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昭和31年12月10日発行二村（第60号）（1）

　
　
　
　
、

漸

摺
蓮

村
文
化
祭
を
顧
み
て

＝
号
千
丁
郡
受

面
倒
耗
村

＝
第
｝
和
発
重
工

　
　
　
　
　
　
　
　
東

十
二
月
八
日
、
九
日
の
両
日
東
「
分
館
が
主
催
す
る
文
化
祭
は
福
村
民
の
品
位
を
傷
つ
け
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瀬
公
民
館
が
昭
和
二
十
五
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
恥
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

郷
小
学
校
で
第
九
回
東
郷
村
文

化
祭
を
開
催
し
ま
し
た
。
本
年
皿
開
催
し
た
の
が
始
で
そ
の
成
績
来
年
か
ら
は
か
、
る
不
心
得
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
天
候
に
恵
ま
れ
、
咋
年
に
十
一
が
見
事
で
あ
っ
た
の
で
翌
二
十
…
の
な
い
よ
う
に
日
頃
か
ら
道
義

す
る
盛
会
裡
に
終
る
こ
と
の
で
一
六
年
か
ら
村
内
全
公
民
館
て
開
…

き
ま
し
た
こ
と
は
同
慶
に
堪
え
一
催
す
る
事
と
し
て
今
日
に
及
ん
一

ま
せ
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
．
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
六
力
年
一

文
化
祭
を
毎
年
開
催
す
る
所
以
　
を
経
た
今
日
で
は
寺
迫
や
迫
野
一

は
、
わ
れ
等
の
郷
土
を
し
て
二
一
内
の
よ
う
に
年
中
行
事
の
内
最

麟安藤印刷所
　電話64番

「
心
の
高
揚
に
つ
と
め
る
必
要
を

痛
感
い
た
し
て
い
ま
す
。

一
こ
、
に
文
化
祭
を
終
了
す
る
に

当
り
村
内
外
各
位
の
御
支
援
を

深
く
感
謝
し
益
々
文
化
の
向
上

に
産
業
の
進
展
に
尽
さ
れ
ま
す
一
と
で
す
。
そ
し
て
今
年
最
後
の
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

成
績
は
従
来
に
比
し
一
段
と
色

彩
を
放
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
は
次
表
に
示
す

と
お
り
特
定
の
部
落
を
除
い
て

は
今
後
尚
一
層
の
奮
起
を
要
す

る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

尚
現
年
度
の
成
績
向
上
は
自
然

過
年
度
分
に
し
わ
よ
せ
を
来
し

遺
憾
乍
ら
過
年
度
納
税
の
不
調

を
生
じ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

年
末
と
も
な
れ
ば
種
々
と
片
づ

け
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
数
多
く
あ
り
ま
す
が
何
は
と

も
あ
れ
税
金
を
完
納
す
る
こ
と

を
第
一
に
と
り
あ
げ
て
頂
く
こ
一

締
め
く
、
り
に
村
で
は
例
年
ど
｝

一
お
り
全
職
員
を
配
置
し
て
下
話

の
通
り
年
末
一
齎
徴
収
を
実
施
一

「い
た
し
ま
す
の
で
皆
さ
ん
の
御
㎜

協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
　
一
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一 　
　
　
　
の

　
　
一
L

産
業
の
振
興
と
国
民
生
活
の
向

上
に
伴
っ
て
「
門
松
」
や
「
ク

リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
」
は
年
々
派

手
に
な
っ
て
行
く
傾
向
に
あ
る

と
云
わ
れ
て
居
り
ま
す
が
山
林

荒
廃
の
現
状
を
思
い
森
林
資
源

の
将
来
を
考
え
ま
す
と
き
寒
心

に
堪
え
な
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。
一
昨
年
来
国
土
緑
化
准
進

委
員
会
全
国
知
事
紫
外
七
団
体

に
依
り
「
門
松
」
と
「
ク
リ
ス

マ
ス
ツ
リ
ー
」
の
自
粛
運
動
を

提
唱
さ
れ
、
こ
れ
を
全
国
民
に

訴
え
て
自
粛
を
要
望
さ
れ
て
来

ま
し
た
が
、
各
方
面
の
御
協
力

に
依
っ
て
好
成
績
を
収
め
て
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
税
の
徴
牧
に
つ
い
て

化
の
香
り
高
い
、
経
済
力
豊
か
大
最
高
の
行
事
と
し
て
、
部
落

な
明
る
い
村
を
建
設
し
て
児
孫
民
総
出
の
賑
い
を
呈
す
る
だ
け
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≡
一
＝
菱
＝
≡
一
一
【
≡
≡
≡
≡
一
≡
一
一
一
「
≡
＝
…
三

に
偉
大
な
る
交
会
遺
産
を
残
し
に
充
実
し
た
部
落
文
化
祭
の
開
「

た
い
が
た
め
で
あ
り
ま
す
。
　
　
か
れ
る
部
落
が
あ
り
又
一
方
に

昭
和
二
十
三
年
の
秋
、
第
一
回
は
文
化
祭
も
開
き
得
な
い
分
館
年
の
瀬
を
迎
え
て
誰
も
か
れ
も
ゆ
る
機
会
を
通
し
て
村
税
の
完

の
文
化
祭
を
開
催
し
た
こ
ろ
の
も
あ
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
こ
の
一
年
間
の
生
活
の
締
め
く
納
を
呼
び
か
け
て
お
り
ま
す
の
　

事
を
思
い
か
え
し
て
み
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部
落
文
化
祭
は
部
落
公
民
館
の
く
り
、
さ
て
は
金
の
や
り
く
り

と
、
村
民
の
文
化
祭
に
対
す
る
役
職
員
の
熱
意
と
部
落
民
の
協
な
ど
に
種
々
と
気
を
配
っ
て
居

認
識
も
う
す
く
、
主
催
者
の
計
力
が
あ
れ
ば
開
催
さ
れ
る
の
で
ら
れ
る
事
と
思
い
ま
す
。
役
場

画
も
ま
つ
く
て
、
出
品
物
も
少
あ
る
か
ら
本
年
開
催
し
得
な
か
　
に
お
い
て
も
皆
さ
ん
の
家
庭
の
　
は
す
べ
て
納
期
限
内
に
納
め
て

