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村
誌
発
刊
に
よ
せ

て

C o
山
梨
県
知
事

望
月

幸
明

鳴
沢
村
は
、
南
は
富
士
山
頂
か
ら
北
は
足
和
田
山
に
至
る
富
士
北
ろ
く
の
大
地
に
、
多
く
の
先
人
た
ち
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に
よ
っ
て
築

か
れ
た
素
晴
ら
し
い
高
原
の
村
で
あ
り
ま
す
。

富
士
の
火
山
灰
と
溶
岩
流
の
上
に
発
展
し
た
こ
の
村
の
歴
史
は
、
そ
の
成
り
立
ち
の
過
程
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
富
士
山
と

と
も
に
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
古
来
か
ら
こ
の
地
の
人
々
は
富
士
山
を
稼
業
の
場
と
し
て
生
計
を
立
て
、
あ

る
い
は
広
大
な
土
地
を
耕
し
て
生
活
の
糧
を
得
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
い
ま
、
鳴
沢
村
は
国
の
天
然
記
念
物
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
青
木
ヶ
原
樹
海
や
鳴
沢
氷
穴
な
ど
の
豊
か
な
観
光
資
源
に
加
え

、

ゴ
ル
フ
場
や
ス
キ
ー
場
も
備
え
た
観
光
の
村
と
し
て
、
ま
た
高
原
の
冷
涼
な
気
候
を
生
か
し
た
酪
農
や
高
原
野
菜
の
栽
培
を
中
心
と
し
た

近
代
農
業
の
村
と
し
て
、
さ
ら
に
は
誘
致
企
業
に
よ
る
半
導
体
製
造
装
置
の
製
作
な
ど
先
端
技
術
産
業
の
村
と
し
て
も
、
飛
躍
的
な
発
展

を
遂
げ
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。

村
政
も
"
い
の
ち
と
健
康
を
守
る
人
間
社
会
の
確
立
”
を
基
本
テ
ー
マ
に
、
二
十
一
世
紀
を
展
望
し
た
ふ
る
さ
と
づ
く
り
を
着
実
に
進

め
ら
れ
て
お
り
、
富
士
北
ろ
く
の
素
晴
ら
し
い
自
然
環
境
を
活
用
し
た
数
々
の
施
策
の
展
開
は
本
村
の
一
層
の
発
展
に
拍
車
を
か
け
る
こ



と
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
新
し
い
時
代
が
展
開
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る

今、
立
派
な
村
誌
が
発
刊
さ
れ
、

鳴
沢
村
の
遠
い
む
か
し
か
ら
今
日
ま
で
、

こ
の
地
に
生
き
た
人
々
の
息
づ
き
が
、
永
遠
に
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
喜
び
に
た
え
ま
せ
ん
。

本
誌
は
村
の
人
々
に
は
も
ち
ろ
ん
、
県
内
外
の
人
た
ち
に
も
鳴
沢
村
の
素
顔
と
躍
動
す
る
姿
を
こ
ま
ご
ま
と
語
り
伝
え
て
く
れ
る
こ
と

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

こ
の
村
誌
の
発
刊
に
あ
た
り
、
関
係
各
位
の
御
努
力
に
対
し
心
か
ら
敬
意
を
表
し
ま
す
と
と
も
に
、
本
誌
が
広
く
活
用
さ
れ
、
鳴
沢
村

が
ま
す
ま
す
発
展
さ
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
念
願
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
六
十
三
年
一
月



発
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村
刊
に
あ
た
っ
て

W
EN

鳴
沢
村
長
小

林
美
知

私
た
ち
は
自
分
の
生
い
た
ち
や
周
り
の
こ
と
を
十
分
に
知
り
た
い
と
い
う
、
本
能
の
よ
う
な
願
い
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
同
様

に
わ
が
生
ま
れ
育
ち
生
活
し
て
い
る
鳴
沢
村
を
も
、

広
く
深
く
知
り
た
い
願
望
が
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
今
ま
で
に
村
政
要
覧
は
別
と
し
て
、
村
の
全
容
を
総
括
し
た
資
料
を
作
る
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
が
戦
後
の
混

乱
か
ら
安
定
・
成
長
へ
と
動
く
日
本
の
中
で
、
富
士
山
、
東
京
に
近
い
、
村
の
広
さ
等
々
の
条
件
で
、
村
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
に
な
っ

