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田原・赤羽根史現代編編集委員会

其の

4

　

赤
羽
根
村
は
、昭
和
33
年
（
１
９
５
８
）

11
月
１
日
に
町
制
を
施
行
し
て
、
人
口

７
３
４
８
人
、
戸
数
１
３
０
２
戸
の
「
赤

羽
根
町
」
と
な
り
ま
し
た
。
同
年
９
月
11

日
付
「
村
を
町
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の

申
請
書
」
で
は
、
町
制
を
施
行
し
よ
う
と

す
る
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

（
原
文
を
基
に
一
部
表
記
を
改
め
た
）

　
「
赤
羽
根
村
は
渥
美
半
島
の
中
央
部

に
あ
っ
て
、
太
平
洋
に
面
す
る
面
積

二
三
・
七
三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
農
業

を
主
体
と
す
る
豊
か
な
る
一
村
で
あ
っ

て
、
住
民
は
古
く
か
ら
太
平
洋
の
荒
波
に

き
た
え
ら
れ
た
根
強
さ
を
持
っ
て
お
り
、

農
業
の
多
角
化
と
機
械
化
と
に
よ
っ
て
経

済
力
は
急
速
に
伸
張
し
、
村
民
の
文
化
的

生
活
も
ま
た
急
速
に
向
上
し
た
。

　
又ま
た

、
交
通
に
お
い
て
も
、
村
の
東
西
を

貫
く
主
要
県
道
は
近
年
拡
張
改
修
せ
ら
れ

て
物
資
の
出
荷
搬
入
も
非
常
に
容
易
と
な

り
、
交
通
量
も
急
増
し
交
通
は
極
め
て
便

利
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
商
工
業
の

発
達
を
促
し
、
俸
ほ
う
き
ゅ
う給
生
活
も
増
加
し
、
都

市
的
業
態
の
戸
数
は
増
加
の
一
途
を
た

ど
っ
て
い
る
。

　
一
面
、
渥
美
半
島
の
観
光
客
は
近
年
非

常
に
増
加
し
て
、
大お
お
や
ま山
々さ
ん
ろ
く麓
の
原
生
林
や

咲
き
乱
れ
る
各
種
の
お
花
畠ば
た
けの
見
物
客
、

又
、
漁
港
の
釣
り
客
等
、
活
況
を
呈
し
て

い
る
。

　
特
に
農
林
省
の
指
定
に
よ
る
赤
羽
根
漁

港
は
太
平
洋
に
三
百
数
十
メ
ー
ト
ル
の
突

堤
を
築
く
大
工
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
修

築
の
暁
に
は
二
、三
百
ト
ン
級
の
漁
船
を

収
容
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
村
の
産
業

は
革
命
的
に
発
展
し
、
人
口
の
増
加
、
商

工
業
の
発
展
が
期
待
さ
れ
、
町
と
し
て
の

将
来
性
は
大
い
に
期
待
さ
れ

る
。（
以
下
略
）」

　

町
制
施
行
当
時
の
赤
羽
根

町
は
、
現
在
同
様
に
農
業
が
主

要
産
業
で
、
後
に
豊
川
用
水
の

通
水
を
一
つ
の
契
機
と
し
て

日
本
有
数
の
農
業
地
帯
へ
と

発
展
し
て
い
く
の
で
す
が
、
当

時
の
記
録
を
調
べ
て
み
る
と
、

意
外
に
も
農
業
へ
の
期
待
は

二
の
次
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

最
も
期
待
さ
れ
て
い
た
事

業
、
そ
れ
は
遠
洋
漁
業
基
地

と
し
て
の
赤
羽
根
漁
港
の
建

設
計
画
で
し
た
。
工
事
は
昭

昭
和
33
年
町
制
施
行

当
時
の
赤
羽
根
町
の
様
子

和
28
年
か
ら
始
ま
り
、
完
成
時
に
は
中
型

漁
船
80
隻
を
収
容
す
る
計
画
で
、
金き
ん
ば
ら原
新

町
長
は
当
時
の
新
聞
で
「
実
現
の
暁
に
は

人
口
三
万
人
の
都
市
建
設
を
目
標
」
と
抱

負
を
述
べ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
工
事
が

難
航
し
長
期
化
す
る
間
に
遠
洋
漁
業
が
転

換
期
を
迎
え
た
こ
と
も
あ
り
、
遠
洋
漁
業

基
地
と
し
て
の
計
画
は
水
泡
に
帰
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。

　

一
方
こ
の
間
、
漁
師
た
ち
の
間
で
は
漁

業
に
見
切
り
を
つ
け
、
農
業
に
転
業
す
る

人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
農
業
人
口
が
増
加
し
た
こ

と
は
、
こ
の
後
、
現
在
へ
と
続
く
農
業
王

国
赤
羽
根
を
支
え
る
原
動
力
の
一
つ
と

な
っ
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

（
執
筆
委
員
・
石
井
一
希
）

▼「
早
春
賦
」の
歌
詞
の
と

お
り
、立
春
を
過
ぎ
た
と
は

い
え
ま
だ
ま
だ
寒
い
こ
の

時
期
。で
も
、太
陽
の
光
を
浴
び
、一

帯
を
黄
色
く
染
め
る
景
色
を
眺
め
る

だ
け
で
、春
の
息
吹
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
よ
ね
。「
２
０
１
５
渥
美

半
島
菜
の
花
ま
つ
り
」も
３
月
末
ま

で
開
催
し
て
い
ま
す
の
で
、郷
土
の

「
春
」を
感
じ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。（
Ｈ
）

【
表
紙
の
写
真
】満
開
の
菜
の
花
畑（
加
治
町
）

本誌は再生紙を使用しています。
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