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1
昭
和
三
．
十
七
年
度

予
算
案
提
案

村
　
長

言幽 ﾉ

一
当
っ
て

　
　
次
は
議
案
第
二
十
号
　
東
郷

　
村
国
民
健
康
保
険
病
院
条
例
の

　
制
定
に
つ
い
て
御
説
明
致
し
ま

　
す
。

　
　
本
年
度
よ
り
直
営
診
療
所
に

　
伝
染
病
隔
離
病
舎
の
経
営
を
委

　
託
す
る
こ
と
に
致
し
て
い
ま
す

　
が
こ
れ
に
よ
っ
て
病
床
が
二
十

　
八
床
と
な
り
、
施
設
々
備
の
全

　
般
に
渉
っ
て
病
院
と
し
て
の
陣

　
容
が
整
い
、
・
且
つ
関
係
当
局
よ

り
隔
離
病
舎
の
委
託
は
、
診
療

所
で
は
支
障
が
あ
る
の
で
診
療

所
を
廃
止
し
て
、
病
院
設
置
を

す
べ
き
で
あ
る
と
の
指
導
も
な

さ
れ
て
い
る
の
で
、
新
た
に
東

郷
村
国
民
健
康
保
険
病
院
を
開

設
す
る
こ
と
と
し
、
保
険
病
院

条
令
を
制
定
せ
ん
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。
御
審
議
の
上
決

定
を
願
い
ま
す
。

　
次
は
議
案
第
二
十
一
号
火

災
予
防
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

御
説
明
申
上
ま
す
。

　
従
来
本
村
に
断
て
は
火
災
発

生
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
等
の

取
締
に
つ
い
て
は
、
東
郷
村
危

険
物
取
締
条
例
に
よ
っ
て
実
施

し
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、

先
年
、
即
ち
昭
和
三
十
五
年
七

月
消
防
法
及
同
施
行
令
、
施
行

規
則
の
抜
本
的
改
正
が
行
わ
れ

こ
れ
に
伴
っ
て
、
新
し
く
火
災

予
防
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
と

致
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
本
条
例
の
内
容
は
、
火
を
使

用
す
る
設
備
の
位
置
、
構
造
及

管
理
の
基
準
を
初
め
危
険
物
、

「
準
危
険
物
、
及
特
殊
可
燃
物
の

貯
蔵
又
は
取
扱
い
の
技
術
上
の

基
準
等
、
極
め
て
細
部
に
渉
っ

て
規
定
せ
ら
れ
、
条
文
中
に
は

・
本
村
に
は
現
在
該
当
な
き
も
の

、
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
筋
よ
り

．
の
指
導
に
よ
っ
て
県
下
各
町
村

共
、
同
一
条
文
を
以
て
提
案
致

木

　
す
こ
と
と
致
し
ま
し
た
。

　
　
尚
本
条
例
は
制
定
後
施
行
迄

　
三
ヵ
月
間
の
準
備
期
間
を
置
く

　
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

ゼ
月
．
一
日
よ
り
施
行
す
る
こ
と

と
致
し
ま
し
た
の
で
、
御
審
議

決
定
を
願
い
ま
す
。

　
　
次
は
議
案
第
二
十
二
号
　
統

　
，
一
地
と
し
て
提
供
さ
れ
た
村
有

財
産
に
採
草
及
び
分
収
条
件
の

設
定
と
、
処
分
に
つ
い
て
御
説

明
申
上
ま
す
。

，
本
村
大
字
下
三
ケ
紀
宝
三
内

　
一
、
一
九
七
ノ
乙
外
五
十
一
筆

の
土
地
は
、
大
正
十
二
年
三
月

当
時
の
越
表
流
か
ら
村
に
提
供

さ
れ
た
統
一
地
で
あ
り
、
役
場

に
保
存
中
の
議
決
書
及
村
有
財

産
台
帳
に
は
無
条
件
統
一
地
と
．

な
っ
て
い
ま
す
が
、
関
係
部
落

民
の
申
立
に
よ
り
調
査
の
結
果

本
土
地
は
条
件
付
統
唄
地
と
し

て
措
置
す
べ
き
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
の
で
、
関
係
部
落
民
に

採
草
地
又
は
植
林
地
と
し
て
そ
　

の
使
用
を
認
め
る
こ
と
と
し
、

又
大
字
下
三
ケ
、
申
水
流
一
、

一
＝
七
ノ
十
五
番
地
外
五
三
筆

の
土
地
は
調
査
検
討
の
結
果
、

同
部
落
民
海
野
秋
由
他
関
係
人

に
無
償
贈
与
す
べ
き
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
の
で
、
夫
々
の
関

係
者
へ
無
償
贈
与
せ
ん
と
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。
御
審
議
の

上
決
定
を
願
い
ま
す
。

　
尚
以
上
申
述
べ
ま
し
た
土
地

…
は
従
来
よ
り
既
に
関
係
者
に
於

て
夫
々
使
用
し
て
い
る
も
の
で

あ
り
ま
す
の
で
申
添
え
て
置
き
、

．
ま
す
。

　
次
は
議
案
第
二
十
三
号
特
別

会
計
の
設
置
に
つ
い
て
説
明
致

し
ま
す
。

　
議
案
第
二
十
号
の
説
明
の
際

御
説
明
申
上
ま
し
た
通
り
、
本

年
四
月
咽
日
よ
り
国
民
健
康
保

松

美］

険
病
院
を
開
設
す
る
こ
と
と
致

し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
経
理
を

処
理
す
る
た
め
同
日
よ
り
東
郷

村
国
民
健
康
保
険
診
療
施
設
勘

定
特
別
会
計
を
設
慣
せ
ん
と
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
御
審
議

