五
九
年
（
安
政
六
年
）
茨
城
県
金
砂
郷
村
（
現
在
の
常
陸
太
田
市
）
に
生
ま
れ
る
。
一
八
七
六
年
（
明
治
九

か
な
さ
ご
う

年
）
十
八
歳
の
時
、
鴻
巣
村
（
現
在
の
那
珂
市
鴻
巣
）
の
宮
本
家
の
養
子
に
な
る
。
一
八
八
五
年
（
明
治
十
八
年
）

二
十
七
歳
の
若
さ
で
茨
城
県
議
会
議
員
に
当
選
し
、
県
政
の
融
和
と
発
展
に
尽
く
す
。
そ
の
後
一
九
一
七
年
（
大
正

ゆ
う
わ

六
年
）
に
は
衆
議
院
議
員
と
な
り
、
国
会
議
員
の
立
場
か
ら
茨
城
の
発
展
に
努
め
た
。

「
那
珂
市
ゆ
か
り
の
先
人
た
ち
」
よ
り


