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1

文
化
祭
を
終
り
て

執
・

　
　
　
　
十
二
月
十
一
日
十
二
の
二
日

　
　
9
間
東
郷
小
学
校
で
第
七
回
綜
合

　
　
．
文
化
祭
を
開
催
い
た
し
ま
し
た

輝罰

ｪ
本
年
は
例
年
に
な
く
盛
会
裡

　
、
　
に
終
る
こ
と
の
出
来
ま
し
た
こ

“
と
は
同
慶
に
堪
え
ま
せ
ん
。
こ

回
れ
全
く
村
民
各
位
の
御
話
の

　
　
「
購
と
深
く
懸
謝
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
本
村
が
毎
年
文
化
祭
を
い
た

耀
甲
し
ま
す
所
以
は
吾
等
の
住
む
東

　
　
　
郷
村
を
住
よ
い
文
化
の
香
り
高

撃
、
－
い
村
を
つ
く
り
あ
げ
て
田
図
の

　
　
　
手
孫
に
偉
大
た
る
遺
産
を
残
し

　
　
　
た
い
念
願
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ

回
り
ま
す
・

　
　
　
　
文
化
と
申
し
ま
し
て
も
そ
れ

　
　
は
吾
々
の
日
常
生
活
の
中
に
あ

　
　
　
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
何
も
生

　
　
　
活
と
遊
離
し
て
い
る
の
で
な
い

　
　
　
の
で
文
化
を
高
め
る
と
い
う
こ

　
　
　
と
は
結
局
は
吾
々
の
生
活
を
高

　
　
　
め
る
ζ
と
で
あ
り
ま
す
。
吾
々

　
　
　
の
生
活
を
高
め
る
に
は
色
々
な

鱒
．
．
事
項
が
あ
り
ま
す
が
経
済
力
を

　
　
　
増
す
こ
と
も
そ
の
一
つ
で
あ
り

蝉
　
、

　
　
「
ま
し
よ
う
し
健
康
な
身
体
を
つ

　
　
　
く
り
そ
れ
を
保
持
す
る
こ
と
も

　
．
　
又
そ
の
一
つ
で
あ
り
ま
し
よ
う

毘
♂

　
　
　
新
し
い
知
識
を
吸
収
す
る
こ
と

　
　
　
も
、
情
操
を
豊
に
す
る
こ
と
も

　
　
　
ま
た
大
事
な
廓
項
で
あ
り
ま
す

　
　
　
の
で
、
本
村
民
の
生
活
に
雨
下

　
　
　
す
る
事
項
は
出
来
る
だ
け
多
く

且
饗
　
の
こ
と
が
ら
を
文
化
祭
の
中
に

　
　
　
と
り
入
れ
て
開
催
し
て
い
る
の

　
　
　
で
あ
り
ま
す
。

麟
・

　
　
　
　
今
年
は
度
重
な
る
台
風
に
も

．
螺
、
め
げ
ず
出
陸
物
も
各
部
面
共
充

　
　
　
実
し
見
事
な
も
の
が
数
多
く
出

　
　
　
品
ぎ
れ
特
に
畜
産
展
の
出
品
牛

　
　
．
は
村
内
の
優
秀
牛
数
十
頭
で
盛

　
　
∵
畿
を
呈
し
体
育
方
面
で
は
新
し

　
　
・
く
柔
道
大
会
が
行
わ
れ
る
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
．
．
交
化
祭
行
事
の
内
容
の
充
実
と

‘
羅
帽
ま
つ
で
茉
侠
に
も
恵
ま
れ
て

　
駒
．

　
　
・
．
酒
ぐ
．

　
　
　
　
，
洪

　
東
郷
村
文
化
祭
会
長

見
学
の
村
人
も
非
常
に
多
か
っ

た
こ
と
は
ヶ
れ
し
い
ζ
と
で
あ

り
ま
し
た
。
然
し
静
か
に
文
化

祭
二
日
閥
の
こ
と
を
ふ
り
か
え

っ
て
み
る
と
将
来
改
善
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
幾
多
の
こ
と
が