御
決
定
を
願
い
ま
す
。

　
次
は
議
案
第
二
十
四
号
三

半
住
宅
の
設
置
に
つ
い
て
説
明

致
し
ま
す
。

　
本
村
に
於
け
る
村
営
住
宅
は

越
表
地
区
、
五
戸
。
坪
谷
地
区

七
戸
。
鶴
ノ
内
地
区
、
七
戸
。

小
野
田
地
区
、
三
戸
。
福
瀬
地

区
、
三
戸
。
寺
迫
地
区
、
＝
戸

計
二
十
六
戸
で
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
建
設
目
的
が
学
校
教
職
員

の
住
宅
緩
和
が
目
的
と
さ
れ
て

い
た
た
め
、
現
在
そ
の
殆
ど
が

教
職
員
の
住
宅
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
る
状
態
で
あ
り
ま
す
。

従
っ
て
一
般
村
民
の
住
宅
、
特

に
村
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所

を
有
す
る
県
、
そ
の
他
の
職
員

の
住
宅
は
極
め
て
窮
屈
で
全
く

．
気
の
毒
な
状
態
に
あ
り
ま
す
。

又
教
職
員
の
方
と
い
え
ど
も
一

‘
部
を
除
い
て
は
同
様
な
状
態
で

あ
り
ま
し
て
、
夫
々
遠
距
離
の

地
域
よ
り
通
勤
さ
れ
て
い
る
実

情
に
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
等

の
住
宅
事
情
を
緩
和
し
併
せ
て

本
村
内
に
居
住
す
る
も
の
の
福

祉
の
向
上
を
計
る
べ
く
、
本
年
．

度
に
お
い
て
第
二
種
公
営
住
宅

二
十
戸
を
建
設
そ
ん
と
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。
御
審
議
決
定

を
願
い
ま
す
。

　
次
は
議
案
第
二
十
五
号
　
昭

和
三
十
七
年
度
東
郷
村
歳
入
歳

出
予
算
及
び
第
二
十
六
号
、
同

二
十
七
号
特
別
会
計
歳
入
歳
出

入
算
の
概
要
を
説
明
致
し
・
ま

す
。　

一
般
会
計
予
算
の
総
額
は
歳

入
歳
出
と
も
九
千
九
百
拾
弐
万

八
千
五
百
参
拾
円
で
あ
り
ま
し

て
、
本
村
初
ま
っ
て
以
来
の
大

き
い
予
算
と
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
前
年
度
当
初
予
算
に
比
較

す
る
と
、
参
千
参
百
五
拾
七
万

四
千
九
百
円
の
増
加
で
あ
り
、

又
前
年
度
現
計
予
算
に
比
較
し

て
も
六
百
五
拾
弐
万
七
千
七
百

四
拾
円
の
増
加
と
な
り
ま
し
、

た
。
．

　
先
づ
歳
出
予
算
よ
り
説
明
を

申
上
ま
す
と
、
お
手
許
に
配
布

致
し
ま
し
た
予
算
の
説
明
書
の

通
り
で
あ
り
ま
し
て
、
各
款
共

に
人
件
費
、
需
用
費
の
膨
張
及

事
業
の
拡
大
等
に
よ
っ
て
い
ず

れ
も
予
算
額
は
増
加
し
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
。
第
二
款
役
場

費
、
第
三
款
消
防
費
、
第
七
款

保
健
衛
生
費
、
第
八
款
産
業
経

済
費
に
断
て
昨
年
度
現
計
予
算

よ
り
相
当
額
の
減
少
を
見
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
何
れ
も
特
殊

