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松尾芭蕉とにかほ市

市
政
運
営
か
ら
日
常
の
出
来
事
ま
で
あ
ら
ゆ
る
テ
ー
マ
を
コ
ラ
ム
に

し
て
い
ま
す
。
過
去
の
コ
ラ
ム
は
市
Ｈ
Ｐ
か
ら
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

・

神
の
作
り
出
し
た
美
し
い
景
色
を
み
る

・
一
切
の
執
着
を
捨
て
た
仏
道
修
行
者
の
旧
跡

を
訪
ね
る

・

歌
枕
を
訪
ね
て
古
人
の
感
動
を
追
体
験
す
る

・

片
田
舎
で
俳
諧
に
志
の
あ
る
人
に
出
会
う

　

象
潟
の
く
だ
り
は
な
か
な
か
の
長
文
で
、
し

か
も
本
人
の
二
句
を
含
め
た
五
句
の
俳
句
を
の

せ
る
な
ど
熱
量
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て

い
ま
す
。
間
違
い
な
く
、
象
潟
は
芭
蕉
に
と
っ

て
旅
の
目
的
を
か
な
え
て
く
れ
る
無
上
の
場
所

だ
っ
た
の
で
す
。

■
歌
枕
の
地
「
象
潟
」

　

か
つ
て
の
潟
湖
に
多
数
の
小
島
が
浮
か
ぶ
象

潟
の
景
色
は
多
く
の
人
を
魅
了
し
て
き
ま
し

た
。
景
勝
地
「
象
潟
」
は
新
古
今
和
歌
集
に
そ

の
名
前
が
登
場
す
る
よ
う
に
、
歌
枕
の
地
と
し

て
昔
か
ら
有
名
で
、
平
安
時
代
に
は
能
因
法
師
、

鎌
倉
時
代
に
は
西
行
法
師
が
は
る
ば
る
足
を
運

ん
で
来
る
ほ
ど
で
し
た
。

　

松
島
は
大
き
な
湾
の
中
に
島
々
が
残
る
大
パ

ノ
ラ
マ
の
景
色
で
あ
り
、
象
潟
は
潟
の
中
に

島
々
が
点
在
す
る
ジ
オ
ラ
マ
の
世
界
で
し
た
。

「
松
島
は
笑
う
が
ご
と
く
、
象
潟
は
う
ら
む
が

ご
と
し
」
と
の
対
比
表
現
に
、
あ
ら
た
め
て
芭

蕉
の
表
現
力
の
豊
か
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

芭
蕉
が
こ
の
地
を
訪
れ
た
こ
と
で
、
歌
枕
の

地
「
象
潟
」
は
多
く
の
文
化
人
に
と
っ
て
の
憧

れ
と
な
り
ま
し
た
。
小
林
一
茶
、
菅
江
真
澄
、

田
山
花
袋
、
正
岡
子
規
と
い
っ
た
文
人
墨
客
の

み
な
ら
ず
、
芭
蕉
研
究
で
有
名
な
台
湾
の
李
登

輝
元
総
統
も
象
潟
を
訪
れ
て
い
ま
す
。

■
象
潟
全
国
俳
句
大
会
開
催

　

８
月
５
日
、
第
３９
回
奥
の
細
道
象
潟
全
国
俳

句
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
全
国
の
俳
句
愛

好
者
か
ら
４
０
０
句
を
超
え
る
俳
句
が
よ
せ
ら

れ
、
ま
た
、
県
内
の
小
中
学
生
か
ら
も
た
く
さ

ん
投
句
さ
れ
る
な
ど
、
多
く
の
人
が
俳
句
に
触

れ
る
良
い
機
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
コ
ラ
ム
で
は
芭
蕉
と
に
か
ほ
市
、
特

に
象
潟
と
の
関
係
を
「
お
く
の
ほ
そ
道
(
以
下
、

奥
の
細
道
)」
か
ら
掘
り
下
げ
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。
多
少
の
思
い
込
み
や
思
い
違
い
も
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
は
大
目
に
見
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