ら
反
省
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
見
学

下
さ
っ
た
村
民
各
位
も
文
化
祭

塩
　
月
　
儀
市

に
つ
い
て
色
々
と
感
想
や
意
見

の
あ
る
こ
と
～
思
い
ま
す
の
で

卒
直
な
意
見
や
感
想
を
承
わ
り

ま
し
て
来
年
は
本
年
の
短
を
補

っ
て
よ
り
よ
い
文
化
祭
を
開
催

し
た
い
と
念
願
い
た
し
て
い
ま

す
。

》

公
民
館
分
館
丈
化
祭
講
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
謝

公
民
館
分
館
一
ケ
年
間
の
歩
み

を
省
み
て
そ
の
実
績
を
展
示
ル
．

て
文
化
祭
行
事
の
行
わ
れ
ま
レ

た
の
は
寺
迫
の
十
一
月
二
十
三

日
を
初
め
本
館
文
化
祭
に
併
設

し
て
行
わ
れ
た
鶴
之
内
、
田
野

羽
坂
、
八
重
原
の
四
三
を
終
り

と
し
て
十
分
館
で
あ
り
ま
し
た

本
年
は
四
回
“
亘
る
台
風
の
襲

来
を
受
け
未
曽
有
の
大
被
害
を

蒙
り
そ
の
後
は
引
続
く
樋
門
に

見
舞
わ
れ
ま
し
た
の
で
出
陳
も

少
く
淋
し
い
文
化
祭
に
終
る
の

で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
お
り

ま
し
た
処
各
位
の
た
ゆ
ま
ざ
る

努
力
は
よ
く
同
齢
天
候
を
克
服

し
て
各
分
館
共
そ
の
特
色
を
発

探
し
て
充
実
し
た
行
事
が
行
わ

れ
三
民
一
ケ
年
間
の
努
力
の
総

決
算
に
ふ
冬
わ
し
い
文
化
祭
で

あ
り
ま
し
た
。
開
催
き
れ
た
順

に
概
況
を
申
し
述
べ
ま
す
と
、

寺
迫
は
収
穫
感
謝
の
日
を
ト
し

て
文
化
祭
に
併
設
し
て
当
室
部

落
の
宝
庫
百
町
歩
山
林
の
碑
の

顕
彰
を
行
い
先
賢
の
遣
徳
を
た

～
え
山
祭
り
と
敬
老
会
を
行
い

経
済
の
中
心
を
な
す
俵
米
一
，
八

点
木
炭
九
十
二
点
を
初
め
優
秀

な
出
品
が
極
め
て
多
く
尚
春
夏

秋
の
三
回
に
行
っ
た
畜
牛
品
評

会
の
授
与
式
も
当
日
行
い
文
化

の
向
上
と
経
済
力
の
培
養
を
象

徴
し
た
行
事
を
行
い
婦
人
連
絡

協
議
会
青
年
団
山
林
委
員
会
部

落
が
よ
く
協
調
し
て
文
化
の
向

上
を
た
＼
え
な
が
ら
一
ケ
年
の

労
苦
を
ね
ぎ
ら
う
に
ふ
さ
わ
し

い
行
事
が
繰
り
拡
げ
ら
れ
て
お

り
ま
し
た
汐

出
置
は
農
林
山
物
品
評
会
と
の

ど
自
慢
大
会
が
余
興
と
し
て
行

わ
れ
ま
し
た
℃
品
評
会
は
出
品

も
多
く
優
秀
な
も
の
で
あ
り
ま

し
た
が
三
三
の
経
済
力
を
左
右

す
る
重
要
物
産
で
あ
る
木
炭
、

椎
茸
の
出
晶
が
意
外
《
少
な
か
．

つ
た
の
は
淋
し
い
感
じ
を
抱
か

せ
ら
れ
ま
し
た
出
品
は
多
種
類

に
亘
っ
て
お
り
ま
し
た
が
今
後

は
越
表
と
し
て
の
特
徴
を
生
か

す
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
か
と

　
　
　
　
　
　
　
ワ
　
　
　
　
　
　
の

思
わ
れ
ま
し
た
。
学
童
の
作
品

展
も
児
童
数
の
少
い
の
に
優
秀

な
も
の
が
多
数
出
品
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
慰
安
の
の
ど
自
慢
大

会
は
出
演
者
が
多
く
七
、
八
才

の
子
供
か
ら
老
人
に
至
る
ま
で

よ
く
出
演
し
て
楽
し
い
一
日
を

過
し
ま
し
た
婦
人
青
年
の
協
力

も
実
に
よ
く
統
制
が
と
れ
て
お

り
ま
し
た
。

仲
深
長
林
産
物
晶
評
会
が
行
わ

れ
ま
し
た
が
台
風
の
被
害
を
最

♂
激
し
く
受
け
た
地
帯
で
あ
り

ま
す
か
ら
塗
し
ゆ
く
さ
れ
た
せ

い
か
出
品
も
極
め
て
少
く
淋
し

い
行
事
に
終
り
ま
し
た
。
役
員

の
方
々
は
よ
く
敬
蒙
に
努
力
さ

れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
一
般

の
協
力
が
今
一
歩
と
云
ふ
感
じ

が
致
し
ま
し
た
。

小
野
田
は
耕
地
面
積
も
少
く
兼

業
濃
家
の
多
い
地
帯
で
あ
り
ま

す
が
農
林
産
物
品
評
会
が
行
わ

れ
良
く
特
徴
を
生
か
し
て
加
工

食
品
特
に
調
味
料
は
出
品
も
多
、

く
優
秀
な
も
の
が
多
く
家
庭
生

活
の
合
理
化
の
面
に
努
力
さ
れ

て
い
る
点
が
よ
く
伺
わ
れ
ま
し

た
。
副
業
生
産
物
濃
産
物
に
も

優
秀
な
も
の
が
多
く
運
営
に
は

青
年
団
婦
人
会
一
般
の
受
忍
が

強
く
行
亭
は
極
め
て
順
調
に
進

ん
で
お
り
ま
し
た
。

福
瀬
は
農
林
産
物
品
評
会
と
開

商
め
碑
の
顕
彰
が
併
せ
行
わ
れ

裏
し
た
品
評
会
は
例
年
に
比
し

て
血
清
も
多
X
優
秀
で
あ
り
ま

し
た
が
、
通
商
の
先
覚
者
が
交

通
不
便
の
往
時
万
難
を
排
し
て

京
阪
の
地
に
声
価
を
高
め
た
福

瀬
炭
の
出
陳
の
少
な
か
っ
た
こ

と
は
淋
し
い
感
じ
が
致
し
ま
し

た
。
先
賢
の
遣
徳
を
偲
び
将
来

東郷村文化祭・柔道大会
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昭
2
9
東
郷
村
文
化
祭

　　