く
、
見
に
来
る
者
も
ま
れ
な
上
　
つ
た
分
館
は
今
か
ら
来
年
に
備
場
合
と
同
じ
よ
う
に
一
応
年
内
税
金
の
こ
と
を
載
せ
な
く
て
済

に
色
々
と
小
言
も
い
わ
れ
て
繕
え
て
、
来
年
は
村
内
十
一
の
分
に
終
ら
ね
ば
な
ら
な
い
仕
事
の

き
た
い
よ
う
な
思
い
に
沈
む
事
館
が
全
館
文
化
祭
が
開
か
れ
る
締
め
く
～
り
に
大
童
で
あ
る
こ

も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
の
　
よ
う
念
願
し
て
や
み
ま
せ
ん
。
　
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ

文
化
祭
と
今
日
の
文
化
祭
を
比
本
館
文
化
祭
に
於
て
毎
年
遣
手
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
種
々
雑
多
な
仕
あ
り
ま
す
。

べ
る
と
ま
こ
と
に
隔
世
の
感
が
に
思
う
一
事
は
一
、
二
の
不
心
事
の
あ
る
中
で
最
も
大
き
な
問
さ
て
本
年
は
年
度
始
め
に
納
税

す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
得
者
の
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
題
は
や
は
り
お
互
個
人
生
活
の
機
構
を
改
め
区
長
納
税
組
合
長

全
く
指
導
者
の
絶
え
ざ
る
努
力
す
。
本
年
も
密
柑
や
柿
な
ど
の
場
合
と
同
じ
く
経
済
的
な
面
で
　
を
中
心
と
し
た
画
朗
的
な
盾
動

と
村
民
各
位
の
協
力
の
賜
で
感
「
出
品
物
が
荒
さ
れ
ま
し
た
。
こ
あ
り
ま
す
。
毎
年
こ
の
頃
に
な
を
お
願
い
し
た
結
果
皆
さ
ん
の

謝
に
堪
え
ま
せ
ん
。
　
　
　
　
一
の
事
は
誠
に
残
念
な
事
で
あ
り
り
ま
す
と
村
報
や
そ
の
他
あ
ら

’

農
業
委
員
会
便
り

県
よ
り
其
後
更
ら
に
割
当
額
を

多
分
に
上
廻
っ
て
申
込
み
し
て

も
差
支
え
な
い
冒
の
連
絡
が
あ

っ
た
の
で
取
敢
ず
全
員
申
込
分

を
受
理
す
る
事
に
し
た
次
第
で

あ
る
。

元
々
此
の
資
金
は
国
が
呼
び
か

け
て
い
る
如
く
農
業
経
営
の
安

定
を
計
る
為
の
資
金
で
あ
る
か

ら
本
村
の
農
業
者
の
大
半
以
上

が
必
要
と
し
て
い
る
と
み
て
よ

い
金
で
あ
る
が
、
掬
借
入
れ
の

段
に
な
る
と
決
し
て
新
聞
な
ぞ

で
呼
び
か
け
て
い
る
様
に
容
易

な
借
入
れ
で
は
な
い
事
が
解
る

第
一
資
金
の
「
わ
く
」
が
少

い
。
第
二
に
借
入
れ
の
条
件
が

む
つ
か
し
い
。
第
三
に
書
類
が

枯

圏
、
自
作
農
維
持
資
金
の

貸
出
し
は
ど
う
な
っ
て

い
る
か
ー
ー

で
こ
の
記
事
を
見
て
「
又
税
金
皿
昭
和
三
十
一
年
度
の
本
資
金
借

の
こ
と
か
」
と
思
わ
れ
る
人
が
…
入
れ
に
つ
い
て
は
当
初
五
十
名

多
い
こ
と
～
思
い
ま
す
が
税
金
一
の
希
望
が
あ
り
役
場
に
於
て
二

野
．

牧

「
門
松
」
と
一
，
ク
リ
ス
マ
ス
ッ
リ

　
　
　
の
自
粛
運
動
に
つ

明
会
開
催
の
時
出
席
し
て
頂
い

た
が
其
後
「
自
分
は
該
当
し
な

励
讃
馨
漿
羅
一
羅
薄
遇
紳
漏
藷

や
か
ら
ん
こ
と
を
希
う
も
の
で
一
う
理
由
で
第
一
回
割
当
が
決
定

一
し
た
時
は
期
日
迄
に
申
請
書
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
提
出
し
た
者
は
俺
か
に
十
一
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
な
っ
た
こ
れ
に
対
し
県
が
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
て
た
資
金
は
五
拾
万
円
で
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
当
り
巨
万
と
み
て
も
五
人
分