の
事
業
が
終
了
し
た
結
果
で
あ

り
ま
す
。

　
例
へ
ば
保
健
衛
生
費
の
減
少

は
、
伝
染
病
隔
離
病
舎
の
建
設

が
終
了
し
た
結
果
で
あ
り
、
消

防
署
の
減
少
は
消
防
ポ
ン
プ
の

購
入
を
昨
年
は
二
台
実
施
し
た

の
で
あ
り
ま
す
が
、
本
年
度
は

一
台
を
予
定
し
て
い
る
な
ど
の

結
果
で
あ
り
ま
す
。
特
に
最
も

重
要
で
あ
り
又
相
当
の
増
額
を

予
想
さ
れ
た
産
業
経
済
費
の
減

少
は
、
い
さ
さ
か
予
算
の
上
に

さ
み
し
さ
を
感
じ
ま
す
が
こ
の

．
原
因
は
、
東
郷
農
協
に
対
す
る
．

助
成
金
弐
百
万
円
の
減
と
、
昨

年
は
耕
地
災
害
の
復
旧
事
業
及

耕
地
事
業
を
約
七
百
四
拾
万
円

程
度
施
行
し
ま
し
た
が
本
年
度

当
初
予
算
に
は
僅
か
に
五
万
円

程
度
の
必
要
経
費
の
み
を
計
上

し
た
結
果
で
あ
り
ま
し
て
実
質

と
し
ま
し
て
は
、
昨
年
以
上
の

意
欲
の
も
て
る
予
算
で
あ
る
と

思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
尚
こ
の
際
申
上
て
置
き
度
い

こ
と
は
本
年
度
重
点
施
策
の
一

つ
で
あ
る
農
業
構
造
及
経
営
の

改
善
に
必
要
な
資
金
の
対
策
で

あ
り
ま
す
が
、
本
年
度
に
於
て

も
各
農
協
と
協
力
し
て
近
代
化

資
金
貯
蓄
運
動
を
展
開
し
必
要

　
財
源
の
確
保
に
努
力
す
る
覚
悟

．
、
で
あ
り
ま
す
。
な
を
不
足
す
る

・
．
財
源
に
つ
い
て
は
制
度
資
金
の

　
導
入
に
努
力
し
村
に
於
て
は
そ

　
の
利
子
を
補
給
す
る
方
針
で
あ

　
り
ま
す
。

　
　
尚
昨
年
度
予
算
よ
り
大
き
く

　
増
加
を
見
ま
し
た
も
の
は
、
第

　
四
款
の
土
木
費
に
於
て
約
八
百

　
八
拾
万
円
。
第
五
款
教
育
費
に

　
於
て
約
七
百
万
円
。
第
六
款
社

　
会
及
労
働
施
設
費
に
於
て
約
絶

望
壱
百
万
円
の
増
加
で
あ
り
ま

　
す
が
、
こ
れ
は
羽
三
橋
を
永
久

　
橋
に
架
替
、
寺
迫
小
学
校
屋
体

　
の
鉄
骨
建
築
へ
の
増
改
築
及
第

一
二
種
公
営
住
宅
二
十
戸
を
建
設

　
す
る
た
め
の
本
年
度
の
特
別
な

　
経
費
支
出
の
た
め
で
あ
り
ま

　
す
。㎜

次
に
歳
入
に
つ
い
て
申
上
ま

一
す
。
歳
入
に
つ
い
て
は
国
画
国

　
の
予
算
編
成
の
内
容
、
及
び
経

緯
懸
聯
辮

「
鶏
器
酷
脱
鄭
犠

｝
前
年
度
の
予
算
壱
千
七
百
七
拾

万
円
に
比
べ
壱
百
拾
八
万
円
の

増
加
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
が
増
加
の
原
因
は
下
渡
川
県

営
発
電
の
交
付
金
が
約
百
拾
九

万
円
増
加
し
た
た
め
で
あ
り
ま

し
て
実
際
、
直
接
村
民
の
税
負

担
は
昨
年
度
よ
り
幾
分
下
廻
っ

た
も
の
を
計
上
し
ま
し
た
。

　
な
お
税
収
に
つ
き
ま
し
て
は

納
税
思
想
の
普
及
、
納
税
貯
蓄

組
合
の
育
成
強
化
等
に
よ
り
、

自
主
納
税
意
欲
を
高
揚
し
ひ
ろ

く
村
民
各
位
の
税
に
対
す
る
理

解
と
認
識
を
得
て
そ
の
確
保
を

は
か
り
た
い
と
思
・
い
ま
す
。

　
地
方
交
付
税
は
国
の
交
付
方

針
等
を
勘
案
し
昨
年
度
の
当
初

一
予
算
よ
り
八
百
五
拾
万
円
の
増

現
在
の
実
績
よ
り
、
約
壱
百
八

拾
壱
万
円
の
増
額
を
見
込
ん
で

計
上
し
ま
し
た
。
村
債
に
於
て

九
百
五
拾
万
円
を
計
上
し
ま
し

た
が
こ
の
申
、
羽
坂
橋
の
永
久

橋
架
替
の
た
め
の
起
憤
、
五
百

万
円
に
つ
い
て
は
議
案
第
十
三

号
の
際
に
も
申
上
ま
し
た
通

り
、
こ
れ
が
金
額
の
収
入
を
実

現
す
る
こ
と
は
客
易
な
ら
な
い

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
関
係
当
局

や
各
位
の
協
力
を
得
て
起
債
額

の
獲
得
に
努
力
致
し
ま
す
。

　
そ
の
他
の
歳
入
に
つ
い
て
は

い
ず
れ
も
実
績
そ
の
他
を
勘
案

し
て
、
確
実
な
も
の
を
計
上
し

て
歳
出
同
額
の
歳
入
額
と
見
込

ん
で
計
上
致
し
ま
し
た
。

．
に
比
べ
ま
す
と
、
五
拾
弐
万
壱

千
余
円
の
増
加
で
あ
り
ま
し
て

予
算
の
内
容
も
昨
年
度
予
算
と

大
差
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が

本
年
度
は
医
療
費
の
値
上
り
等

に
よ
り
、
相
当
多
額
の
経
費
を

必
要
と
し
、
従
っ
て
必
然
的
に

増
税
等
の
措
置
も
考
へ
ら
れ
る

の
で
あ
り
ま
す
が
、
本
村
に
於

て
は
昨
年
度
に
於
て
歯
科
補
填

及
給
食
等
の
給
付
を
拡
大
す
る

為
大
巾
に
保
険
税
の
増
税
を
実

施
し
た
ば
か
り
で
あ
り
。
又
被

保
険
者
の
税
負
担
の
能
力
等
も
．

考
慮
し
、
増
税
す
る
こ
と
な
く

保
険
事
業
の
運
営
出
来
る
様
前

置
し
、
尚
本
年
度
は
国
庫
負
担

金
も
昨
年
度
よ
り
約
五
％
程
度

の
増
額
が
確
実
に
見
込
ま
れ
る
、

の
で
、
こ
れ
等
の
間
題
を
勘
案

し
て
予
算
の
編
成
を
致
し
ま
し

た
。

　
次
に
施
設
勘
定
に
つ
い
て
説

明
致
し
ま
す
。
御
承
知
の
様
に

施
設
勘
定
は
病
院
開
設
の
た
め

予
算
の
取
扱
い
に
於
て
前
年
度

予
算
額
は
い
ず
れ
も
零
と
す
べ

．
き
で
あ
り
ま
す
が
、
審
議
の
便

」
宜
垂
直
診
予
算
の
前
年
度
予
算

額
を
計
上
致
し
ま
し
た
の
で
御

了
承
を
願
い
ま
す
。
施
設
勘
定

　
次
に
特
別
会
計
に
つ
い
て
駒
方
を
由
魅
べ
又
謬
激
し
ま
し

灘
鞭
難
聴
憂
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
仲
々
む
つ
か
し
い
の
で
あ
り
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
。
尚
そ
の
実
績
を
挙
げ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
は
極
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
は
渾
身
の
力
を
尽
し
私
が
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
に
就
任
し
た
こ
と
に
悔
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
い
努
力
を
致
し
忙
い
と
思
い

ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
感
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
・
か

