
も
あ
り
ま
す
。

　

今
の
世
の
中
で
は
、
ほ
と
ん
ど

の
産
業
が
自
由
化
さ
れ
て
い
ま

す
。
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
行

く
と
、
日
本
製
の
商
品
は
ほ
と
ん

ど
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
製

造
業
が
世
界
と
戦
い
、
生
き
残
っ

て
い
く
た
め
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状

況
で
す
。

　

１
次
産
業
で
あ
る
農
林
業
を
見

て
も
、
非
常
に
厳
し
い
状
況
に
は

変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
国
内
に
は

悠
々
と
経
営
で
き
て
い
る
生
産
者

も
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
ほ
ん

の
一
握
り
で
す
。

あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う

大
き
な
フ
ァ
ク
タ
ー
も
あ
り
ま

す
。
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う

と
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
問
題
が
話
題
に
な

り
ま
す
。

　

か
つ
て
日
本
は
加
工
貿
易
立
国

で
、
世
界
の
市
場
に
輸
出
し
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
固
定
相
場
制

か
ら
変
動
相
場
制
に
転
換
し
て
か

ら
、
こ
の
構
造
が
変
化
し
て
い
き

ま
す
。た
く
さ
ん
の
中
小
企
業
が
、

こ
の
30
年
で
姿
を
消
し
ま
し
た
。

　

や
は
り
、
世
界
の
自
由
な
競
争

に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
の
一
番
厳
し
い
と
こ
ろ
で

◆ 

有
田
の
現
状

■ 

現
在
の
経
済
情
勢

　

地
方
の
経
済
状
況
は
、
決
し
て

芳
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
従

来
日
本
を
支
え
て
き
た
「
物
づ
く

り
産
業
」
を
は
じ
め
と
す
る
中
小

企
業
は
、
現
在
、
非
常
に
厳
し
い

状
況
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。

　

規
制
緩
和
に
よ
り
、
大
資
本
が

ど
ん
ど
ん
市
場
に
参
入
し
て
き
て

い
ま
す
。
規
制
緩
和
は
確
か
に
必

要
で
す
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た

め
の
準
備
も
必
要
で
す
。
現
在
の

よ
う
な
急
激
な
緩
和
に
対
し
て

は
、
成
す
す
べ
が
な
い
状
況
で
も

山
口
町
長

施
政
方
針
要
旨

　

６
月
９
日
に
開
か
れ
た
有
田
町
定
例
議
会
本
会
議
に
お
い
て
、
山
口

町
長
が
所
信
表
明
を
行
い
、
施
政
方
針
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

山口隆敏　（やまぐち・たかとし）
昭和 24 年４月１日生まれ
平成７年 12 月の佐賀県議会西松浦郡区補欠選挙
で初当選。３期 11 年半を務めた。また、県議在
任中の平成 16 年に有田商工会議所会頭に就任し、
平成 25 年 10 月まで、３期９年を務めた。平成
26 年４月、有田町長に当選。

　

か
つ
て
、
木
材
の
自
給
率
は
九

割
に
達
し
て
い
ま
し
た
が
、
規
制

緩
和
さ
れ
た
現
在
で
は
、
一
桁
に

落
ち
込
ん
で
い
ま
す
。
食
料
自
給

率
も
、
や
は
り
低
水
準
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
生
産

者
を
守
る
た
め
の
支
援
を
行
政
が

し
っ
か
り
行
わ
な
い
と
、
前
に
進

む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

一
方
で
、
政
府
の
経
済
対
策
の

中
身
は
と
い
う
と
、「
転
業
支
援
」

や
「
創
業
時
の
経
済
的
支
援
」
と

い
っ
た
、
現
在
の
経
済
界
自
体
を

一
新
す
る
よ
う
な
取
り
組
み
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。

■ 

世
界
の
成
功
例
か
ら

有
田
の
活
路
を
考
え
る　

　

こ
の
よ
う
な
社
会
情
勢
の
中

で
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
取
り

組
み
を
行
っ
て
い
け
ば
良
い
の

か
。

　