て
み
ま
す
と
、
素
朴
な
知
り
た
い
願
い
以
上
に
、
あ
ら
た
め
て
村
の
過
去
を
掘
り
お
こ
し
、
現
状
を
客
観
的
に
再
認
識
す
る
必
要
が
生
ま

れ
て
き
ま
し
た
。
村
成
立
百
周
年
記
念
の
意
味
も
あ
っ
て
村
誌
を
作
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

県
内
既
発
行
の
市
町
村
誌
全
部
を
取
り
寄
せ
て
議
員
さ
ん
全
員
で
検
討
す
る
な
ど
の
経
緯
も
あ
っ
て
、
執
筆
刊
行
の
一
切
を
、

経
験
実

績
共
に
豊
富
な
山
梨
日
日
新
聞
社
企
画
局
出
版
部
に
委
託
、
短
期
集
中
的
に
ま
と
め
る
態
勢
を
整
え
ま
し
た
。

以
来
執
筆
の
先
生
方
の
頻
繁
な
ご

来
村
、
丹
念
周
到
な
取
材
や
研
究
が

続
く
一
方
、

村
内
所
蔵
の
古
文
書
そ
の
他
の
ご
提

供、
村
の
生

活
を
語
る
お
年
寄
り
の
ご
協
力
、
村
外
の
識
者
各
位
な
ど
多
く
の
方
々
の
お
力
ぞ
え
を
得
て
ほ
ぼ
予
定
通
り
進
行
、
こ
の
間
出
版
部
へ
は

多
大
な
ご
無
理
も
お
願
い
し
ま
し
た
。
知
事
さ
ん
か
ら
序
文
も
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。



こ
う
し
て
刊
行
が
進
ん
で
い
る
最
中
の
昨
年
十
一
月
二
十
日
、
第
二
回
県
民
の
日
に
、
鳴
沢
村
は
山
梨
県
知
事
か
ら
県
政
功
績
者
賞
を

受
け
ま
し
た
。
賞
状
は
「
貴
村
は
発
足
以
来
積
極
的
に
諸
施
策
を
推
進
さ
れ
各
行
政
分
野
に
大
き
な
成
果
を
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
功

績
は
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
の
で
表
彰
し
ま
す
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
明
治
二
十
二
年
六
月
、
町
村
制
施

行
に
よ
る
鳴
沢
村
発
足
以
来
百
年
間
の
実
績
を
認
め
、
褒
め
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
こ
と
に
意
義
深
く
、
重
み
の
あ
る
、

得
難
い
賞
を
い
た
だ
い
た
も
の
と
深
く
感
動
し
ま
し
た
。
村
誌
に
は
こ
こ
百
年
来
の
私
ら
の
先
輩
の
活
躍
の
よ
う
す
も
い
っ
ぱ
い
載
っ
て

い
ま
す
が
、
時
を
同
じ
く
し
て
の
受
賞
は
、
こ
れ
ら
先
人
の
業
績
に
一
層
の
輝
き
を
添
え
る
も
の
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。

鳴
沢
村
に
は
貞
観
六
年
の
富
士
山
大
噴
火
が
、
実
は
村
内
の
長
尾
山
の
噴
火
で
、
青
木
ヶ
原
と
い
う
日
本
屈
指
の
溶
岩
流
を
作
り
、
村

名
の
由
来
も
埋
没
し
た
地
形
の
関
連
で
考
え
ら
れ
る
な
ど
、
多
く
の
話
題
が
あ
り
ま
す
が
、
人
々
は
高
冷
地
の
や
せ
土
の
上
で
苦
闘
し
て

生
き
て
き
ま
し
た
。
そ
の
実
態
は
こ
の
本
の
随
所
に
出
て
き
ま
す
が
、
過
去
の
村
民
の
生
き
方
は
、
現
在
の
村
の
実
態
に
及
び
、
更
に
将

来
へ
の
示
唆
・
提
言
に
も
な
っ
て
お
り
ま
す
。
村
の
皆
さ
ん
が
村
誌
全
体
に
目
を
通
さ
れ
、
村
の
歴
史
、
現
状
を
お
知
り
に
な
り
、
将
来

へ
思
い
を
は
せ
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。

昭
和
六
十
三
年
一
月
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