量
協
力
に
よ
り
今
年
度
の
納
税
…
に
過
ぎ
な
い
小
額
で
あ
っ
た
が

、

”
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東
郷
村
議
会
臨
時
議
会
は
十
一

月
二
十
日
午
前
十
時
東
郷
村
議

会
議
事
堂
に
招
集
さ
れ
会
期
二

日
間
で
左
の
議
案
を
審
議
原
案

ど
お
り
可
決
確
定
し
た
。

尚
議
決
さ
れ
た
予
算
決
算
に
つ

い
て
は
後
日
村
財
政
白
書
を
も

つ
て
詳
細
に
公
表
す
る
こ
と
と

し
本
紙
に
は
そ
の
総
額
の
み
を

報
告
す
る
こ
と
と
す
る
。

○
認
第
一
号
昭
和
三
十
年
度

　
東
郷
村
歳
入
歳
出
決
算
認
定

　
に
つ
い
て

　
本
件
昭
和
三
十
年
度
村
の
一

　
般
会
計
歳
入
刷
出
の
決
算

　
て
あ
っ
て
歳
入
六
五
、
＝
二

　
一
、
〇
九
四
円
に
対
し
歳
出

　
六
二
、
一
二
〇
、
三
九
九
円

　
で
原
案
ど
お
り
認
定
し
た
。

○
認
第
二
号
昭
和
三
十
年
度

　
東
郷
村
国
民
健
康
保
険
事
業

　
勘
定
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

　
算
認
定
に
つ
い
て

　
本
件
昭
和
三
十
年
度
本
村
国

　
民
健
康
保
険
事
業
勘
定
特
別

　
会
計
歳
入
歳
出
決
算
で
あ
っ

　
て
歳
入
五
、
五
七
五
、
五
四

　
二
円
に
対
し
歳
出
五
、
＝
＝

　
三
、
四
五
三
円
で
原
案
ど
お

　
り
認
定
し
た
。

○
認
第
三
号
　
昭
和
三
十
年
度

　
東
郷
村
国
民
健
康
保
険
直
営

診
療
所
施
設
勘
定
特
別
会
計

　
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い

　
て

　
本
桝
国
民
健
康
保
険
直
営
診

療
所
施
設
勘
定
特
別
会
計
歳

入
歳
出
決
算
の
認
定
で
あ
っ

　
て
歳
入
七
、
七
七
八
、
二
五

　
九
円
、
歳
出
七
、
七
四
二
、

　
四
六
二
円
で
原
案
ど
お
り
認

　
丸
し
た
。

O
議
案
第
三
十
七
号
東
郷
村

　
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部

　
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

　
つ
い
て

　
本
件
日
雇
労
働
者
に
関
す
る

　
規
定
の
制
定
で
あ
っ
て
原
案

　
ど
お
り
可
決
確
定
し
た
。

○
議
案
第
三
十
八
号
　
固
定
資

　
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の

　
選
任
に
つ
い
て

　
本
件
委
員
田
原
秋
義
氏
の
任

　
期
満
了
に
伴
う
補
欠
委
員
の

　
選
任
の
議
案
で
あ
っ
て
前
任

　
者
田
原
秋
義
氏
を
再
選
任
す

　
る
こ
と
に
可
決
確
定
し
た
。

O
議
案
第
三
十
九
号
　
昭
和
三

　
十
一
年
度
東
郷
村
歳
入
歳
出

　
予
算
の
追
加
更
正
に
つ
い
て

　
本
件
本
村
が
新
農
村
建
設
町

　
村
と
し
て
農
林
省
か
ら
指
定

　
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
産
業
経

　
済
費
中
新
農
村
建
設
費
二
、

　
九
八
四
、
○
○
○
円
の
追
加

　
が
主
で
そ
の
他
各
科
目
毎
に

　
若
工
－
の
追
加
更
正
を
な
し

　
歳
入
歳
出
共
に
予
算
現
計
五

　
二
、
四
六
三
、
四
二
六
円
で

　
原
案
ど
お
り
可
決
確
定
し

　
た
。

○
議
案
第
四
十
号
　
昭
和
三
十

　
一
年
度
東
郷
村
国
民
健
康
保

　
険
事
業
勘
定
特
別
会
計
歳
入

　
歳
出
ア
算
の
追
加
更
正
に
つ

　
い
て

　
本
件
予
算
中
の
僅
か
な
追
加

　
更
正
で
実
質
追
加
＝
一
、
O

　
八
九
円
で
歳
入
歳
出
共
予
算

　
現
計
六
、
一
＝
九
、
〇
九
五

　
円
で
原
案
ど
お
り
可
決
確
定

　
し
た
。

○
議
案
第
四
十
一
号
昭
和
三

　
十
一
年
度
東
郷
村
国
民
健
康

　
保
険
直
営
診
療
所
施
設
勘
定

　
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
の

　
追
加
更
正
に
つ
い
て

　
本
件
も
予
算
科
目
中
の
僅
か

　
な
追
加
更
正
で
実
質
追
加
八

　
五
、
七
九
七
円
歳
入
歳
出
費

　
予
算
現
計
六
、
一
一
七
、
一

　
三
三
学
部
原
案
ど
お
り
可
決

　
確
定
し
た
。

○
議
案
第
四
十
二
号
　
村
内
公

　
共
施
設
に
対
す
る
補
助
条
例

　
の
制
定
に
つ
い
て

　
本
件
村
内
に
施
設
さ
る
る
公

　
共
施
設
の
整
備
を
促
進
し
産

　
業
文
化
の
向
上
を
図
り
村

　
勢
の
進
展
を
期
す
る
こ
と
を

　
目
的
と
し
各
種
事
業
に
対
す

　
る
補
助
率
と
か
補
助
申
請
の

　
方
法
等
を
規
足
し
た
も
の
で

原
案
ど
お
り
可
決
確
定
し

　
た
。

あ
る
。
も
う
少
し
簡
単
に
な
ら

な
い
と
第
二
役
場
や
農
協
が
困

惑
す
る
。

職
員
の
旅
費
や
事
務
の
じ
ゅ
う

た
い
が
こ
れ
で
あ
る
。
併
し
隣

村
が
不
平
を
い
、
乍
ら
や
つ
気

に
な
っ
て
借
入
れ
に
夢
中
で
あ

る
か
ら
い
つ
迄
も
文
句
な
ぞ
云

っ
て
い
ら
れ
ぬ
訳
で
実
に
忙
し

い
金
借
り
で
は
あ
る
訳
で
す
。

水

枯
葉
い
ま
落
つ
る
さ
か
り
の
桑
畑
の
広
き
に
居
り
て
人
の
耕
す

畦
草
や
冬
田
の
な
か
の
路
一
里
来
て
い
こ
う
な
り
こ
の
畦
草
に

枯
草
の
伏
し
み
だ
れ
た
る
野
の
此
処
に
野
路
は
か
す
か
に
分
れ

た
る
か
も

路
ば
た
に
な
が
る
、
井
手
の
水
澄
み
て
枯
草
の
蔭
を
流
れ
た
る

か
も

処
で
こ
の
次
の
貸
出
し
は
い
つ

か
と
云
う
事
で
あ
る
が
今
の
所

確
り
見
通
し
は
な
い
が
何
時
も

あ
わ
た
だ
し
い
金
て
あ
る
か
ら

近
く
借
入
れ
希
望
を
ま
と
め
る

恐
ろ
し
く
や
～
こ
し
い
か
ら
で
一
予
定
で
あ
り
ま
す
。
用
紙
は
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
合
長
を
通
じ
て
送
付
致
し
ま
す

　