．
特
に
今
年
度
の
予
算
の
執
行
と
察
す
る
の
で
あ
る
。
そ
　
て

は
私
の
村
長
在
任
第
二
期
目
の
更
に
共
に
教
育
県
と
云
わ
れ
、

最
終
予
算
で
あ
り
ま
す
の
で
本
教
育
村
と
い
わ
れ
た
事
ま
で
が

年
度
は
従
来
よ
り
尚
一
層
の
努
酷
似
し
て
い
よ
う
と
は
一
。

力
を
し
て
村
政
の
発
展
に
努
力

し
た
い
覚
悟
で
あ
り
ま
す
の
で
、

各
位
の
特
別
な
御
指
導
御
協
力

を
願
い
ま
す
と
共
に
よ
ろ
し
く

御
審
議
の
程
を
お
願
い
申
上
ま

す
。

・
に
分
て
は
歳
出
入
共
々
千
七
百

｝
拾
参
万
四
千
円
で
あ
り
ま
し
て

昨
年
度
当
初
予
算
に
比
べ
る
と

七
拾
参
万
円
余
の
増
額
と
な
っ

て
い
ま
す
が
こ
れ
は
歳
出
に
於

て
は
人
件
費
の
増
大
及
び
患
者

輸
送
車
の
購
入
、
．
給
食
費
の
増

大
馬
並
び
に
病
棟
等
の
屋
根
瓦

塗
装
、
病
室
の
塗
装
等
を
計
画

し
た
た
め
の
経
費
の
増
加
に
よ

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
歳
入
に

於
て
は
医
療
費
の
値
上
り
、
受

診
率
の
上
昇
、
給
食
施
設
の
完

備
、
伝
染
病
舎
の
併
設
等
に
囚

る
収
入
の
増
加
を
予
想
す
る
と

共
に
、
従
来
の
直
診
会
計
の
実

績
を
充
分
検
討
し
て
収
入
の
確

保
に
努
力
す
る
こ
と
と
致
し
ま

し
て
算
定
し
ま
し
た
が
、
ど
う

し
て
も
病
院
経
営
に
必
要
な
歳

入
が
約
弐
百
拾
万
円
程
度
不
足

致
し
ま
す
の
で
、
一
般
会
計
よ

り
壱
百
七
拾
万
円
。
事
業
勘
定

よ
り
四
拾
万
円
計
弐
百
拾
万
円

を
計
上
し
て
予
算
を
計
上
し
た

次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
以
上
昭
和
三
十
七
年
度
村
政

　
　
　
　
　
　
　
　
の

の
執
行
方
針
及
び
施
策
の
重
点

事
項
等
に
つ
い
て
の
私
の
考
へ

東
郷
を
訪
ね
る
と
き

こ
れ
と
い
う
理
由
は
な
い

・
い
て
云
え
ば
、

岡
中
学
の
大
先
輩
で
あ
り
、

歌
の
数
々
が
、

代
の
心
の
中
に
生
き
て
い
る
が

故
で
あ
ろ
う
。

　
工
場
誘
致
と
や
ら
で
、
俄
か

に
活
気
づ
い
て
は
来
た
が
、
個

性
が
な
く
、
植
民
態
的
な
日
向

市
を
過
ぎ
て
、
意
趣
の
峠
を
越

え
る
と
、
途
端
に
吹
く
風
が
違

っ
て
来
る
。
迫
り
来
る
山
々
、

美
レ
い
渓
流
、
山
ふ
と
こ
ろ
の

村
落
、
そ
こ
に
は
、
私
の
延
岡

近
郊
で
は
も
う
面
影
を
留
め
な

く
な
っ
た
日
本
の
〃
村
”
が
そ

っ
く
り
残
さ
れ
て
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
今
尚
牧
水
の
歌
の
ふ