世
界
で
生
き
残
っ
て
い
る
産
業

を
見
る
と
、
そ
の
答
え
も
見
え
て

く
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

以
前
、
私
は
北
イ
タ
リ
ア
に
あ

る
会
社
を
見
学
し
ま
し
た
。
イ
タ

リ
ア
の
製
造
業
者
は
、
大
半
が
従

業
員
数
10
人
ほ
ど
の
小
規
模
業
者

で
す
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
産

地
と
し
て
の
力
は
世
界
で
一
、二

有田町長 施政方針



を
争
っ
て
い
ま
す
。
イ
タ
リ
ア
で

は
、
従
業
員
そ
れ
ぞ
れ
が
技
術
や

感
性
を
磨
き
、
消
費
者
を
満
足
さ

せ
る
商
品
を
製
造
し
て
い
ま
す
。

　

世
界
で
有
名
な
産
業
と
し
て

は
、
ス
イ
ス
の
時
計
産
業
も
挙
げ

ら
れ
ま
す
。
ス
イ
ス
の
時
計
産
業

は
、
デ
ジ
タ
ル
時
計
の
普
及
に
伴

い
、
一
時
は
壊
滅
的
な
打
撃
を
受

け
ま
し
た
。
し
か
し
、現
在
で
は
、

そ
の
売
上
高
は
日
本
の
10
倍
を
超

え
て
い
ま
す
。
多
く
の
会
社
が
力

を
合
わ
せ
て
、
技
術
力
、
販
売
力
、

企
画
力
を
充
実
さ
せ
、
復
活
を
果

た
し
た
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
も
視
界
に
入
れ
た
う
え

で
、「
有
田
焼
は
ど
の
よ
う
に
生

ま
れ
変
わ
れ
る
の
か
」
を
し
っ
か

り
考
え
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

先
進
国
の
、
高
い
社
会
コ
ス
ト
と

生
産
コ
ス
ト
の
中
で
、
ど
の
よ
う

に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
。
こ
れ
が
大
き
な
課
題
で
あ

る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

■ 

先
人
の
取
り
組
み

　

ど
う
や
っ
て
有
田
焼
を
後
世
に

残
し
て
い
く
の
か
。
こ
れ
は
永
年

に
渡
る
有
田
の
課
題
で
す
。
50
年

前
、
３
５
０
年
祭
に
あ
た
っ
て
こ

の
課
題
に
取
り
組
ん
だ
先
人
た
ち

は
、
大
き
く
４
つ
の
柱
を
立
て
ま

し
た
。

①
町
史
の
編
さ
ん

　

そ
れ
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た

歴
史
を
顕
彰
す
る
た
め
に
、
産
業

を
含
め
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の

町
史
を
作
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き

た
有
田
の
歴
史
を
振
り
返
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

②
人
材
育
成

　

産
業
区
と
し
て
有
田
が
繁
栄
し

て
い
く
た
め
に
一
番
大
切
な
の
は

「
ひ
と
作
り
」
で
し
た
。

　

有
田
を
愛
し
、
や
き
も
の
を
愛

し
、
そ
し
て
技
術
を
研
さ
ん
す
る

人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
、「
窯

業
大
学
校
」
を
作
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
窯
業
の
幅
を
広
げ
る
た

め
、
そ
れ
ま
で
の
窯
業
試
験
場
を

「
窯
業
技
術
セ
ン
タ
ー
」
と
し
、

研
究
の
枠
を
拡
大
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
は
、「
将
来
に
向
け
て

有
田
が
世
界
で
必
要
と
さ
れ
る
町

に
な
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究

開
発
を
し
よ
う
」
と
い
う
意
図
が

あ
り
ま
し
た
。

③
陶
磁
美
術
館
の
建
造

　

や
き
も
の
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
技
術
・
芸
術
を
発
信
す
る
た
め

に
、
国
際
陶
磁
美
術
館
を
造
り
ま

し
た
。
現
在
の
県
立
九
州
陶
磁
文

化
館
は
、
先
人
た
ち
が
、
自
分
た

ち
の
仕
事
を
将
来
に
つ
な
げ
る
た

め
の
努
力
と
思
い
を
形
に
し
た
も

の
で
す
。

④
「
先
人
陶
工
之
碑
」
の
建
設

　