　
か
ら
希
望
の
方
は
定
め
ら
れ
た

期
日
迄
に
真
違
な
く
申
込
み
下

一さ

髢
ﾒ
願
致
し
ま
す
。

「二
、
熱
地
を
他
の
目
的
に

　
利
用
す
る
場
合
は
県
知

　
事
の
許
可
が
必
要
で

　
す
一
－
．

最
近
田
畑
を
原
野
や
山
林
に
使

用
し
た
り
又
は
宅
地
に
し
た
り

自
由
に
使
用
し
て
い
る
向
が
見

待望の鶴野内保育園が落成

しました。この保育園の収

容園児は渦三才から満五才

までの幼児六十名てす。

近く開設する予定です。

受
け
ら
れ
る
が
農
地
を
他
の
目

的
に
利
用
す
る
場
合
は
県
知
事

の
許
可
が
必
要
で
あ
り
こ
れ
に

反
す
る
と
拾
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
せ
ら
れ
る
の
で
該
当
者
は

早
急
に
手
続
き
を
と
っ
て
下
さ

い
。
用
紙
は
農
業
委
員
会
に
備

付
け
て
あ
り
ま
す
特
に
最
近
県

が
重
点
的
に
違
法
者
を
調
査
し

て
お
り
ま
す
の
で
間
違
い
を
起

さ
な
い
直
覧
注
意
申
上
げ
ま
す

三
、
開
墾
地
の
成
功
検
査

　
準
備
は
い
か
が
で
す

　
か
？

昭
和
二
五
、
六
年
度
に
政
府
か

ら
売
渡
さ
れ
た
開
墾
地
の
成
功

検
査
が
近
く
実
施
さ
れ
ま
す
。

一
回
開
墾
し
た
ま
、
荒
し
て
い

る
者
や
一
部
に
未
完
了
の
方
は

早
急
に
手
入
れ
し
て
再
び
国
か

ら
買
戻
し
に
な
ら
な
い
様
真
剣

に
検
査
準
備
に
取
か
、
つ
て
下

さ
い
。

四
、
農
民
会
館
を
利
用
し

　
ま
し
よ
う
1
1

宮
崎
市
へ
用
事
で
出
か
け
て
と

ま
り
に
な
る
時
皆
さ
ん
は
一
般

旅
館
へ
宿
っ
て
高
い
料
金
を
支

払
っ
て
お
い
で
に
な
り
ま
せ
ん

か
？

農
民
会
館
は
私
達
の
出
資
に
よ

っ
て
出
来
て
い
る
会
館
で
す
か

ら
自
由
に
宿
屋
と
な
っ
た
り
集

会
所
に
利
用
が
出
来
ま
す
。
宿

泊
料
も
一
般
の
旅
館
が
七
、
八

百
円
の
所
を
四
〇
〇
円
で
と
め

て
呉
れ
ま
す
寝
る
だ
け
で
食
事

を
除
け
ば
二
五
〇
円
で
す
。

寝
具
も
風
呂
の
設
備
も
又
女
中

の
サ
ー
ビ
ス
も
良
く
第
一
遠
慮

の
な
い
の
が
利
用
に
便
で
す
か

ら
今
後
戸
々
御
利
用
下
さ
る
様

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

場
所
は
宮
崎
駅
か
ら
橘
通
り
へ

出
て
南
（
向
っ
て
左
）
に
折
れ

て
進
む
と
詳
解
へ
達
し
ま
す
が

橋
の
手
前
の
左
通
り
に
元
「
山

形
屋
デ
パ
ー
ト
」
の
建
物
が
あ

る
所
（
旭
通
り
）
を
約
三
〇
〇

米
進
む
と
農
民
会
館
で
す
。

尚
不
明
の
時
は
旭
通
り
の
入
口

に
巡
査
派
出
所
が
あ
り
ま
す
か

ら
其
所
で
尋
ね
る
事
が
一
番
早

分
り
の
方
法
で
せ
う
。
団
尚
体

で
利
用
の
場
合
は
前
日
迄
に
農

業
委
員
会
迄
連
絡
頂
く
と
御
世

話
申
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
い
て

り
ま
す
こ
と
は
慶
ば
し
い
限
り

で
あ
り
ま
す
。

日
本
の
森
林
資
源
が
戦
後
重
要

な
資
源
と
し
て
重
視
国
土
が
連

年
災
禍
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
に

も
不
拘
ず
他
方
風
習
の
故
を
以

て
森
林
荒
擁
に
拍
車
を
か
け
る

行
為
が
派
手
に
行
わ
れ
る
こ
と

は
残
念
な
事
で
あ
り
殊
に
都
会

の
消
費
地
に
送
る
た
め
松
造
林

木
が
盗
伐
さ
れ
た
事
実
も
報
告

さ
れ
て
居
る
こ
と
を
聞
き
及
ぶ

に
至
っ
て
は
唯
驚
く
の
外
な

く
、
文
明
国
と
し
て
誠
に
恥
づ

細
き
行
為
で
あ
り
ま
す
。
御
互

に
森
林
の
実
情
を
認
識
し
て
其

の
使
用
を
自
粛
し
、
門
松
等
に

代
る
新
し
い
風
習
を
身
に
つ
け

る
こ
と
が
、
新
生
活
運
動
実
践

の
た
め
に
も
望
ま
し
い
こ
と
、

思
わ
れ
ま
す
。

ど
う
か
皆
様
の
御
理
解
と
御
協

力
に
依
っ
て
本
運
動
の
成
果
が

挙
る
様
期
待
し
て
止
み
ま
せ
ん

一
箸
の
土
1

◇
近
頃
農
家
が
自
家
で
醤
油
を

　
造
ら
な
い
で
店
か
ら
買
う
傾

　
向
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

　
聞
う
人
が
あ
る
。
若
し
こ
う

　
し
た
傾
向
に
あ
り
と
す
れ

　
ば
、
こ
れ
は
農
村
に
と
っ
て

　
は
重
大
な
こ
と
で
あ
る
。

　
農
村
民
の
保
健
上
に
大
事
な

　
蛋
白
源
は
味
噌
や
醤
油
に
求

　
め
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
店
で

　
売
っ
て
い
る
醤
油
と
自
家
製

　
の
弼
油
と
そ
の
栄
養
価
を
比

　
ぶ
れ
ば
そ
れ
は
比
較
に
な
ら

　
ぬ
程
に
自
家
製
が
優
位
で
あ

　
る
。
そ
の
栄
養
価
の
高
い
自

　
家
醤
油
を
造
ら
な
い
で
、
栄

　
養
価
の
低
い
醤
油
を
買
う
こ

　
と
は
保
健
上
か
ら
み
て
も
ま

　
た
家
庭
経
済
か
ら
み
て
も
再

　
遷
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

　