る
さ
と
で
あ
り
、
私
共
の
画
く

イ
メ
ー
ジ
を
聯
か
も
傷
つ
け
る

事
の
な
い
美
し
い
風
土
で
あ
る

　
最
近
東
郷
に
行
く
機
会
が
多

く
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
教
育
委

　
　
　
一

私
は
東
郷
村
が
好
き
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
強

　
　
　
　
　
牧
水
が
旧
制
延

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

　
　
　
　
　
多
感
な
少
年
時

大

崎

清

　
員
の
S
さ
ん
や
委
員
会
の
N
さ

　
ん
の
人
柄
に
魅
せ
ら
れ
る
外
に

　
美
し
い
風
物
に
接
す
る
事
が
出

　
来
る
と
い
う
衝
動
が
あ
る
か
ら

　
で
も
あ
る
。

　
　
清
い
寒
流
に
沿
う
て
、
埃
つ

　
ぽ
い
道
を
辿
り
な
が
ら
、
私
は

何
時
も
曾
遊
の
地
、
信
州
の
山

　
河
を
思
い
出
す
。
も
う
十
数
年

　
に
な
る
。
そ
れ
は
軍
靴
の
上
か

ら
踏
ん
だ
信
州
の
土
で
は
あ
つ

　
た
が
、
あ
の
山
国
の
一
木
一
回

忌
今
も
眼
底
に
ほ
う
ふ
っ
と
し
て

　
い
る
O

　
　
長
野
と
東
郷
、
こ
の
二
つ
の

中
に
何
か
に
つ
け
て
共
通
点
が

あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

・
る
。

　
　
海
の
な
い
県
と
海
の
な
い

片
や
藤
村
を
、
片
や
牧
水
を
一

　枚
肴
板
に
し
て
い
る
こ
と
。
牧

水
の
歌
に
も
「
信
濃
の
国
の

歌
」
と
い
う
の
が
圧
倒
的
に
多

い
の
も
牧
水
自
身
、
信
州
の
山

河
に
ふ
る
さ
と
に
通
じ
る
も
の

育
県
と
い
わ
れ
た
長
野
の
、

育
の
メ
ッ
カ
、

だ
そ
う
だ
が
、

し
い
．
プ
ア
イ
ト
と
誇
り
高
い

郷
の
意
気
を
示
し
て
い
る
も
の

と
も
云
え
よ
う
。

　
そ
の
フ
ァ
イ
ト
と
誇
り
、
日

本
一
の
教
育
県
の
成
果
は
二
目

の
時
代
に
美
し
く
開
花
し
た
。

人
材
は
星
の
如
風
、
政
界
に
財

界
に
長
野
人
の
活
躍
は
著
し
い

　
単
に
人
材
ば
か
り
で
は
な
い

耕
地
面
積
は
東
郷
と
同
じ
く
六

反
そ
ζ
そ
こ
な
上
に
積
雪
地
帯

と
い
う
悪
条
件
下
に
あ
り
な
が

ら
米
の
平
均
反
収
は
四
石
に
及

び
、
日
本
一
を
堅
持
す
る
こ
と

久
し
く
、
リ
ン
ゴ
の
生
産
も
亦

一
位
の
青
森
を
凌
ご
う
と
し
、

乳
牛
も
又
、
北
海
道
に
つ
い
で

内
地
で
は
一
位
と
な
っ
た
。

　
教
育
県
の
面
目
は
、
内
に
も

外
に
も
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
三

　
か
つ
て
、
県
北
一
の
教
育
村

と
い
わ
れ
た
東
郷
の
場
合
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
教
育

　
　
　
二

信
濃
の
国
は
十
州
に

境
つ
ら
な
る
国
に
し
て

そ
び
ゆ
る
山
は
い
や
高
く

創
る
る
川
は
い
や
遠
し

松
本
、
伊
那
、
佐
久
、
善
光
寺

四
つ
の
平
は
肥
沃
の
中

海
こ
そ
な
け
れ
も
の
沢
に

よ
ろ
ず
、
た
ら
わ
ぬ
も
の
ぞ

な
き

こ
れ
は
か
っ
て
日
本
一
の
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
教

　
　
　
　
　
長
野
師
範
の
歌

　
　
　
　
　
長
野
県
人
の
逞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
愛

牧
　
水

責
の
穂
の
風
に
ゆ
れ
た
つ
．

音
さ
こ
ゆ

雀
つ
ば
く
ら

暗
き
し
き
る
な
か
に

麦
の
穂
の
み
な
か
き
た
れ
て

ふ
く
み
た
る

夕
日
の
い
ろ
の

な
や
ま
し
き
か
な

村
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
、
名
校

長
、
名
教
育
者
は
輩
出
し
、
宮

崎
県
教
育
界
を
、
東
郷
村
が
牛

耳
つ
た
事
を
私
共
は
子
供
心
に

ひ
し
ひ
し
と
感
じ
た
事
を
忘
れ

て
は
い
な
い
。
だ
が
そ
れ
以
外

に
、
教
育
村
の
面
目
は
と
問
う

な
ら
ば
、
寝
蓼
の
感
を
禁
じ
得

な
い
。

　
立
身
出
世
主
義
を
ふ
り
か
ざ

し
優
秀
な
青
年
の
多
く
を
村
外

に
送
り
出
し
た
後
は
、
平
凡
な

村
が
残
っ
た
丈
で
あ
る
。
教
育

県
長
野
が
時
の
ど
の
内
閣
に
も

大
臣
を
出
す
と
同
じ
く
、
ど
の

部
落
に
も
大
学
出
身
の
農
民
を

培
い
育
て
た
あ
の
近
代
的
な
教

育
観
を
、
宮
崎
の
教
育
村
東
郷

は
残
念
な
が
ら
持
ち
合
せ
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
丁
度
、
鹿
児
島
が
中
央
に