■
奥
の
細
道
の
目
的

　

松
尾
芭
蕉
が
著
し
た
紀
行
文
「
奥
の
細
道
」

は
元
禄
文
化
を
代
表
す
る
名
著
で
す
。
４
０
０

字
詰
め
原
稿
で
３０
枚
程
度
の
そ
の
作
品
は
、
い

ま
な
お
多
く
の
人
々
に
愛
さ
れ
る
俳
諧
紀
行
文

の
最
高
傑
作
と
さ
れ
、
海
外
で
も
高
く
評
価
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

「
奥
の
細
道
」
は
、
江
戸
の
深
川
か
ら
岐
阜

県
の
大
垣
ま
で
歌
枕
の
地
を
訪
ね
る
旅
で
し

た
。
こ
の
旅
の
最
大
の
目
的
地
は
二
つ
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
「
松
島
」、
も
う
一
つ

は
「
象
潟
」
で
す
。
こ
の
こ
と
は
日
光
の
く
だ

り
の
中
で
「(
同
行
し
た
曽
良
が
)
こ
の
た
び

松
し
ま
・
象
潟
の
眺
め
共
に
せ
ん
事
を
悦
び
」

と
書
い
て
お
り
、
象
潟
の
景
色
と
松
島
の
景
色

を
見
比
べ
た
く
て
旅
に
出
た
こ
と
が
作
品
の
中

で
し
っ
か
り
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
っ
と

も
芭
蕉
は
旅
の
目
的
に
は
４
つ
が
あ
る
と
し

て
、
そ
の
４
つ
を
奥
の
細
道
へ
の
旅
の
二
年
前

に
書
い
た
「
笈
の
小
文
(
お
い
の
こ
ぶ
み
)」

にかほ市長

市川雄次

■
奥
の
細
道
を
再
考
す
る

　

皆
さ
ん
が
知
っ
て
い
る
象
潟
の
句
は
「
象
潟

や
雨
に
西
施
が
ね
ぶ
の
花
」
で
す
。
あ
わ
せ
て
、

芭
蕉
は
も
う
一
句
象
潟
で
俳
句
を
詠
ん
で
い
ま

す
。
そ
れ
は
「
汐
越
や
鶴
は
ぎ
ぬ
れ
て
海
涼
し
」

と
い
う
句
で
す
。

　

市
は
「
腰
長
や
鶴
脛
ぬ
れ
て
海
涼
し
」
と
い

う
芭
蕉
が
書
い
た
短
冊
を
所
有
し
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
真
筆
で
あ
り
、
た
い
へ
ん
貴
重
な
お

宝
と
言
え
ま
す
。

　

こ
の
句
の
興
味
深
い
と
こ
ろ
は
、
上
の
句
が

「
腰
長
や
」
か
ら
「
汐
越
や
」
に
変
わ
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
芭
蕉
は
３
年
か
け
て
奥
の
細

道
を
推
敲
し
、
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、

象
潟
で
詠
ん
だ
と
き
に
は
「
腰
長
や…

」
だ
っ

た
句
を
、
奥
の
細
道
の
完
成
時
に
は
「
汐
越
や

…

」
に
変
え
た
の
で
す
。
ど
う
し
て
そ
う
し
た

の
か
は
芭
蕉
だ
け
が
知
っ
て
い
る
わ
け
で
す

が
、
現
代
の
私
た
ち
も
そ
の
理
由
を
想
像
す
る

だ
け
で
わ
く
わ
く
し
て
き
ま
す
。

　

私
は
芭
蕉
と
象
潟
の
か
か
わ
り
を
、
も
っ
と

多
く
の
皆
さ
ん
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
奥
の
細
道
の
最
北
の
地
「
象
潟
」。

こ
の
唯
一
の
価
値
を
も
っ
て
、
に
か
ほ
市
の
歴

史
的
遺
産
の
一
つ
と
し
て
教
育
や
観
光
な
ど
多

く
の
分
野
で
も
っ
と
活
用
し
て
い
け
れ
ば
と
改

め
て
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。