３
０
０
年
祭
の
と
き
は
、「
陶

祖 

李
参
平
之
碑
」
が
、
陶
山
神

社
の
上
に
で
き
ま
し
た
。
３
５
０

年
祭
の
と
き
は
、
無
名
の
陶
工
た

ち
、
そ
し
て
、
や
き
も
の
に
携
わ

っ
た
人
た
ち
へ
の
感
謝
を
込
め

て
、
泉
山
に
「
先
人
陶
工
之
碑
」

が
造
ら
れ
ま
し
た
。

　

当
時
の
３
５
０
年
祭
実
行
委
員

会
は
、
３
５
０
年
を
「
次
代
へ
向

け
て
の
ス
タ
ー
ト
」
と
位
置
づ

け
、「
後
世
ま
で
有
田
焼
が
受
け

継
が
れ
て
い
く
よ
う
に
」
と
の
想

い
で
、
い
ろ
ん
な
事
業
を
行
っ
た

の
で
す
。

■ 

４
０
０
年
祭
に
向
け
て

　

こ
う
い
う
想
い
を
受
け
継
い

で
、
私
た
ち
は
、
４
０
０
年
と
い

う
節
目
の
年
を
迎
え
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

私
た
ち
に
は
、
こ
の
４
０
０

年
事
業
を
、
今
か
ら
50
年
後
、

４
５
０
年
を
迎
え
る
人
た
ち
の
た

め
に
、
意
義
あ
る
も
の
と
す
る
責

任
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
、
解
決
す
べ

き
課
題
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
町
民
の
皆
さ
ん
が

心
を
一
つ
に
す
れ
ば
、
必
ず
で
き

る
。そ
の
こ
と
は
確
信
で
き
ま
す
。

　

私
が
若
い
と
き
、
触
れ
た
言
葉

が
あ
り
ま
す
。

　
「
で
き
る
、
で
き
る
、
必
ず
で

き
る
」。

　

で
き
な
い
と
思
う
か
ら
で
き
な

く
な
る
。
何
事
も
、
や
る
気
が
あ

れ
ば
必
ず
達
成
で
き
ま
す
。

　

こ
の
有
田
の
町
が
一
体
と
な
っ

て
、
４
０
０
年
事
業
を
成
功
さ
せ

た
い
。
皆
さ
ん
の
知
恵
を
集
め
、

先
輩
た
ち
の
意
見
を
聞
き
な
が

ら
、
事
業
を
推
進
し
て
い
く
。
そ

う
い
う
意
味
で
、
皆
さ
ん
の
ご
理

解
と
ご
協
力
、
そ
し
て
、
ご
指
導

を
賜
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

有田町長 施政方針

▲ 先人陶工之碑（泉山）前では、毎年
 「先人陶工感謝祭」が開かれている。

▲ 300 年祭のときに造られた、有田焼を創業したと
 される李参平公を祀った陶祖 李参平碑。

　

議
会
の
皆
さ
ん
は
、
町
民
か
ら

選
ば
れ
た
代
表
で
す
。
４
０
０
年

事
業
を
町
全
体
の
問
題
と
し
て
、

こ
れ
か
ら
の
夢
を
育
む
事
業
と
し

て
、
皆
さ
ん
と
と
も
に
知
恵
を
出

し
て
い
く
。
そ
う
い
う
機
会
に
な

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

■
４
０
０
年
祭
の
展
望

　

有
田
焼
創
業
４
０
０
年
に
あ
た

る
２
年
後
、
２
０
１
６
年
の
秋
に

は
、
世
界
中
か
ら
、
ま
た
日
本
中

か
ら
、
や
き
も
の
に
関
係
す
る
人

た
ち
に
来
て
も
ら
い
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

有
田
全
体
を
見
本
市
会
場
に
し

て
、
有
田
の
す
べ
て
を
見
て
い
た

だ
き
た
い
。
そ
う
い
う
思
い
も
あ



り
ま
す
。

　

町
全
体
が
こ
の
４
０
０
年
を
祝

い
、
町
の
将
来
を
見
据
え
た
、
大

き
な
セ
レ
モ
ニ
ー
に
し
た
い
。
そ

う
い
う
思
い
を
持
っ
て
４
０
０
年

事
業
の
ス
タ
ー
ト
を
切
り
ま
し

た
。

　