w
芸
品
展
覧
会
審
査
報
告

　
　
で
あ
っ
た
。
指
導
者
の
芸

　
　
術
意
識
を
強
制
す
る
事
憶

　
　
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
7
ど
こ
に
、
何
に
描
画
の
対

　
　
象
を
見
つ
，
け
出
す
か
と
い

　
脚
う
、
着
想
の
問
題
に
つ
い

　
　
て
は
、
更
に
研
究
の
余
地

　
　
が
あ
る
。

　
8
本
地
域
詩
有
の
暗
色
調
、

蜷
繍
嬢
雑
瑠
齢

　
　
喜
ば
し
い
。

三
、
工
作
の
部

　
1
着
想
、
技
術
共
に
向
上
の

　
　
余
地
を
多
く
残
し
て
い
る

　
　
工
作
は
「
坐
作
」
で
あ
る
。

　
　
も
っ
と
考
え
さ
せ
て
作
ら

　
　
せ
る
こ
と
が
大
切
で
は
な

　
　
い
か
。

　
2
技
術
面
で
は
、
基
礎
的
な

　
　
も
の
～
欠
如
を
痛
感
し
た

　
3
合
作
は
一
つ
の
対
象
を
、

　
　
プ
ロ
ゼ
ク
ト
を
通
し
て
表

　
　
現
し
よ
う
と
す
る
企
て
で

　
　
あ
る
が
、
そ
の
場
合
の
対
．

　
　
象
の
考
え
方
に
な
お
一
考

　
　
の
余
地
が
あ
る
。

四
、
手
芸
裁
縫
の
部

　
1
小
学
校
は
出
品
数
が
極
め

　
　
て
少
く
残
念
で
あ
っ
た
。
．

　
　
こ
れ
は
指
導
時
間
数
の
不

　
　
足
か
ら
き
て
い
る
も
の
と

奔
・
譜
撃
脚
寡
壕
層
，
．
，
、

　
レ
華
．
．

　
　
　
　
　
　
　
　
卵

一
、
習
字
の
部

1
暦
年
の
文
化
祭
の
作
品
に

　
比
べ
て
各
学
校
共
著
し
く

　
進
歩
し
て
い
る
9

2
紙
質
は
馬
清
書
の
出
来
栄

　
え
に
左
右
す
る
所
が
大
塾

　
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な
展

　
覧
会
に
出
品
す
る
時
位
い

　
は
、
上
質
の
用
紙
を
使
用

　
し
た
い
。

3
学
校
に
よ
っ
て
は
、
劇
∂

　
却
ウ
で
沙
か
い
加
作
品
が

　
揃
っ
て
い
る
所
が
あ
っ
た

　
が
、
大
胆
な
書
風
に
欠
”