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
・

◇
醤
油
の
原
料
で
あ
る
麦
も
大

　
豆
も
農
家
は
自
作
の
も
の
で

　
あ
っ
て
、
塩
だ
け
買
え
ば
よ

　
い
の
で
あ
る
。
仮
り
に
す
べ

　
て
の
材
料
を
買
っ
て
酋
油
を

　
造
っ
て
も
一
升
四
十
円
位
で

　
上
等
な
醤
油
が
出
来
る
。
現

　
在
の
農
家
は
現
金
の
収
入
が

　
少
い
か
ら
出
来
る
だ
け
現
金

　
支
出
を
ひ
か
え
ね
ば
な
ら
な

　
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

　
こ
と
で
あ
る
。

◇
自
家
製
醤
油
は
何
と
い
っ
て

　
も
、
そ
の
家
の
主
婦
が
担
当

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
仕
事

　
で
あ
る
。
若
し
「
厄
介
だ
か

　
ら
」
と
い
う
理
由
で
造
ら
な

　
い
と
す
れ
ば
こ
～
に
も
大
い

　
に
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

　
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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派
出
所
便
り

◇
◇
　
　
◇
◇

歳
末
、
防
犯
、

0
戸
締
1
戸
締
日
戸
締
川
…

昨
年
十
月
十
一
月
十
二
丹
に
お

け
る
、
盗
犯
の
侵
入
方
法
別
統

計
で
は
、
総
山
数
一
、
三
〇
一

件
の
う
ち
戸
締
な
し
〃
が
な
ん

と
八
七
四
件
、
約
六
十
四
％

強
、
と
な
っ
て
お
り
、
如
何
に

私
達
が
日
頃
戸
締
と
い
う
ご
と

に
、
無
と
ん
着
で
あ
る
か
を
物

語
っ
て
お
り
、
一
に
も
戸
締
り
．

二
に
も
戸
締
り
と
家
族
全
部
で
．

心
が
け
た
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け

で
犯
罪
は
半
減
す
る
で
し
ょ

う
。0

空
巣
に
は

ち
よ
つ
と
そ
こ
ま
で
だ
か
ら
…

…
…
…
の
油
断
が
空
巣
に
し
て

や
ら
れ
ま
す
。
わ
ず
か
の
外
出

で
も
、
ま
ず
戸
締
し
、
隣
近
所

に
よ
く
頼
ん
で
出
か
け
ま
し
よ

．
つ
o

O
押
売
に
は

相
手
に
な
ら
な
い
、
見
な
い
、

買
わ
な
い
、
こ
の
三
つ
の
こ
と

が
ら
を
必
ず
守
り
ま
し
よ
う
。

そ
れ
で
も
、
う
る
さ
く
ね
ば
っ

た
り
、
脅
し
た
り
す
る
と
き
は
」

す
ぐ
に
警
察
へ
知
ら
せ
ま
し
よ

．
つ
。

0
衣
類
な
ど
の
詐
欺
売
リ

　
に
騙
さ
れ
な
い
こ
と

千
円
受
取
っ
て
九
百
円
の
割
戻
・

し
（
い
よ
い
よ
の
と
き
は
割
戻
．

し
を
し
な
い
）
と
か
二
尺
も
三

尺
も
よ
ぶ
ん
に
ま
け
る
よ
う
に

見
せ
て
買
気
を
あ
お
る
、
白
布
．

売
り
な
ど
、
歳
末
の
町
に
は
又

た
ち
の
悪
い
街
頭
商
人
が
ふ
え

ま
す
。
う
っ
か
り
騙
さ
れ
ぬ
よ

う
御
注
意
下
さ
い
。

　
　
◇
◇

　　

S
得

0
ス
リ
は
何
処
に
も
い
る

人
出
で
混
み
合
う
、
歳
末
の
デ
．

パ
ー
ト
や
市
場
な
ど
に
は
た
い

．
て
い
ス
リ
が
入
り
こ
ん
で
い
ま
一

す
。
エ
プ
ロ
ン
の
前
ボ
ケ
ツ
ト
．

や
買
物
か
ご
に
無
雑
作
に
つ
～
…

こ
ん
だ
財
布
は
簡
単
に
す
ら
れ

ま
す
。
財
布
は
上
衣
の
内
ポ
ケ

ッ
ト
に
し
っ
か
り
し
ま
い
こ
　
「
あ
れ
、
買
い
亡
い
け
ど
高
く

み
、
大
金
は
分
散
し
て
持
ち
ま
て
手
が
出
ま
せ
ん
よ
、
あ
ん
な

し
よ
う
。
人
前
で
金
の
か
ん
足
．
の
自
由
に
食
べ
ら
れ
る
人
う
ら

す
る
の
は
、
持
っ
て
い
る
こ
と
や
ま
し
い
ネ
」

を
ス
リ
に
知
ら
せ
る
よ
う
な
も
　
　
所
が
、
そ
の
品
物
が
自
分
の

の
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
手
で
出
来
る
と
し
た
ら
ど
う
で

O
自
転
車
に
は
必
ず
カ
ギ
　
し
ょ
う
。

　
を
”
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
切
角
の
サ
シ
ミ
だ
か
ら
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
醤
油
よ
り
お
い
し
い
の
を
買
つ

自
転
車
は
自
宅
や
知
人
宅
の
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
望
ま
し
よ
う
か
。
」

で
盗
ま
れ
る
も
の
が
一
番
多
い
　
　
そ
れ
が
・
買
わ
な
い
で
も
家

自
転
車
に
は
必
ず
カ
ギ
を
か
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
立
派
な
醤
油
は
出
来
な
い
も

自
分
か
ら
目
が
届
き
人
目
に
は
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
で
し
ょ
う
か
。
農
産
加
工
の

ふ
れ
に
く
い
場
所
へ
お
く
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方
法
通
り
に
作
っ
て
居
な
く

習
慣
づ
け
ま
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
、
甘
く
無
い
と
言
っ
て
居
る