こ
の
４
０
０
年
祭
は
一
つ
の
契

機
で
す
。
一
過
性
の
も
の
で
は
な

く
、
将
来
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め

に
、
し
っ
か
り
と
活
か
し
て
ほ
し

い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た

ち
に
、
未
来
の
有
田
に
つ
い
て
、

明
る
い
展
望
を
持
っ
て
も
ら
え
れ

ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

■ 

想
い
を
形
に

　

就
任
し
て
か
ら
ま
だ
２
カ
月
に

も
な
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、こ
の
間
、

行
政
全
体
を
見
せ
て
い
た
だ
き
、

い
ろ
ん
な
方
々
の
ご
意
見
を
聞
い

た
り
、
い
ろ
ん
な
団
体
に
お
邪
魔

す
る
機
会
を
多
く
得
ま
し
た
。

　

そ
う
い
っ
た
場
面
を
通
じ
て
、

私
は「
い
ろ
ん
な
方
々
の
想
い
を
、

し
っ
か
り
と
形
に
し
て
い
く
」
と

い
う
決
心
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

町
民
の
皆
さ
ん
、
業
界
の
皆
さ

ん
が
、
今
何
が
し
た
い
の
か
、
何

が
必
要
な
の
か
、
何
が
で
き
る
の

か
。
し
っ
か
り
考
え
て
、
そ
れ
を

　

皆
さ
ん
が
自
分
た
ち
で
考
え
、

自
分
た
ち
で
作
り
あ
げ
て
い
く
。

も
し
専
門
家
の
知
恵
が
必
要
に
な

っ
た
ら
、
そ
の
時
に
専
門
家
の
方

を
招
き
入
れ
れ
ば
良
い
。

　

専
門
家
の
ア
イ
デ
ィ
ア
よ
り
先

に
、
皆
さ
ん
の
想
い
が
な
く
て
は

い
け
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
、
皆
さ
ん
の
思
い
を
形

に
す
る
こ
と
で
、
４
０
０
年
事
業

を
進
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思

っ
て
い
ま
す
。

◆ 

町
の
行
政
に
つ
い
て

■ 

役
場
は

「
町
民
の
役
に
立
つ
場
所
」

　

毎
日
町
の
仕
事
（
お
も
に
決
裁

作
業
）
を
こ
な
し
て
い
る
と
、
い

ろ
ん
な
こ
と
が
見
え
て
き
ま
す
。

　

行
政
が
や
る
べ
き
こ
と
は
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
本
当
に
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
が
、
抜
け
て
い
る
部

分
も
こ
れ
ま
た
多
い
。

　

や
は
り
、
原
点
に
戻
っ
て
、
本

当
に
町
民
の
視
点
に
立
っ
た
組
織

で
あ
っ
て
ほ
し
い
。

　
「
役
場
」
と
は
、「
町
民
の
役
に

立
つ
場
所
」
と
書
き
ま
す
。

　

職
員
の
皆
さ
ん
は
、
ど
う
か
こ

の
こ
と
を
忘
れ
ず
、
町
民
の
方
を

見
て
い
て
く
だ
さ
い
。
私
の
方
を

向
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

町
民
の
意
見
を
課
で
と
り
ま
と

め
、自
分
た
ち
で
で
き
る
こ
と
を
、

私
に
出
し
て
も
ら
う
。

　
「
こ
の
案
件
は
ど
う
し
ま
し
ょ

う
か
」
と
課
長
さ
ん
た
ち
は
よ
く

言
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、「
町
民

の
皆
さ
ん
か
ら
こ
う
い
う
意
見
が

来
て
い
ま
す
。
対
応
は
こ
う
し
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
良
い
で

し
ょ
う
か
」
と
い
う
風
に
持
っ
て

き
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

そ
れ
を
や
っ
て
も
ら
え
れ
ば
、

そ
の
場
で
決
裁
を
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

■ 

個
別
の
政
策

○ 

道
路
の
整
備

　

国
道
に
関
し
ま
し
て
は
、
今
年

度
は
原
明
の
交
差
点
か
ら
県
境
ま

で
の
歩
道
を
整
備
し
ま
す
。
来
年

度
か
ら
は
蔵
宿
の
歩
道
整
備
を
行

い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
国
道
を
町
が
勝
手

に
整
備
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
国
道
事
務
所
に
お
願
い
し

て
、近
々
や
っ
て
い
く
予
定
で
す
。

　