　
て
入
選
の
出
来
な
か
っ
た

　
面
も
あ
る
。

4
条
幅
の
出
品
が
多
数
あ
づ

　
た
が
、
学
校
に
よ
る
と
半

　
紙
三
枚
継
ぎ
の
「
画
仙
紙
」

　
代
り
の
も
の
が
見
受
け
ら

　
れ
た
。
経
済
的
見
地
ば
か

　
り
で
事
を
き
め
ず
「
画
仙

　
紙
」
を
使
用
し
た
い
も
の

　
で
あ
る
。

5
今
度
の
文
化
祭
に
は
、
条

　
幅
と
半
紙
の
も
の
が
そ
れ

　
ぞ
れ
出
品
さ
れ
て
あ
っ
た

　
　
が
、
前
も
っ
て
条
幅
使
用

　
㍉
の
可
否
を
は
っ
き
り
決
め

　
、
、
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
．

　
5
今
年
ま
で
は
、
各
学
校
、

　
　
各
階
年
別
に
出
品
点
数
の

．
　
二
割
五
分
を
入
選
と
し
、
・

’
　
特
選
一
を
学
校
を
外
し
て

　
　
試
写
年
別
に
定
め
た
が
、

　
　
来
年
度
か
ら
は
出
品
さ
れ

　
　
た
も
の
に
つ
い
て
学
校
を

　
　
外
し
、
学
年
別
に
等
級
を

　
　
決
め
る
こ
と
を
望
む
。

二
、
図
画
の
部
，
　
　
　
一

　
1
全
般
的
に
レ
ベ
ル
が
非
常

　
　
に
向
上
し
、
昨
年
ま
で
感

　
　
じ
ら
れ
た
学
校
左
が
無
く

　
．
な
っ
た
。

　
2
入
選
作
品
は
何
れ
も
明
る

　
　
く
美
し
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
特
に
特
選
と
な
っ
た
小
一

　
　
小
ご
・
中
皿
の
作
品
は
秀

　
　
作
で
あ
る
。

　
3
低
学
年
の
作
品
は
、
新
鮮

　
　
そ
の
も
の
で
伸
び
伸
び
と

　
　
描
か
れ
て
あ
っ
た
。
高
学

　
　
年
及
び
中
学
校
は
作
品
に

　
　
充
分
溶
け
ζ
め
ず
、
こ
れ

　
思
わ
れ
る
。

2
努
力
向
上
の
後
は
見
ら
れ

　
る
が
、
も
っ
と
創
作
的
な

　
工
夫
が
ほ
し
．
い
。

3
中
学
校
は
、
一
年
・
二
年

　
は
順
調
で
あ
る
が
、
三
年

　
生
の
不
振
は
残
念
で
あ
る

4
仕
上
び
の
点
に
も
っ
と
注

　
意
が
欲
し
い
と
思
わ
れ
る

　
も
め
が
多
か
っ
た
噂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
獅
弧

東郷村丈化祭・農童展
．
》

，

　
　
（
文
責
東
郷
中
海
野
）

※
特
等
入
選
者
名

習
字
の
部

中中中小小小小小小
三ニー六五四三ニー

寺坂石黒石橋吉石石
原犀川木川口田川川
美由　　　　　　け
　紀修　純朝美砧い義
　子士学子子子士じ

東同製寺口全寺全坪
郷　谷迫谷　迫　谷

図
画
の
部

小
一
　
矢
野
希
人

「
小
二
　
福
原
健
一

　
小
三
　
水
野
　
彰
治

　
小
四
　
三
浦
猛
夫

小
五
菊
池
，
敏
光

小
前
橋
口
気
浮

六
一
伊
東
　
一
憲

　
中
二
　
山
元
征
一

　
中
三
　
寺
原
　
正
昭

工
作
の
部
「

　
小
一

　
小
二

　
小
三

　
小
四
　
な
ル
．

小
五
石
肝
純
子

　
小
六
　
矢
野
　
　
魁

　
中
一
　
木
田
宜
久

中
二
　
寺
鳳
俊
雄

　
中
三
河
野
栄
一

家
庭
の
郎
．

　
小
五
　
高
尾
ル
イ
子

　
小
六
　
松
本
京
子

　
全
　
　
佐
藤
　
洋
子

　
中
脳
　
春
原
勝
子

全
　
　
小
林
み
ど
り

申
二
　
水
尾
教
子

　
申
三
　
石
田
安
子

東越東越東坪寺東坪
郷表郷表郷谷迫郷谷

福
一
一
の
一
組

東
郷
二
の
梅
組

草
野
午
圏
外
五
東
郷

、
，
、
㌧
㎡
．
一
擁
層
四
強
謹
児
強
、
；

　
　
　
　
　
　
♂
，
　
　
し
　
　
r

　
全
　
．
石
川
　
世
世
・
東
郷

　
　
　
　
計
　
　
三
十
四
名

※
各
種
巨
入
選
者
数

　
学
校
名
　
　
入
選
．
数

　
下
表
小
　
　
　
　
一
三

　
坪
谷
小
　
．
　
　
二
二

　
東
郷
小
　
　
　
　
三
七

　
福
瀬
小
　
　
　
　
一
九

　
寺
迫
小
　
　
　
　
一
二

　
輝
中
越
表
分
校
　
＝

　
坪
谷
中
　
　
　
　
一
〇

　
東
郷
中
　
　
　
　
二
九

　
小
学
校
計
　
　
一
〇
三

中
学
校
計
　
　
　
五
〇

　
合
計
　
　
　
一
五
三

小
学
校
新
入
学
見
聞

の
調
査
に
つ
い
て
　
’

昭
和
三
十
年
四
月
に
村
内
の
各

小
学
校
え
新
し
く
入
学
す
8
子

弟
は
昭
和
二
十
三
年
四
月
二
目

か
ら
昭
和
二
十
四
年
四
月
一
臼

迄
に
出
生
し
た
者
で
す
。
只
今

村
教
育
委
員
会
に
お
い
て
は
各

部
落
の
組
合
長
さ
ん
に
お
願
い
・

し
て
、
こ
れ
ら
の
手
弟
を
調
査

し
て
お
り
ま
す
の
で
調
査
洩
れ

等
の
な
い
よ
う
次
の
事
項
に
つ

　
　
　
プ

い
て
御
留
意
切
上
予
め
組
合
長

さ
ん
と
連
絡
を
と
っ
て
下
さ
い

一
、
病
弱
発
育
不
全
、
不
具
者

．
等
で
ど
う
し
て
も
三
十
年
度

　
よ
り
入
学
出
来
な
い
者
は
医

難
麗
横
難
鱒

　
福
二
育
委
員
会
に
提
出
す
る

　
ζ
き
。

二
画
書
ろ
う
児
は
盲
ろ
う
学
校

　
に
就
学
す
る
義
務
が
あ
る
の

三
韓
懸
盤

　
し
た
と
き
は
、
村
教
育
委
員

会
に
属
出
る
こ
と
。

そ
の
他
不
明
の
点
に
つ
い
て
は

村
教
育
委
員
会
事
務
局
に
お
問

合
せ
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
香
る
新
春
の
十
五
日
第
七

　
　
　
回
目
の
成
人
式
を
左
記
の
通
り

坪
谷
行
い
ま
す
。

全
　
　
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
成
人

越
表
の
日
は
「
大
人
に
な
っ
た
こ
と

．
東
郷
を
自
覚
し
自
か
ら
生
き
ぬ
こ
う

越
衷
と
す
る
青
年
を
祝
い
は
げ
ま

　
　
　
す
」
日
で
あ
り
ま
す
の
で
郷
土

闘
鼠
・
ぞ
つ
て
・
の
商
口
を
祝
福

糊
す
る
よ
謝
お
願
い
し
ま
需

全
　
　
一
、
期
日
　
一
月
十
五
日
　
，

全
，
二
、
場
所
東
郷
小
学
校

越
表
，
三
、
行
事

ぬ
会
つ
い
て

、
藻
・
・
．
悪
．
記
田
．
矯
潅
㌦

　
1
威
人
式

　
　
午
前
十
時
よ
り
式
典

　
2
講
演
会

　
　
午
前
十
一
時
よ
り
十
二
時

　
　
半
迄

　
3
研
究
発
表
会

　
　
午
後
一
時
よ
り
ご
時
半
睡

　
　
郡
予
選
を
か
ね
て
産
業
振

　
　
興
青
少
年
研
究
発
表
会
を

　
　
行
う

　
4
懇
親
会
　
記
念
撮
影

尚
本
年
度
成
人
該
当
者
は
昭
和

十
年
一
月
十
五
日
か
ら
同
十
一

年
一
月
十
四
日
迄
の
出
生
者
で

す
。　

一
▲
■
－
冒
■
1
1
－
l
l

「
東
郷
村
誌
」
を
輿
費

で
お
頒
ち
い
た
し
ま

す
。
希
望
の
方
は
一

月
十
日
ま
で
に
申
込

み
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

三
七
滋
藤
叫
野
＝
『
紅
別
湯
翻

；
「
，
摩

、

観
馨1｝．

鰍
暑きザ

襲
酔
算
層

一
囑
…
鰻
民
屋
嶋

眺
』
臥
　
．

一

咋
飾
華
　
』
罫
、
轟
劉
　
、
粘
街
・

犀
「
．
　
　
「
　
律
指
－
、
．
、
3
融

　
’

．
　
」
　
P

盛
＾
、
　
　
　
げ
．
一
｝

ヴ
∴
薬
靴
範
一

一

ヴ「

　
四
ケ
年
の
長
い
日
子
を
か
け

よ
う
や
く
「
東
郷
村
誌
」
を
刊
行

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
内

容
の
綴
略
は
「
東
郷
村
の
沿
革
」

と
「
東
郷
村
の
自
然
」
を
は
じ
め

に
記
し
、
次
に
、
東
郷
村
の
史
　
　
’