大
臣
、
大
将
を
数
多
く
送
り
出

し
は
し
た
が
、
肝
腎
の
鹿
児
島

県
自
体
は
日
本
一
の
貧
乏
県
か

ら
脱
却
出
来
な
い
の
と
軌
を
咽

に
し
て
い
る
。

　
今
や
社
会
の
構
造
は
、
地
ひ

び
き
を
立
て
て
変
り
つ
つ
あ
る

嘗
て
の
教
育
村
の
誇
り
を
、
こ

の
村
の
人
達
は
、
ど
こ
に
発
散

さ
せ
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ
う
か

償
州
的
教
育
理
念
と
薩
摩
的
教

育
観
之
そ
の
何
れ
κ
す
べ
き
か

［
絃
，
村
の
人
自
身
が
決
す
べ
き

課
題
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
・
，
覧

　
村
を
遠
く
離
れ
た
青
年
達
が

「
ふ
る
さ
と
は
遠
く
に
あ
り
て

思
う
も
の
一
」
の
た
め
に
だ

け
、
こ
の
村
が
あ
っ
て
は
な
ら

ぬ
の
で
あ
る
。
．
ふ
る
さ
と
は
豊

か
に
す
べ
き
と
こ
ろ
、
し
あ
わ

せ
に
満
た
す
べ
き
と
こ
ろ
な
の

で
あ
る
。

　
　
「
私
共
の
国
に
は
、
大
き
い

建
物
と
か
、
船
と
か
、
そ
ん
な

も
の
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
谷
間
谷
間
の
ス
イ
ー
ト
・

ホ
ー
ム
、
こ
れ
ぞ
私
共
が
世
界

に
誇
り
得
る
も
の
な
の
で
す
」

と
云
う
北
欧
の
あ
る
国
の
人
の

言
葉
が
、
こ
の
村
の
人
達
の
言

葉
に
な
る
の
は
何
時
の
日
か
。

美
し
い
村
を
訪
れ
る
毎
に
、
私

の
思
い
は
無
限
で
あ
る
。

註
大
崎
さ
ん
は
延
岡
市
出
身

　
　
で
本
村
の
杉
田
三
郎
さ
ん

　
　
と
同
じ
遣
米
実
習
生
で
現

　
　
在
は
耕
地
一
町
五
反
乳
牛

　
　
六
頭
を
経
営
さ
れ
て
い
る

　
　
方
で
す
。

勧翻溢
匹“

　　　　　纈　　　　醐』　　憾　　奪∴爵
豊

阿

，

㍗
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一
気
　
囎
醸
⑱

実
習
生
を
派
遣
し
て
（3）

杉
　
田
　
三
　
郎

　
目
黒
か
ら
更
に
東
に
コ
ー
ス

を
取
っ
て
補
装
国
道
を
約
四
十

分
走
る
と
上
道
町
に
出
ま
す
。

此
所
は
古
く
か
ら
マ
ス
カ
ッ
ト

温
室
ブ
ド
ウ
と
露
地
キ
ヤ
ン
ベ

ル
ス
で
知
ら
れ
た
所
、
草
ケ
部
．

共
同
撰
果
場
と
書
い
た
大
き
な

建
物
の
周
辺
に
は
五
十
坪
温
室

が
何
百
と
田
の
中
に
揃
ん
で
壮

観
で
す
。

　
私
達
は
推
薦
者
の
黒
米
実
習

生
三
藤
君
を
訪
ね
温
室
ブ
ド
ウ

の
話
を
聞
き
な
が
ら
珍
し
い
マ

ス
カ
ッ
ト
ブ
ド
ウ
の
鐘
詰
や
自

製
の
ワ
イ
ン
に
舌
鼓
を
打
ち
ま

し
た
。
隣
家
の
湿
田
さ
ん
は
六

十
を
過
ぎ
た
御
老
人
で
す
が
温

室
四
棟
に
露
地
三
反
の
ブ
ド
ウ

作
り
で
多
年
育
種
改
良
に
尽
さ

れ
、
近
年
ネ
オ
マ
ス
カ
ッ
ト
と

云
う
露
地
性
マ
ス
カ
ッ
ト
を
作

り
出
さ
れ
、
黄
授
ホ
ウ
章
を
受

け
ら
れ
た
と
云
う
話
で
す
。
私

達
は
ブ
ド
ウ
畑
で
ビ
ニ
ー
ル
掛

け
の
棚
作
り
に
早
速
精
を
出
し

て
い
た
松
原
君
の
健
斗
を
祈
っ

て
別
れ
を
つ
げ
車
は
い
っ
た
ん

岡
山
市
に
引
返
し
、
黒
瀬
君
や

運
転
手
さ
ん
の
労
を
ね
ぎ
ら
っ

て
会
食
し
、
夕
闇
迫
る
岡
山
を

後
に
今
度
は
独
り
西
鉄
バ
ス
で

最
後
の
受
入
農
家
吉
猪
郡
足
守

町
へ
と
急
ぎ
ま
し
た
。

六
、
横
本
大
郎
さ
ん
一
田
中
保

雄
君
（
田
の
川
）
1

　
横
本
君
は
第
哨
回
の
派
米
労

務
者
で
醐
昨
年
五
月
に
帰
国
し

た
人
、
福
谷
農
協
前
の
停
留
所
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か
ら
彼
の
ド
リ
ー
ム
ニ
五
〇
㏄

の
後
に
乗
っ
て
山
道
を
上
る
こ
育
委
員
会
な
ど
関
係
機
関
が
よ

と
三
十
分
（
大
変
な
山
の
上
に
く
お
世
話
下
さ
っ
た
こ
と
に
深

耕
地
が
開
け
て
い
ま
し
た
。
此
く
謝
し
、
私
も
哨
役
終
え
て
開

処
は
温
室
メ
ロ
ン
の
産
地
な
の
放
さ
れ
た
気
持
を
落
着
い
た
場

で
す
が
ど
う
し
て
こ
ん
な
山
間
所
で
味
わ
い
度
い
と
、
倉
敷
に

に
メ
ロ
ン
が
延
び
た
の
か
不
思
出
て
大
原
美
術
館
を
訪
ね
ま
し

議
に
思
わ
れ
ま
し
た
。
彼
は
昨
．
た
。

年
か
ら
始
め
た
ば
か
り
で
ビ
ニ
　
セ
ザ
ン
ヌ
や
ピ
カ
ソ
、
マ
チ

ー
ル
ハ
ゥ
ス
五
〇
〇
坪
を
持
？
ス
、
ゴ
ッ
ホ
な
ど
名
し
お
う
西

て
い
ま
す
が
田
五
反
、
畑
三
反
欧
の
名
画
に
接
し
て
絵
の
わ
か

の
普
通
作
は
今
後
出
来
る
だ
け
…
ら
な
い
私
に
も
芸
術
の
か
も
し

縮
少
し
、
メ
ロ
ン
重
点
で
行
き
・
出
す
美
の
世
界
に
さ
ま
よ
う
こ
・

度
い
と
云
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
…

福
谷
部
落
が
メ
ロ
ン
産
地
に
な
…

つ
た
の
か
と
の
私
の
質
問
に
対
…

社
会
警
理
由
嚢
、
三
豊
と
が
出
来
ま
し
ち
宇
部
市
と

音
楽
、
倉
敷
と
美
術
、
な
に
か

中
国
文
化
は
産
業
人
に
よ
っ
て
一

創
ら
れ
、
育
て
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
思
え
ま
す
。

　
牧
水
を
生
ん
だ
東
郷
村
も
将

　
　
　
　
　
　
　

