
　

少
子
化
が
進
み
、
蒲
郡
市
の

人
口
も
減
っ
て
い
る
と
聞
く
。

小
中
学
校
の
統
廃
合
な
ど
の
方

向
性
が
あ
れ
ば
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

学
校
の
統
廃
合
に
つ
い
て

は
、
平
成
23
年
度
に
、
適
正

規
模
・
適
正
配
置
検
討
委
員

会
で
市
民
の
代
表
の
方
と
協
議
を
行

い
、
現
状
の
1
学
年
2
〜
3
ク
ラ
ス

が
適
当
な
規
模
で
は
な
い
か
と
い
う

結
論
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

校
舎
の
耐
震
工
事
は
す
べ
て
完
了

し
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
老
朽
化
で
校

舎
を
建
て
替
え
る
と
き
が
き
ま
す
。

そ
の
時
が
、
こ
れ
か
ら
の
学
校
の
規

模
や
場
所
な
ど
に
つ
い
て
も
う
一
度

考
え
る
タ
イ
ミ
ン
グ
か
と
思
っ
て
い

ま
す
。
小
中
一
貫
校
も
視
野
に
入
れ

る
の
も
一
案
と
思
い
ま
す
。

公
共
施
設
の
あ
り
方
検
討
市
民
会

議
で
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
、
校

　

ご
み
屋
敷
が
市
内
で
見
受
け

ら
れ
ま
す
。
そ
の
対
応
に
つ
い

て
お
伺
い
し
ま
す
。

ご
み
屋
敷
に
つ
い
て
は
市

内
で
5
件
把
握
し
て
い
ま
す
。

5
件
中
4
件
は
、
所
有
者
が

わ
か
っ
て
お
り
、
残
り
1
件
が
、
所

有
者
が
不
明
で
困
っ
て
い
る
状
況
で

す
。
所
有
者
が
分
か
っ
て
い
る
も
の

は
、
片
付
け
て
い
た
だ
け
る
よ
う
所

有
者
と
交
渉
し
て
い
ま
す
が
、
所
有

者
の
考
え
方
が
一
番
大
き
い
か
な
と

い
う
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
市

と
し
て
は
片
付
け
て
い
た
だ
く
よ
う

慎
重
に
お
願
い
し
て
い
き
ま
す
。

区
、
統
廃
合
の
問
題
も
解
決
を
は
か

っ
て
ま
い
り
ま
す
。

そ
の
後　

豊
田
市
で
起
き
た
ご
み
屋

敷
の
火
事
を
受
け
、
所
有
者
に
は
失

火
・
放
火
の
注
意
を
呼
び
か
け
ま
し

た
。
今
後
も
定
期
的
に
訪
問
・
説
得

を
続
け
て
い
き
ま
す
。
市
で
は
ご
み

屋
敷
対
策
の
条
例
制
定
に
向
け
て
研

究
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
所
有
者
の

支
援
と
地
域
と
の
関
わ
り
、
公
平
性

な
ど
も
確
保
で
き
る
よ
う
考
え
て
い

き
ま
す
。

　

蒲
郡
市
は
藤
原
俊
成
卿
ゆ
か

り
の
地
。
短
歌
を
も
っ
と
盛
ん

に
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

『
新
古
今
和
歌
集
』
の
蒲

郡
市
、『
古
今
和
歌
集
』
の

岐
阜
県
郡
上
市
、『
万
葉
集
』

の
富
山
県
高
岡
市
と
、
短
歌
に
深
く

関
わ
る
3
市
で
、
古
典
文
化
を
盛
ん

に
し
よ
う
と
い
う
取
り
組
み
を
し
て

い
ま
す
。
毎
年
4
月
に
行
わ
れ
る
藤

原
俊
成
短
歌
大
会
は
全
国
か
ら
応
募

が
あ
り
ま
す
が
、
も
っ
と
知
名
度
が

上
が
る
よ
う
、
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

展
開　

藤
原
俊
成
短
歌
大
会
は
今
年

30
回
を
迎
え
、
3
市
が
集
い『
短
歌

が
つ
な
ぐ
歌
の
ま
ち
』と
題
し
て
短

歌
文
化
の
伝
統
と
継
承
に
つ
い
て
の

意
見
を
交
わ
し
ま
し
た
。

ごみに見えても所有者に
とっては大切な所有物。
できる限り、所有者と地
域の円満な解決を目指し
ます。岐阜県郡上市

古今和歌集の奥義を授ける「古今
伝授」の祖である東常縁が領主を
務めた「古今伝授の里」

愛知県蒲郡市
歌人藤原定家の父・藤原
俊成が国司を務め開発し
た「俊成の里」

問

問

問

答

答

答
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富山県高岡市
歌人大友家持が国司として赴任し、
多くの秀歌を残した「万葉の里」