実
と
し
て
縄
文
時
代
、
弥
生
式

時
代
、
．
鉄
器
時
代
、
、
東
郷
に
つ

い
て
、
藩
領
と
一
領
、
山
陰
百

姓
一
驚
供
養
塔
と
墓
褐
、
山

陰
城
と
坪
谷
城
、
番
所
、
坪
谷
　
　
，

百
姓
一
揆
、
西
南
の
役
等
を
集

録
し
「
東
郷
村
政
誌
」
で
明
治
二

十
二
年
よ
り
本
年
ま
で
六
弔
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

年
に
わ
た
る
村
政
の
歩
み
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎝

つ
い
て
詳
述
し
、
「
東
郷
村
の

教
育
」
で
は
明
治
五
年
学
制
頒
　
　
　
　
．

布
以
来
の
東
郷
村
の
教
育
の
変

遷
、
各
学
校
の
沿
革
、
杜
会
教

育
を
詳
記
し
「
東
郷
村
の
宗
教
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

で
村
内
各
神
社
、
寺
院
の
由
緒
　
　
　
’

等
を
明
記
し
ま
し
た
。

　
そ
の
他
村
円
の
各
官
公
衙
、

諸
団
体
、
伝
説
、
方
言
、
裡
謡

俗
信
、
年
中
行
事
等
を
出
来
る

だ
け
多
く
集
録
し
ま
し
た
。

「
東
郷
村
の
人
物
」
と
し
て
本
村

の
文
化
、
村
政
、
産
業
経
済
、

教
育
等
の
進
展
に
大
い
に
力
を

臥
し
た
故
人
十
三
コ
口
業
績
に

つ
い
て
記
し
ま
し
た
。

写
真
も
記
録
的
な
も
の
八
十
余

枚
挿
入
し
て
あ
り
ま
す
。
是
非

一
冊
は
各
家
庭
に
お
備
え
に
な

る
こ
と
を
お
す
～
め
い
た
し
ま

す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
薯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
暫
　
　
　
　
　
　
．

垂
訟



叢

講
擁
．
拓
パ
∵
蟄
ヂ
雪
㍉
望
、
，
四
》

〆■ 数n

　
　
　
　
ノ

編
　
・
？

　
　
　
．
’

．
．
！

，
博
ー
ヒ
冠
雌
．
飛
縛
、
．
爵
　
へ
、
．
μ

漏
4

　
　
　
　
　
亀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

　　

@　

E
副
誘
翫
縣
二
審
叶
編
噸
齢
寸
寸

　
　
　
　
同
組
合
連
合
会
と
の
閥
に
利
行
す
る
時
は
皮
膚
か
ら
我
々
の
　
　
」
冬
草
山

　
　
　
　
子
補
給
契
約
を
な
す
議
案
で
体
に
侵
入
す
る
ζ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
原
案
ど
お
り
決
定
し
た
。
　
　
此
の
仔
虫
は
全
く
健
康
な
傷
も

　
　
　
議
案
第
四
十
八
号
　
東
郷
村
選
何
も
な
い
我
々
の
皮
膚
を
勇
敢

　
　
　
挙
管
理
委
員
会
委
員
の
選
挙
に
　
に
も
突
き
破
っ
て
侵
入
す
る
も

　
　
　
　
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
の
で
あ
る
。
季
節
は
晩
春
か
ら

　
　
　
　
△
本
件
本
村
の
選
挙
管
理
委
員
梅
雨
期
夏
期
秋
朗
を
問
は
な
い

　
　
　
　
会
委
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
　
斯
く
し
て
人
体
に
浸
入
し
た
仔

　
　
　
　
　
　
　
プ

　
　
　
　
議
会
で
選
挙
を
行
い
委
員
、
　
虫
は
五
一
六
遡
間
で
成
虫
と
な

　
　
　
　
補
充
員
の
決
足
を
行
5
嶺
案
り
、
・
愈
々
そ
の
猛
威
を
発
揮
し

凹
目
雛
欝
隆
の
纏

輪
獄
蝿
　
灘
羅
撫
醐
灘
灘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
予
防
法
、
先
ず
生
野
菜
殊
に
状
は
鼻
腔
内
の
粘
膜
に
炎
症
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
青
菜
等
は
良
く
水
洗
し
て
使
用
起
り
、
鼻
が
つ
ま
り
く
し
ゃ
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
す
る
こ
と
或
は
生
水
を
飲
ま
ぬ
　
や
、
鼻
水
が
出
て
来
る
。
次
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
之
で
あ
る
。
皮
膚
か
ら
の
野
卑
桃
腺
や
咽
頭
が
赤
く
な
り
次

村
立
診
療
所
　
・
土
　
　
田
　
　
記
　
　
入
を
防
ぐ
為
に
予
防
具
を
つ
け
第
に
熱
が
出
て
来
る
。
予
防
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
口
業
に
従
事
す
る
こ
と
は
到
は
ふ
だ
ん
か
ら
皮
膚
を
丈
夫
に

　
　
　
で
は
見
え
な
い
程
小
さ
い
も
の
底
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
十
二
し
て
お
く
こ
と
寝
る
醜
に
は
冷

　
　
　
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々
が
知
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
指
腸
虫
が
大
便
の
中
に
卵
と
し
た
い
寝
巻
と
着
か
え
る
習
慣
を

　
　
　
な
い
間
に
口
か
ら
取
ウ
込
む
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
存
在
し
て
い
る
間
に
之
を
撲
　
つ
け
る
。

　　

@散

T
婁
・
蕪
と
鹸
簿
墾
噛
開
駿
蒼
鰻
髪

　　

@
襲
鱒
鰍
灘
難
赫
獣
蟹
藷
麟
脈
譲
嫡
舗
綾
諺
駿

　　