一に
浴
し
ま
し
た
。

　
皇
居
は
御
承
知
の
通
り
元
千

代
田
城
と
申
し
て
本
丸
、
西
丸

丸
の
内
と
三
つ
に
大
別
し
て
あ

り
ま
し
て
吹
上
御
苑
の
西
丸
の

西
北
に
連
ら
な
る
天
林
苑
で
椎

来
は
新
た
な
意
味
で
産
業
と
結
…
葉
村
奥
山
の
感
が
し
キ
ジ
山
鳥

ぴ
に
つ
い
た
文
化
が
創
造
さ
れ
一
其
他
の
鳥
類
が
人
間
に
は
少
し

ね
ば
な
ら
な
い
と
し
み
じ
み
感
［
も
お
そ
れ
ず
群
を
な
し
て
さ
え

じ
な
が
ら
夜
行
の
急
行

、
海
」
号
で
岡
山
に
別
れ
を
つ
げ
．

ま
し
た
。

「
玄
…
ず
つ
て
居
り
ま
す
。

灘
灘
讐
公
平
委
諜
縫
縫

鷲
蕎
錫
錦
鯉
り
謬
錯
醸
羅
隷
懸
鹸
瓢
語

い
と
云
ふ
せ
っ
ぱ
つ
ま
っ
た
も
初
会
議
の
劒
互
選
に
よ
り
其
委
頂
き
ま
し
た
。
　
「
あ
な
た
は
公

の
が
メ
ロ
ン
を
選
ば
し
た
の
で
員
長
と
な
り
以
来
十
周
年
国
劇
平
委
員
会
制
度
創
設
以
来
東
郷

し
ょ
う
と
云
う
の
で
す
。
彼
は
務
た
る
や
公
正
な
る
人
事
行
政
村
公
平
委
員
長
と
し
て
公
正
な

亦
ガ
ラ
ス
温
室
よ
り
も
将
来
ビ
の
確
立
ど
地
方
公
共
団
体
の
行
人
事
行
政
の
確
立
に
尽
力
さ
れ
隅

熊
細
黙
黙
挺
難
曲
の
の
諜
諜
螂
難
終
編
難
の
の
懇

わ
ざ
わ
ざ
岐
阜
県
か
ら
購
入
し
す
が
本
村
は
村
長
さ
ん
が
部
下
貢
献
さ
れ
ま
し
た
。
よ
っ
て
公

た
と
云
う
円
形
鉄
骨
の
ビ
ニ
ー
職
員
を
誠
実
懇
切
に
統
御
し
村
平
委
員
会
制
度
発
足
十
周
年
に

ル
ハ
ウ
ス
を
四
ケ
所
建
設
申
で
役
場
の
各
幹
部
の
方
々
も
ま
た
あ
た
り
表
彰
い
た
し
ま
す
。
」

難
難
難
鱗
酬
響
爆
難
南

無
㏄
艶
射
誹
謡
讐
無
熱
聯
繋
鰻
鉱
硯
羅
鷲
耀

聞
い
て
は
山
間
村
と
も
思
え
ず
り
と
す
る
模
範
的
な
村
政
た
る
り
要
所
は
全
部
拝
観
出
来
ま
し

企
業
的
意
慾
の
旺
盛
な
の
に
驚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
を
確
信
す
る
も
の
で
あ
り
た
の
で
其
大
要
を
御
知
ら
せ
致

か
さ
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ま
す
。

　
一
泊
さ
せ
て
貰
っ
て
粉
雪
の
　
　
然
る
に
昨
年
十
一
二
十
日
全
　
　
先
づ
天
皇
陛
下
御
住
い
近
く

チ
ラ
つ
く
中
を
再
度
延
岡
市
に
く
思
い
が
け
な
き
自
治
功
労
者
で
立
動
と
有
難
い
御
言
葉
を
頂

帰
っ
て
来
ま
し
た
。
　
　
　
　
と
し
て
表
彰
の
恩
典
に
よ
く
し

　
黒
瀬
会
長
始
め
県
開
拓
課
、
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総
坪
数
十
五
号
八
千
．
七
百
余

．
坪
あ
り
三
つ
の
濠
に
か
こ
ま
れ

最
奥
に
道
灌
託
り
あ
り
あ
ら
ゆ

る
水
鳥
が
吾
が
物
顔
で
ゆ
う
ゆ

う
と
遊
ん
で
居
り
ま
す
。

　
植
物
学
に
御
丹
精
の
陛
下
は

植
物
御
研
究
所
も
建
設
さ
れ
て

あ
り
ま
す
。

　
苑
内
に
は
賢
所
其
他
数
棟
の

御
府
が
あ
り
幽
寂
な
る
林
苑
申

に
は
観
瀬
亭
霜
錦
帯
寒
香
亭
白

玉
閣
吹
上
の
御
茶
屋
等
旧
幕
以

来
の
茶
亭
が
あ
り
昭
和
大
礼
に

全
国
官
吏
の
献
上
し
た
花
蔭
亭

も
建
て
ら
れ
て
居
ま
す
。

　
色
々
の
御
盛
儀
の
あ
っ
た

　
（
私
も
陸
軍
士
官
学
校
本
科
卒

業
の
時
参
り
ま
し
た
所
）
豊
明

殿
鳳
鳳
の
間
千
種
の
間
と
云
っ

た
罪
な
我
々
庶
民
に
も
聞
い
た

御
記
憶
の
あ
っ
た
建
物
が
閣
朝

に
し
て
（
戦
さ
い
）
消
え
失
せ

て
了
つ
た
其
広
場
に
立
ち
ま
し

た
時
実
に
噺
悦
に
堪
え
な
い
感

に
打
た
れ
ま
し
た
。

　
陛
下
の
御
住
い
は
吹
上
御
苑

に
御
新
築
中
で
あ
り
ま
し
北
が

本
年
初
め
御
移
転
遊
ば
さ
れ
ま

ル
た
。

　
苑
内
に
は
田
三
畝
畑
三
反
が

あ
り
田
の
植
付
よ
り
収
穫
迄
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
其
上
写
真
撮
影
並
に
記
念
匙
部
陛
下
自
ら
御
手
下
し
あ
る
と

東
京
新
橋
第
四
ホ
テ
ル
別
館
に
を
頂
き
本
当
に
身
に
余
る
光
栄
…
承
り
ま
し
た
。
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畑
に
は
大
部
桑
一
部
野
菜
温