県
道
に
つ
い
て
は
、
山
谷
牧
と

二
ノ
瀬
の
道
路
、
伊
万
里
有
田
線

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
原
宿
―
広

瀬
線
を
県
道
に
置
き
換
え
て
、
街

路
整
備
事
業
と
し
て
や
っ
て
い
く

こ
と
を
検
討
中
で
す
。
泉
山
の
道

路
も
、
中
樽
に
通
じ
る
道
路
と
し

て
、
四
差
路
に
す
る
予
定
で
す
。

　

町
道
に
関
し
て
は
、
林
道
、
農

道
そ
し
て
一
般
町
道
な
ど
、
皆
さ

ん
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
、安
心
・

安
全
、
そ
し
て
、
円
滑
な
通
行
が

で
き
る
よ
う
進
め
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

○ 

福
祉
の
向
上

　

福
祉
、
介
護
保
険
制
度
が
で
き

ま
し
た
が
、
こ
れ
に
は
非
常
に
お

金
が
か
か
り
ま
す
。

　

た
だ
、
特
に
高
齢
者
の
皆
さ
ん

に
は
、
生
き
が
い
を
持
っ
て
い
た

だ
き
た
い
し
、
そ
の
た
め
の
環
境

作
り
を
、
行
政
で
し
っ
か
り
と
や

っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
な
ど

と
も
連
携
し
な
が
ら
、
高
齢
者
の

皆
さ
ん
が
参
画
し
て
生
き
生
き
と

過
ご
せ
る
社
会
を
作
っ
て
い
く
。

　

年
に
２
回
ぐ
ら
い
は
健
康
診
断

を
受
診
し
て
、
健
康
チ
ェ
ッ
ク
を

し
な
が
ら
、
元
気
に
過
ご
し
て
い

た
だ
く
。

有田町長 施政方針

▲ 有田焼 400 年の歴史を支えてきた泉山磁石場。
 「山１つをやきものに変えた」と称されました。

形
に
し
て
い
く
。

　

４
０
０
年
事
業
は
、
そ
の

絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
で
す
。



　

高
齢
者
の
皆
さ
ん
が
、
生
き
が

い
を
持
っ
て
長
生
き
す
る
こ
と
が

で
き
る
、
そ
う
い
う
町
に
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

○ 

農
業
の
振
興

　

４
０
０
年
事
業
の
中
に
も
入
れ

た
い
と
思
う
の
で
す
が
、
必
ず
、

有
田
に
特
産
品
を
作
り
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

　

特
産
品
が
作
れ
な
け
れ
ば
６
次

化
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。し
か
も
、

そ
の
特
産
品
に
つ
い
て
は
、
質
・

量
と
も
に
充
実
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

す
で
に
有
田
町
内
で
も
、
６
次

化
に
向
け
て
ま
い
進
し
て
い
る
企

業
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
の
事
業

を
見
て
い
る
と
、
や
は
り
「
質
の

高
い
も
の
を
、
安
定
的
に
生
産
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

初
め
て
、
そ
れ
を
加
工
・
販
売
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
」

と
い
う
こ
と
を
実
感
し
ま
す
。

　

有
田
の
特
産
品
を
創
り
出
す
た

め
に
、
世
界
中
の
農
産
品
を
集
め

て
試
験
栽
培
を
行
い
、
こ
の
土
地

に
合
う
も
の
を
探
す
。も
ち
ろ
ん
、

現
在
栽
培
さ
れ
て
い
る
キ
ン
カ

ン
、
メ
ロ
ン
、
水
菜
、
ア
ス
パ
ラ
、

い
ろ
ん
な
も
の
も
支
え
て
い
く
。

　

夢
の
あ
る
産
業
に
は
、
必
ず
後

継
者
が
い
ま
す
。有
田
の
農
業
を
、

夢
の
あ
る
産
業
と
し
て
成
長
さ
せ

て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
皆

さ
ん
の
知
恵
を
お
借
り
し
な
が
ら

進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。

○ 

教
育
環
境
の
整
備

　

施
設
整
備
の
問
題
な
ど
も
つ
い

て
き
ま
す
が
、教
育
に
関
し
て
は
、

私
が
一
番
大
事
に
し
た
い
の
は
教

育
環
境
で
す
。

　