0
深
夜
の
訪
間
者
は
よ
く
　
の
で
し
た
ら
・
こ
～
で
其
の
方

　
確
め
る
　
　
　
　
　
　
法
を
御
伝
え
し
ま
し
よ
う
。

電
報
、
電
報
な
ど
だ
ま
し
て
戸
　
普
通
行
わ
れ
て
居
る
方
法

．
を
開
け
さ
せ
る
も
の
が
い
ま
は
、
醤
油
一
斗
に
対
し
砂
糖
五

す
。
深
夜
の
電
報
配
達
や
訪
問
○
匁
、
糖
蜜
な
ら
九
〇
匁
、
水

客
は
よ
く
確
め
て
疑
の
な
い
と
飴
な
ら
百
匁
香
味
料
と
し
て
氷

胃
．
，

こ
ろ
で
戸
を
開
け
て
や
る
こ
と

が
大
切
で
あ
る
。

0
金
融
機
関
の
防
犯
措
置

　
は
特
に
厳
重
に

札
束
が
う
な
る
銀
行
農
協
等
の

金
融
機
関
も
ま
た
歳
末
狙
わ
れ

る
も
の
、
ひ
と
つ
で
す
。
完
全

無
欠
の
戸
締
と
夜
間
警
戒
員
の

増
強
な
ど
が
特
に
望
ま
れ
ま

す
。
又
昼
休
み
や
閉
店
直
後
な

ど
は
特
に
狙
わ
れ
ま
す
か
ら
出

入
人
物
に
は
充
分
注
意
し
て
下

…
さ
い
。

O
被
害
現
場
は
そ
の
ま
エ

　
に
し
て
す
ぐ
瞥
察
へ

盗
難
な
ど
の
被
害
現
場
に
は
犯

人
の
足
跡
指
紋
等
捜
査
の
手
が

か
り
と
な
る
貴
重
な
資
料
が
た

く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
ま
す
現
場

に
は
手
を
触
れ
ず
、
そ
の
ま
、

に
し
て
お
い
て
警
察
へ
連
絡
し

て
下
さ
い
。

“
犯
罪
を
な
く
し
て

　
　
　
　
　
明
る
い
村
”

村
民
こ
ぞ
っ
て
歳
末
防
犯
に
つ

と
め
明
る
い
正
月
を
迎
え
ま
し

よ
う
。

食
品
加
工
と
生
活
文
化

雪
暑

の
だ
っ
た
ら
、
　
　
　
　
　
…
　
／
文
化
祭
〃
そ
れ
は
何
も
現

そ
の
お
い
し
い
も
の
を
作
ろ
｝
在
の
生
活
の
中
で
息
抜
き
を
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
↑
る
丈
の
も
の
で
無
い
こ
と
は
言

　
そ
こ
に
工
夫
が
有
り
、
研
究
一

が
有
る
の
だ
と
思
い
ま
す
、
そ

し
て
こ
そ
私
達
は
私
達
の
心
に
．

忠
実
で
有
る
と
言
え
る
で
し
よ

．
つ
。

　
工
夫
す
れ
ば
、
農
村
ら
し
い

合
理
的
な
生
活
は
、
い
く
ら
で

も
有
り
ま
す

　
子
供
に
握
ら
せ
る
パ
ン
に
、

水
飴
や
ジ
ャ
ム
又
は
ク
リ
ー
ム

を
は
さ
ん
で
食
べ
さ
せ
る
事
が
．

出
来
た
ら
子
供
ど
こ
ろ
か
、
親

迄
「
オ
イ
、

や
っ
て
見
よ
」
等
と
、
一
口
食

う
迄
も
有
り
ま
せ
ん
。
将
来
の

一
生
活
へ
の
工
夫
が
生
れ
、
交
化

［
の
向
上
へ
少
し
で
も
努
力
し
よ

一
う
と
す
る
意
欲
が
反
映
し
て
こ

［
そ
文
化
祭
の
意
義
が
有
る
の
で

一
は
無
い
で
し
ょ
う
か
。

　
新
し
く
生
れ
た
も
の
、
生
れ

一
己
蕩
騎
や
難
戦
練

［す。　
文
化
祭
に
出
品
さ
れ
た
物
で

・
も
只
良
い
悪
い
丈
で
な
く
、
新

　
　
　
　
チ
ョ
イ
ト
一
切
れ
一
し
い
香
り
を
発
見
し
そ
れ
を
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ん
な
が
大
切
に
育
て
～
自
分
の
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

べ
て
見
世
く
な
る
の
は
請
合
い
｝
生
活
技
術
の
申
に
取
入
れ
て
こ

酷
酸
五
勺
、
焼
酎
一
勺
、
ア
ル
で
し
よ
う
。

コ
ー
ル
三
管
、
甘
味
料
と
し
て
　
　
そ
れ
が
私
共
の
台
所
で
す
ぐ

ア
ミ
ノ
酸
が
使
わ
れ
て
居
る
。
　
出
来
る
の
で
す
、
何
故
そ
れ
を

　
農
産
加
工
の
本
に
は
、
こ
う
し
な
い
の
で
し
ょ
う
。

書
い
て
有
り
ま
す
、
こ
う
し
て

自
分
で
お
い
し
い
味
を
付
け
た

醤
油
を
、
自
由
に
使
え
る
様
な

生
活
、
誰
で
も
望
む
所
で
し
ょ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
年
度
林
産
物
晶
評
会
に
つ
い

う
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
は
、
生
産
者
各
位
、
並
に
後

「
私
達
で
は
出
来
な
い
ん
だ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
援
各
団
体
の
絶
大
な
る
御
協
力

環
境
か
ら
考
え
て
も
出
来
る
訳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
よ
っ
て
、
木
炭
二
九
七
点
、