@
回
覧
の
の
羅
饗
器
瀬
瀬
尺
鱒
解
離
便
用
す
る
事
等
に
注
憲

　
　
　
い
て
発
病
す
る
為
で
あ
る
。
　
　
り
、
雨
水
の
入
ら
ぬ
様
に
し
て
　
『
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ヒ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
話
　
　
，
上
述
の
即
日
に
達
す
る
迄
待
つ
　
　
流
行
性
感
冒
も
冬
に
一
番
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
肥
料
を
使
用
し
絶
対
に
新
鮮
　
い
病
気
の
一
つ
普
通
の
風
と
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
人
糞
を
肥
料
に
使
用
し
な
い
　
ぎ
ら
わ
し
い
が
、
イ
ン
フ
ル
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
っ
て
起
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雪
虫
も
又
十
二
指
鼓
虫
と
共
病
気
だ
。
症
状
は
寒
気
が
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
甚
大
な
被
害
を
我
々
に
与
え
急
に
熱
が
出
て
、
体
温
は
三
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
も
の
で
あ
り
、
此
の
虫
の
卵
度
～
四
〇
度
位
に
の
ぼ
り
、
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
十
一
，
一
指
腸
虫
の
卵
よ
り
遙
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
強
く
、
且
つ
よ
く
発
育
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
例
え
ば
九
昼
夜
氷
結
す
る
も
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
な
い
。
従
っ
て
此
の
虫
は
寒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
に
も
多
数
存
在
す
る
。
こ
の
　
濃
業
災
害
補
償
法
が
交
付
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
虫
卵
は
十
五
昼
夜
塩
演
ず
る
も
　
て
、
・
十
二
月
二
十
五
日
で
七
周

瀞
．
〆

．
　
’
・
　
、
　
　
　
　
　
　
艮
　
．

〆

、
．
、
．
，
、
馬
，
’
ソ
．
諸
－
β
．
聴
鰍
診
喚
ヤ
㌧
恥
一
駒
遭
評
』
v
の
泣

、

帯
湛

1苓堺1

　
　
、

　
　
　
　
　
●

議
会

　
　
・
東
郷
村
議
会
臨
時
議
会
は
十
一

欝
雛
潮
編
議
騨
醗

讐
葎
を
審
議
何
れ
も
原
案
ど
お

騨
灘
羅
羅

凹
年
△
本
件
本
村
の
公
平
委
員
会
委

羅
鞭
講
編
辮

野韻

ﾆ
　
魍
議
案
で
原
案
ど
お
り
決
定
し

聾
・
　
た
。

　
　
　
議
案
第
四
十
五
号
　
中
小
企
業

　
　
　
災
害
復
旧
資
金
特
別
融
資
損
失

　
　
　
補
償
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
翫
　
　
△
本
件
は
本
年
九
月
台
風
第
十

　
　
　
　
二
号
に
よ
る
村
内
中
小
企
業

　
　
　
　
者
の
災
害
復
旧
と
こ
れ
が
振

’
9
　
　
興
を
図
る
目
的
を
も
つ
て
村

　
　
　
　
．
に
お
い
て
借
入
金
の
一
部
に

　
、
．
．
　
　
つ
き
損
失
補
償
を
な
し
国
民

噛
『
■
　
　
金
融
公
庫
か
ら
こ
れ
等
業
者

　
　
　
　
が
資
金
の
融
資
を
得
ら
る
～

三
線
製
購
欄

　
　
　
　
可
決
、
条
例
は
即
日
施
行
さ

　
　
　
　
れ
た
。

　
　
　
議
案
第
四
十
六
号
　
災
害
御
判
明

　
引
　
　
．

　
　
　
資
金
融
資
損
失
補
償
契
約
に
つ

　
　
　
い
て

報
告
・

　
　
　
　
　
τ

△
本
件
議
案
第
四
十
五
号
に
よ

　
る
条
例
制
定
に
伴
い
村
と
国

　
民
金
融
公
庫
と
の
間
に
締
結

’
す
る
契
約
の
議
案
で
原
案
ど

　
お
り
可
決
し
た
。

議
案
第
四
十
七
号
　
台
風
被
害

農
家
の
営
農
資
金
借
入
れ
の
利

子
補
給
契
約
に
つ
い
て

△
本
件
東
郷
村
浪
業
協
同
組
合

　
及
び
函
迫
農
業
協
同
組
合
が

　
本
年
八
月
及
び
九
月
置
お
け

　
る
台
風
災
害
月
一
復
旧
の
た

　
め
県
で
足
め
た
『
台
風
被
害

　
旧
家
に
対
す
る
金
融
措
置
要

　
項
h
に
基
く
営
農
資
金
の
融

　
資
を
得
ら
る
～
た
め
村
に
お

寄
生
虫
予
防
週
間
に
寄
せ
て

　
十
二
指
腸
虫
病
は
本
邦
に
於

い
て
は
軽
視
し
得
な
い
疾
愚
の

一
つ
で
あ
る
。
十
二
指
腸
虫
の

仔
虫
が
我
々
の
人
体
に
侵
入
す

る
方
法
ば
ご
通
り
あ
る
．

H
は
食
物
と
同
じ
く
口
か
ら
侵

入
す
る
こ
と
で
v
即
ち
仔
虫
の

附
着
し
た
野
菜
類
を
食
っ
た
り

仔
虫
の
入
っ
た
生
水
を
飲
む
こ

と
に
よ
る
。
仔
虫
は
勿
論
肉
眼

ρ

変
の
手
入
れ
は
ぬ
か
り
な
く

　
’
　
こ
れ
か
ら
一
月
下
旬
の
麦
の
手

脚
　
　
入
は
有
効
分
ケ
ツ
を
ふ
や
し
て

畷
　
穂
の
数
を
た
く
さ
ん
取
る
た
め

、
ド
　
　
に
必
璽
な
仕
事
に
な
ヶ
ま
す
。

　
　
　
一
、
追
肥
　
麦
は
本
葉
二
枚
目

　
　
　
　
頃
ま
で
は
種
て
の
中
の
養
分

弐
．
　
で
育
ち
本
葉
三
枚
目
頃
か
ら

　
　
　
　
根
か
ら
吸
っ
た
養
分
で
吐
き

　
　
　
　
く
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の

　
　
　
　
で
麦
の
幼
い
時
に
必
要
で
元

　
　
　
　
肥
に
施
肥
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
な
い
。
燐
配
や
加
里
肥
料
が