室
に
は
珍
ら
し
い
南
洋
の
果
物

が
沢
山
に
実
の
り
実
に
見
事
で

あ
り
ま
す
。

　
紅
葉
山
は
手
入
れ
よ
く
清
潔

で
あ
っ
て
皇
后
陛
下
の
為
め
御

養
所
の
建
物
も
田
舎
風
で
厚
味

が
あ
っ
て
美
し
い
建
物
が
建
立

さ
れ
て
あ
り
ま
す
。

　
最
後
に
賢
所
の
模
様
を
御
知

ら
せ
し
ま
す
。
賢
所
は
宮
申
三

殿
と
申
上
ま
す
賢
所
、
皇
霊
殿

神
殿
の
三
殿
を
い
い
吹
上
御
苑

の
東
南
に
あ
り
ま
し
て
銅
瓦
葺

入
母
屋
造
り
桧
素
木
で
造
営
せ

ら
れ
三
殿
相
並
ん
で
南
面
し
て

い
る
、
賢
所
は
今
回
皇
太
子
殿

下
と
美
智
子
妃
と
御
結
婚
の
式

典
場
た
り
し
所
で
あ
り
ま
す
。

其
賢
所
を
中
央
に
東
に
神
殿
、

西
に
皇
霊
殿
が
あ
り
前
庭
に
神

楽
舎
、
左
右
に
憾
舎
が
あ
り
清

浄
き
わ
ま
り
な
い
雰
囲
気
の
内

に
宮
中
諸
祭
典
が
と
り
行
わ
れ

る
所
で
あ
り
ま
す
。

　
私
は
本
当
に
生
を
得
て
初
め

て
見
る
夢
の
よ
う
な
美
観
と
身

の
引
き
し
ま
る
し
一
ん
と
し
た

気
持
に
打
た
れ
感
懐
無
量
の
至

り
で
し
た
。

●◆◆◆◆◆◆◆◆●

植林に思う
●◆◆◆◆◆◆◆◆●

八重原婦筋

福畑かず子

　
婦
人
十
周
年
事
業
の
一
つ
と

し
て
、
本
年
度
私
達
八
重
原
部

落
の
婦
人
会
は
去
る
二
月
二
十

四
日
雨
の
中
に
も
か
か
わ
ら
ず

区
の
近
く
に
有
る
村
有
の
一
部
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4月29日天：皇誕生日のよき日に本村第15回の婦人大会が

開かれ会場にあふれる程の婦人が参集し午前中は足利先

生の講演、午後は「婦人会になにを望むか」のテーマの

もとにパネルデスカッションが行われその後レクリエー

ションなどがあって盛会裡に終った。

　①池北新会長の挨拶

　②塩月前会長に感謝状贈呈

　③パネルデスカツシヨン風景

　　　　　　　〉　　　　　一　　一　、　AAゴ
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を
借
り
て
松
を
五
千
本
植
付
け

ま
し
た
。

　
そ
れ
は
私
達
の
部
落
の
み
な

ら
ず
他
の
部
落
も
同
様
で
し
ょ

う
が
誠
に
意
義
深
き
も
の
が
有

り
ま
す
。

　
又
こ
の
事
業
を
始
め
る
迄
に

は
幾
夜
か
区
長
さ
ん
始
め
各
役

員
、
会
員
の
方
々
と
も
良
く
相

談
し
て
全
員
の
賛
成
を
得
て
実

行
に
う
つ
し
ま
し
た
。

　
こ
う
し
て
終
戦
こ
の
方
、
荒

れ
果
て
た
山
に
一
本
で
も
私
達

の
力
で
植
林
出
来
ま
し
た
こ
と

は
此
の
上
も
な
い
喜
ば
し
い
こ

と
で
す
。

　
僅
か
で
は
有
り
ま
す
が
婦
人

の
力
が
こ
う
も
盛
り
上
ろ
う
と

は
終
戦
当
時
の
あ
の
混
乱
し
た

頃
誰
が
思
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う

此
の
松
が
今
日
か
ら
日
一
目
と

大
き
く
な
る
様
に
私
達
も
、
も

っ
と
も
っ
と
婦
人
の
力
を
発
揮

し
た
い
も
の
で
す
。

◇
さ
っ
き
の
空
を
燕
が
切
っ
て

　
い
る

　
遠
近
の
山
々
は
青
葉
若
葉
に

　
萌
え
て
い
る

麦
の
穂
に
さ
わ
や
か
な
風
が

　
渡
っ
て
い
る
　
　
，

　
美
々
津
の
清
流
に
若
鮎
が
お

　
ど
つ
て
い
る
，

　
す
べ
て
が
初
夏
の
風
物
詩
で

　
あ
る
。

◇
農
村
は
茶
摘
み
や
、
か
て
よ

麦
刈
り
貞
田
植
と

　
日
一
日
と
忙
し
さ
が
増
し
て

　
い
く

　
五
風
十
雨

　
稔
り
多
き
年
で
あ
る
よ
う
に

　
と
　
．

　
心
か
ら
祈
ら
ず
に
い
ら
れ
な

　
い
。

◇
そ
れ
に
つ
廿
て
も

　
農
村
の
体
質
改
善
は

　
ど
う
進
み
つ
つ
あ
る
の
だ
ろ

　
う
か

　
他
力
本
願
、
暗
調
模
索

　
笛
吹
け
ど
、
等
々
の
語
が

　
あ
て
は
ま
る
現
状
で
は
な
い

　
だ
ろ
う
か

、
◇
考
え
る
農
民
、
研
究
す
る
農

　
民

　
創
造
性
、
科
学
性
、
積
極
性

　
に
富
む
農
民
が

　
強
く
要
求
さ
れ
る
の
が

　
本
村
の
姿
で
は
あ
る
ま
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

「
　
幽
、
」
　
　
　
．
」
ウ
．

匹

O

　▲　　　　7，脚〆．、＿御幽臨砧一．
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