狼
少
女
の
ニ
ュ
ー
ス
は
覚
え
て

お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
環
境
に

よ
っ
て
、
教
育
に
よ
っ
て
人
間
は

大
き
な
影
響
を
受
け
る
の
で
す
。

　

か
つ
て
、佐
賀
県
鍋
島
藩
に
は
、

葉
隠
精
神
・
４
つ
の
誓
願
と
い
う

の
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
良
い

と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
た
だ
、
鍋
島
藩
で
後
の
明

治
、
大
正
、
昭
和
期
の
国
を
担
う

人
材
が
育
っ
た
要
因
に
は
、
葉
隠

精
神
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
教
育
環

境
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

で
し
ょ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、教
育
の
基
本
は「
読

み
」「
書
き
」「
そ
ろ
ば
ん
」
で
す
。

語
学
力
な
ど
も
も
ち
ろ
ん
大
切
で

す
が
、
一
番
の
基
本
で
あ
る
「
読

み
」「
書
き
」「
そ
ろ
ば
ん
」
を
し

っ
か
り
や
っ
た
上
で
、
外
国
語
な

ど
に
は
取
り
組
む
べ
き
だ
と
思
い

ま
す
。

　

も
う
一
つ
大
切
な
こ
と
は
、
子

ど
も
た
ち
の
良
い
と
こ
ろ
を
伸
ば

す
こ
と
。
一
言
で
言
う
と
、
子
供

た
ち
の
夢
を
育
む
教
育
を
や
っ
て

い
く
こ
と
で
す
。

　

や
れ
る
こ
と
、
や
れ
な
い
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。

　

で
す
が
、
子
供
た
ち
は
、
有
田

の
将
来
を
担
っ
て
い
ま
す
。
子
供

た
ち
に
人
と
し
て
大
切
な
も
の
を

し
っ
か
り
と
伝
え
る
こ
と
を
、
教

育
の
基
本
と
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

○ 

行
財
政
改
革

　

企
業
だ
と
、
ま
ず
取
り
か
か
る

の
は
、
無
駄
の
削
減
で
す
。
ま
ず

は
無
駄
遣
い
を
削
っ
て
い
く
。

　

現
在
、
膨
大
な
金
額
が
無
駄
に

使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
一
目

見
た
ら
分
か
り
ま
す
。

　

だ
か
ら
、
町
が
所
有
す
る
公
的

な
建
物
、
不
動
産
な
ど
を
、
全
部

チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。
そ
れ
と
同
時

に
、
そ
れ
を
ど
う
有
効
利
用
で
き

る
か
考
え
る
。
も
し
活
用
で
き
な

い
よ
う
な
ら
、
そ
こ
は
閉
鎖
し
ま

す
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
経
費
が

か
か
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
状

況
は
や
は
り
止
め
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

町
民
の
大
切
な
税
金
を
ど
う
い

う
方
向
に
活
か
す
か
、
ど
う
有
効

に
還
元
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
、

皆
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
て
い
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

有田町長 施政方針

▲ 「日本の棚田百選」にも選ばれている、
 岳の棚田。

■ 

町
政
全
般
に
つ
い
て

　

こ
の
町
政
が
日
本
一
の
も
の
に

な
る
よ
う
に
、
町
民
の
皆
さ
ん
に

ご
協
力
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

世
界
の
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
に
な
ら

な
い
と
、
や
は
り
、
人
も
訪
れ
て

く
れ
ま
せ
ん
。
町
民
が
「
こ
こ
が

世
界
の
有
田
だ
、
さ
す
が
自
分
が

住
む
町
だ
」
と
い
う
誇
り
を
持
て

て
初
め
て
、
訪
れ
た
人
が
感
動
し

ま
す
。
そ
う
い
う
町
づ
く
り
を
進

め
て
い
き
た
い
。

　

そ
の
た
め
に
、
議
会
の
皆
さ
ん

と
議
論
を
し
、
笑
顔
で
明
る
く
豊

か
な
町
を
作
る
た
め
に
協
力
し
て

ほ
し
い
。

　

こ
う
お
願
い
し
て
、
私
の
所
信

表
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。