罪
罐
艦
灘

，
．
準
齢
蘇
罐
微
胡
甥
に

　
　
　
”
チ
ッ
ソ
肥
料
も
三
分
の
二
位

　
　
　
「
が
追
肥
に
残
し
て
あ
り
ま
す

　
　
…
・
か
ち
そ
の
半
分
位
を
寒
肥
と

　
　
，
h
し
℃
一
．
丹
中
下
旬
に
施
し
ま

　
　
一
二
せ
う
。

　
　
．
蕊
、
中
耕
　
土
壌
を
や
わ
ら
げ

　
　
「
議
て
空
気
の
流
通
を
よ
く
し
土

　
　
漏
「
填
厨
化
の
を
は
か
り
肥
料
の

　
　
翫
’
唱
」
．
丁
岨
．
「

　
分
解
を
よ
く
し
て
根
張
り
を

　
強
め
た
り
根
を
深
く
地
中
に

　
伸
ば
し
て
乾
燥
や
寒
さ
に
強

　
い
麦
を
作
る
の
に
大
切
な
仕

　
事
で
あ
り
ま
す
か
ら
一
月
末

　
頃
ま
で
は
深
く
広
く
中
耕
を

　
行
い
過
湿
の
場
所
や
雨
の
多

　
い
場
所
は
特
に
回
数
を
多
く

　
行
い
ま
せ
う
。
又
乾
き
過
ぎ

　
に
陥
り
や
す
い
黒
土
の
畑
で

　
は
地
表
面
だ
け
の
浅
い
中
耕

　
を
行
っ
て
土
中
の
水
分
が
に

　
げ
る
の
を
防
ぐ
よ
う
に
し
ま

　
せ
う
。
　
　
　
’
　
　
　
、

三
、
麦
踏
と
土
入
れ
　
麦
が
分
．

　
ケ
ツ
を
初
め
る
の
は
本
葉
四

　
枚
目
か
ら
で
本
葉
と
同
時
に

　
一
番
下
の
葉
の
節
か
ら
分
ケ

　
ツ
が
出
て
そ
の
後
本
葉
一
枚

　
毎
に
分
ケ
ツ
が
ふ
え
て
来
ま

　
す
。
又
条
件
が
よ
い
と
最
祖
．

　
Φ
扮
ケ
ツ
と
同
時
に
戸
三
下

　
の
葉
の
下
に
あ
る
葉
鞘
だ
け

　
の
不
完
全
な
葉
の
節
か
ら
も

プ
分
ケ
ツ
が
静
ま
ず
の
で
余
り

購
熱

　　へ
’‘ h1

早
く
か
ら
土
入
れ
を
し
た
り

・
麦
踏
を
し
た
り
す
る
と
返
つ

・
て
分
ケ
ツ
を
抑
え
る
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
普
通
の
場
合