　
灘
纏
難

　
お
い
し
い
も
の
が
食
べ
慶
い
・

叩叩叩叩甲卿
叩呵岬

一
一
「

正
月
に
つ
い
て
の
申
し
合
せ

一
、
正
月
は
一
本
化
し
ま
し
よ
う

二
、
年
末
年
始
の
虚
礼
（
贈
答
品
）
は
や
め
ま
し
よ
う

三
、
年
末
年
始
の
宴
会
は
自
粛
し
ま
し
よ
う

四
、
門
松
に
は
枝
松
を
つ
か
い
ま
し
よ
う

一
当
晶蝕山血画幽画一

．
薩
臣
皇
臨蝕

…
そ
私
共
み
ん
な
が
幸
福
な
生
活

へ
一
歩
前
進
す
る
こ
と
に
な
る

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

林
産
物
品
評
会
に
つ
い
て

た
通
り
本
年
度
は
従
来
の
特
製

出
品
と
、
引
抜
出
品
の
二
本
建

と
し
ま
し
た
が
優
秀
な
出
品
が

沢
山
あ
り
ま
し
て
、
審
査
長
よ

り
御
褒
め
の
言
葉
を
戴
き
ま
し

た
。
尚
晴
れ
の
優
勝
旗
は
、
出

品
及
び
入
賞
成
績
優
秀
で
あ
っ

た
仲
深
支
部
が
獲
得
し
ま
し

た
。
個
人
入
賞
者
は
左
記
の
通

り
で
、
鼓
に
村
醸
を
通
じ
て
御

礼
と
御
報
告
申
上
げ
ま
す
。

　
　
　
記

優優
剴

等
級
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【写真説明】上から

　1．生活改善室

　2．農産品室
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　4．青年排球大会
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ｴ春好守

沢
庵
漬
の
つ
け
方

一
、
大
根
は
中
ぐ
ら
い
の
そ
ろ

　
つ
た
も
の
を
選
び
、
あ
ま

り
、
太
い
も
の
と
か
、
少
さ

　
い
も
の
は
わ
る
い
。
大
根
は

水
で
よ
く
洗
っ
て
、
．
西
北
の

　
風
当
り
の
よ
い
と
こ
ろ
に
つ

　
る
し
て
乾
す
。
乾
燥
中
に
霜

　
に
あ
て
な
い
よ
う
に
夜
は
む

　
し
ろ
を
か
け
る
。

二
、
乾
す
程
度
は
食
べ
る
時
期

　
で
ち
が
い
、
二
～
三
月
ご
ろ

　
に
食
べ
る
も
の
は
大
体
一
週

間
日
乾
し
「
へ
」
の
字
に
ま

　
が
る
ぐ
ら
い
が
よ
く
、
四
～

　
五
月
ご
ろ
食
べ
る
も
の
は
二

　
週
間
卜
い
乾
し
「
の
」
の
字

　
ぐ
ら
い
、
六
～
七
月
食
べ
る

　
の
は
三
週
間
ぐ
ら
い
、
し
た

　
が
っ
て
永
く
貯
蔵
す
る
も
の

　
ほ
ど
よ
く
乾
か
す
。

三
、
漬
込
材
料
の
米
ヌ
カ
は
小

米
や
胚
芽
や
ゴ
ミ
な
ど
を
フ

　
ル
イ
で
分
け
て
き
れ
い
な
の

　
を
つ
か
い
。
塩
は
ニ
ガ
リ
の

　
多
い
三
等
。
四
等
品
が
よ
い

　
黄
粉
を
使
え
ば
黄
色
四
号

　
（
タ
！
ト
ラ
ジ
ン
）
を
四
斗

　
樽
に
六
グ
ラ
ム
使
う
。

四
、
漬
込
材
料
の
分
量
は
、
食

　
べ
る
時
期
で
ち
が
う
が
来
春

　
二
月
食
べ
る
も
の
は
塩
二
升

　
と
米
ヌ
カ
八
升
三
月
食
べ
る

　
も
の
は
塩
三
升
と
米
ヌ
カ
七

　
升
。
四
月
食
べ
る
も
の
は
塩

　
四
升
と
米
ヌ
カ
六
升
、
と
い

　
う
よ
う
に
境
の
量
は
月
の
数

　
字
と
同
じ
で
米
ヌ
カ
と
合
せ

　
て
一
斗
に
な
る
よ
う
に
配
合

　
す
る
。
柿
の
皮
の
粉
、
ト
ウ

　
ガ
ラ
シ
、
コ
ン
ブ
な
ど
入
れ

　
る
の
も
よ
い
。

五
、
漬
け
こ
み
桶
は
四
斗
樽
が

　
よ
い
、
四
斗
樽
は
水
で
よ
く

　
洗
い
熱
湯
を
か
け
て
内
側
を

　
よ
く
消
毒
す
る
。
こ
れ
に

　
一
に
ぎ
り
の
塩
を
す
り
つ
け

　
て
、
底
に
も
堀
を
ふ
り
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
け
、
そ
の
・
ム
に
一
升
ぐ
ら
い

　
の
米
ヌ
カ
と
塩
を
混
ぜ
た
材

料
を
ふ
っ
て
、
大
根
を
つ
め

　
て
い
く
。

　
詰
め
方
は
す
き
間
な
く
詰
め

　
る
こ
と
が
大
切
で
、
塩
ヌ
カ

　
を
ふ
り
大
根
を
な
ら
べ
ま
た

　
塩
ヌ
カ
を
ふ
っ
て
よ
く
踏
つ

　
け
る
。
七
～
八
段
つ
け
こ
み

最
後
の
一
段
は
樽
の
上
に
出

　
る
よ
う
に
つ
け
る
。

六
、
重
石
ば
大
体
原
料
と
同
じ

　
重
さ
が
必
要
で
、
四
事
た
る

　
一
本
の
中
に
約
十
八
貫
～
二

　
〇
貫
入
る
の
で
大
体
二
〇
貫

　
位
の
重
石
を
必
要
と
す
る
。

成
人
祭
の
お
知

ら
せ

一
月
十
五
日
は
成
人
の
目
で

す
。
本
村
で
は
新
春
の
十
五
日

こ
の
「
成
人
の
日
」
を
ト
し
て

第
九
回
の
成
人
祭
を
次
の
よ
う

に
行
い
ま
す
。
村
罠
挙
っ
て
成

人
に
達
す
る
青
年
の
前
途
の
多

幸
を
祝
福
す
る
こ
と
に
し
ま
し

よ
う
。

　
　
　
記

　
一
、
期
日
　
一
月
十
五
日

　
二
、
場
所
　
東
郷
小
学
校

　
三
、
行
事

　
　
H
成
人
式
　
一
〇
、
O
O

　
　
　
　
　
　
～
二
、
○
○

　
　
ω
講
演
会
　
一
一
、
O
O

　
　
　
　
　
　
～
一
二
、
三
〇

　
　
㊨
懇
親
会
、
記
念
撮
影
、

　
　
　
レ
ク
レ
ー
シ
ヨ
ン

　
　
鋤
祝
賀
書
初
展
（
村
内
学

　
　
　
董
）

　
　
㈲
備
考

　
　
　
成
人
該
当
者
は
昭
和
一

　
　
　
二
、
一
、
一
五
生
～
一

　
　
　
三
、
一
、
一
四
生

∠

も

：矯

’