土
入
や
麦
踏
は
四
枚
目
頃
か

ら
初
め
る
の
が
よ
ろ
し
い
。

第
一
回
の
土
入
れ
は
細
か
に

砕
い
て
浅
く
行
い
麦
が
生
長

す
る
に
従
い
深
く
す
る
こ
と

が
よ
ろ
し
い
し
か
し
播
種
の

際
土
か
け
が
浅
す
ぎ
た
場
合

と
か
霜
柱
の
ひ
ど
・
い
所
や
土

が
軽
す
ぎ
て
風
が
強
く
土
が

飛
ば
さ
れ
る
よ
う
な
所
で
は

本
葉
四
枚
に
な
る
前
で
も
麦

踏
や
土
寄
の
必
要
が
あ
り
ま

す
。
要
す
る
に
麦
の
身
に
な

一
つ
で
ど
う
ず
れ
ば
麦
が
楽
に

冬
を
越
し
株
張
り
が
よ
く
な

る
か
と
云
ふ
こ
と
を
考
え
て

手
入
の
仕
方
を
誤
ら
な
い
よ

う
に
し
て
麦
の
増
産
に
努
め

ま
せ
う
。

の
歌

は
つ
と
し
て
わ
れ
に
返
れ
ば
満
月
の
冬
草
山
を
わ
が
歩
み
居
り
．

冬
枯
の
黄
な
る
草
山
ひ
と
り
ゆ
く
う
し
ろ
姿
を
済
む
ひ
と
も
な
し
．

冬
草
山
鳥
の
立
つ
に
も
あ
め
つ
ち
の
く
つ
れ
し
ご
と
き
驚
き
を
す
る

枯
草
に
わ
が
寝
て
居
れ
ば
そ
ば
ち
か
く
過
ぎ
る
子
供
の
な
つ
か
し
き
か
な

か
れ
草
の
な
か
に
散
た
る
檎
の
葉
を
ひ
ろ
は
む
と
し
て
手
の
さ
び
し
け
れ

が
懐
え
頭
が
わ
れ
る
よ
う
に
い

た
く
、
ふ
し
ぶ
し
が
い
た
く
な

る
、
こ
ん
な
病
状
が
現
れ
る
と

間
も
な
く
、
目
や
鼻
咽
喉
の
カ

タ
ル
が
始
っ
て
涙
が
流
れ
、
鼻

が
つ
ま
り
、
水
ば
な
が
流
れ
、

の
ど
が
か
わ
い
て
痛
み
を
感
じ

る
。
こ
の
様
な
症
状
は
一
週
間

位
で
平
熱
に
な
り
次
第
に
よ
く

な
る
の
が
普
通
で
あ
，
る
が
、
こ

・
の
病
気
の
流
行
時
に
は
、
気
管

支
炎
、
老
衰
、
腎
臓
炎
、
妊
産

婦
の
合
併
症
、
戚
出
血
な
ど
の

死
者
が
ふ
え
る
こ
と
が
明
か
に

さ
れ
て
い
る
。
予
防
に
は
一
般

的
な
注
意
と
し
て
、
睡
眠
を
よ

く
と
り
、
栄
養
が
か
た
よ
ら
ぬ

よ
ヶ
に
気
を
つ
け
、
常
に
体
の

抵
抗
力
を
養
っ
て
お
く
、
汗
の

つ
い
㌍
ま
～
の
シ
ャ
ツ
を
着
て

．
い
た
り
、
う
た
～
寝
を
す
る
こ

と
は
カ
ゼ
を
引
き
易
い
か
ら
最

も
注
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
流
行
時
に
は
ウ
ガ
イ
を
よ

く
す
る
こ
と
、
人
ご
み
に
出
る

時
は
必
ず
マ
ス
ク
を
づ
け
る
こ

と
、
特
に
カ
ゼ
を
引
い
た
人
は

人
に
う
つ
さ
ぬ
心
が
け
が
大
切

で
あ
る
。

　
．
（
厚
生
省
編
輯
防
疫

　
　
　
　
　
　
情
報
よ
り
）

い
ピ
諦
紅
臆
鬼
銅
ダ
ゼ
爵
恥
，

農
業
共
済
制
度
に
つ
い
て

象
的
関
係
か
ら
諸
外
国
に
み
ら

れ
な
い
災
害
頻
発
国
で
あ
り
そ

遂
年
強
化
さ
れ
罹
災
者
に
対
す

る
損
失
補
償
農
家
金
融
の
逼
迫

に
対
処
し
て
乳
業
手
形
の
裏
付

と
し
て
或
は
病
害
虫
共
同
防
除
は
共
済
組
合
の
必
要
性
に
つ
い

並
に
家
畜
診
療
事
業
に
依
る
覧
て
記
し
ま
し
た
が
、
今
後
は
も

畜
の
事
故
防
止
等
農
家
経
済
に
　
つ
と
詳
し
く
農
業
共
済
制
度
に

寄
与
し
た
所
は
多
大
な
も
の
が
　
つ
い
て
記
し
て
行
き
た
い
と
思

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
い
ま
す
。

半
面
こ
の
制
度
に
対
す
る
国
庫
．

支
出
の
増
大
制
度
四
体
に
内
在
　
文
化
施
設
肩
線
放
送

す
る
各
種
の
矛
盾
最
近
の
農
家
　
に
、
つ
い
て
御
知
ら
せ

経
済
に
反
比
例
す
る
共
済
掛
金
最
近
文
化
の
寵
児
と
し
て
各
地

の
上
昇
並
に
こ
の
制
度
に
対
す
に
有
線
放
送
が
実
施
さ
れ
大
変

る
農
民
の
理
解
禾
充
分
な
ど
か
な
便
益
を
受
け
て
お
り
ま
す
の

睡
踏
襲
棚
瀟
欝
綴
糊
簾
競
闘
肋

に
対
す
る
批
判
検
討
が
な
さ
れ
が
・
一
応
の
成
案
を
得
ま
し
た

て
き
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
の
で
、
近
く
実
施
に
移
す
こ
と

共
済
金
支
払
匿
つ
い
て
、
本
年
に
な
り
ま
し
よ
う
か
ら
そ
の
際

用
水
陸
稲
に
あ
っ
て
は
四
次
に
　
は
皆
さ
ん
の
絶
大
な
御
協
力
を

亘
る
台
風
の
被
害
は
本
村
初
つ
御
願
し
ま
す
。

て
以
来
の
一
大
惨
事
で
あ
り
こ
　
　
有
線
放
送
の
良
い
点

れ
に
よ
っ
て
受
け
た
る
損
害
は
ω
施
設
が
豆
幹
で
設
置
費
用
の

精
神
的
或
は
物
質
的
に
非
常
な
　
　
安
価
な
こ
と
。
・

痛
手
で
あ
っ
た
事
は
御
同
情
に
働
電
灯
の
な
い
家
で
も
聴
く
こ

堪
え
ま
せ
ん
。
さ
て
こ
れ
等
被
　
　
と
が
出
来
る
こ
と
。

災
農
家
に
対
す
る
共
済
金
も
近
㈲
連
絡
事
項
や
示
達
事
項
が
一

く
交
付
さ
れ
る
事
に
な
り
ま
す
　
時
に
全
聴
取
者
に
行
き
わ
た

が
、
共
済
金
を
一
月
で
も
早
く
　
　
る
ζ
と
。

錬
醜
魏
難
篇
鎖
鎌
㈲
郵
猷
縮
舗
独
沖
誘

り
ま
す
の
で
、
在
す
ぐ
組
合
宛
，
「
聴
け
る
こ
と
。

納
入
下
さ
る
よ
う
御
願
致
し
ま
・
樹
聴
取
料
金
が
安
価
い
こ
と

す
。
爾
共
済
金
と
共
済
掛
金
と
以
上
の
よ
う
な
優
れ
た
点
を
た

の
相
殺
は
法
的
に
断
然
出
来
ま
く
さ
ん
も
っ
て
お
る
上
に
聴
取

せ
ん
の
で
泌
ず
追
金
は
納
入
レ
当
住
が
蓬
け
れ
ば
多
い
程
設
置

な
け
れ
ぼ
な
り
ま
せ
ん
。
・
今
凋
費
や
謄
販
料
が
声
価
に
な
り
ま

　
　
　
」
・
　
，
」
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黙
鑑
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東郷村文化祭・手藝晶展
、

す
の
で
、
一
戸
で
も
多
く
聴
取

し
て
一
日
も
早
く
実
施
の
出
来

る
よ
う
御
協
力
を
御
願
し
ま

す
。

本
鑓
文
化
祭
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各
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携
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催
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短
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援
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郷
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教
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短
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東
郷
の
名

に
ふ
さ
わ
し
い
新
年
祝
賀
短
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に
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。
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