豊
年
音
頭

　
　
　
福
瀬
平
野
皆
空

　
　
8

　
　
　
が
す
り

久
留
米
飛
白
に
サ
ー

　
モ
ン
ペ
ー
は
い
て
ヨ
ー

白
の
タ
オ
ル
も
姉
さ
ん
被
り

　
頬
は
紅
に
色
ハ
ツ
ラ
ツ
と

　
　
　
あ
や

エ
ー
隠
す
稲
穂
は
農
林
号

　
　
⇔

今
年
し
や
豊
年
ヨ
ー

　
穂
先
も
重
い
ネ
ー

穫
入
済
ま
せ
ば
嫁
入
仕
度

　
嬉
し
恥
か
し
ソ
ワ
く
と

エ
ー
は
ず
む
心
は
山
紅
葉

　
　
⇔

空
は
夕
晴
れ
ヨ
i

　
尾
鈴
も
赤
い
ネ
ー

高
い
櫓
の
大
鼓
の
音
に

　
亡
も
　
ほ
ん
罎
り

　
燈
す
雪
洞
ユ
う
く
と

エ
ー
響
く
山
峡
に
主
の
声

　
、
㈱

お
寺
の
お
庭
で
サ
ー

　
豊
年
踊
り
ヨ
ー

二
人
一
緒
に
よ
り
そ
い
踊
り
ゃ

　
熱
い
心
も
シ
ツ
ト
リ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
う
か
つ
き

エ
ー
待
つ
た
今
脊
の
十
日
旧

りンプ百よ

心
つ

火の用
一

！乱

交
化
祭
表
彰
者

本
村
文
化
祭
の
際
に
交
化
祭
会

長
或
は
村
教
育
委
員
会
よ
り
次

の
団
体
や
人
々
が
栄
え
あ
る
表

彰
を
う
け
ら
れ
ま
し
た
。

一
、
優
良
公
民
館

　
　
寺
迫
公
民
館

二
、
優
良
民
主
団
体

　
　
寺
迫
女
子
青
年
修
養
会

　
　
越
表
4
H
ク
ラ
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ψ

三
、
文
化
功
労
者

　
　
東
小
教
諭

　
　
　
瀬
戸
　
国
士

　
　
　
原
ロ
ミ
チ
ョ

　
　
越
小
教
諭

　
　
海
野
サ
ヨ
コ

　
　
　
楠
　
　
安
子

　
　
寺
小
教
諭

　
　
　
東
　
ト
ク
エ

四
、
分
館
文
化
祭
の
経
営
優
良

　
な
公
民
館

　
　
寺
迫
、
福
瀬
、
小
野
田
、

　
　
鶴
野
内
、
八
重
原
、
県
主

　
　
内
、
越
表
、
田
野
、
仲
深

“
、
き

カ

あ
と

＠

○
今
年
も
師
走
が
来
た
。
こ
の

　
一
年
間
を
振
り
返
っ
て
見
る

　
と
、
苦
し
い
日
も
あ
っ
た
。

　
い
や
な
日
も
あ
っ
た
。
悲
し

　
い
日
も
あ
っ
た
が
、
と
に
も

　
か
く
に
も
無
事
に
こ
の
年
を

　
送
る
こ
と
は
有
り
が
た
い
。

　
愈
々
「
申
年
」
は
さ
る
。
迎

　
え
る
年
は
学
年
で
あ
る
。
申

　
年
よ
り
酉
年
は
幸
多
き
年
で

　
あ
る
よ
う
に
と
祈
り
つ
、
こ

　
の
年
を
送
る
こ
と
と
し
よ

　
p
つ
。

○
第
九
回
文
化
祭
も
、
村
民
の

　
協
力
と
天
候
に
恵
ま
れ
て
盛

　
大
壁
に
終
っ
た
こ
と
は
う
れ

　
し
い
。
昭
和
二
十
三
年
の

　
秋
、
第
一
回
の
文
化
祭
を
開

　
い
た
こ
ろ
の
出
品
物
の
貧
弱

　
さ
、
観
覧
者
の
僅
少
さ
、
夕

　
暗
せ
ま
る
こ
ろ
数
名
の
参
列

　
者
で
泣
き
た
い
よ
う
な
淋
し

　
い
思
い
で
表
彰
式
を
あ
げ
た

　
も
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
思

　
い
出
も
、
今
は
歴
史
を
作
る
．

　
者
の
苦
し
く
も
尊
い
思
い
出

　
と
し
て
な
つ
か
し
い
。

○
さ
き
に
県
下
の
公
民
館
報

　
（
村
報
）
の
コ
ン
ク
ー
ル
が

　
行
わ
れ
た
が
「
東
郷
空
態
」

　
は
入
選
の
栄
を
か
ち
得
た
。

　
こ
れ
は
村
民
各
位
の
協
力
の

　
賜
と
同
慶
に
堪
え
な
い
。
こ

　
ん
ご
と
も
大
い
に
村
報
を
利

　
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

○
こ
＼
に
本
年
最
終
の
村
山
十

　
二
月
号
を
送
る
。
一
力
年
間

　
の
御
薩
授
を
謝
し
併
せ
て
多

　
幸
の
年
を
迎
え
ら
れ
る
よ
う

　
に
祈
り
つ
～
編
集
子
も
し
ば

　
し
画
筆
を
休
め
て
新
し
い
年

　
の
夢
を
描
く
こ
と
と
し
よ

　
う
。

　
　
火
鉢
の
火
消
え
て

　
　
　
　
行
年
思
い
け
り

．
吠

し一㎞ 耀齢．覧隔’（”
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