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「
…
百
歳
お
め
で
と
う
ご
ギ
、
・
い
ま
す
、
一
坪
谷
市
谷
原

の
海
野
平
太
郎
き
ん
が
三
月
二
十
八
日
に
、
百
歳
の

長
寿
を
迎
え
ま
し
た
，
四
月
十
八
日
午
前
十
一
時
、

木
村
町
長
、
日
高
郡
司
社
協
理
事
、
中
野
辰
己
民
生

委
．
員
総
務
、
井
ヒ
三
二
民
生
委
員
ら
が
海
野
き
ん
宅

を
訪
れ
、
百
歳
の
長
寿
を
祝
っ
て
座
い
す
を
贈
り
、

も
っ
と
も
っ
と
長
生
き
し
て
楽
し
い
老
後
を
送
っ
て

ほ
し
い
と
長
寿
を
祝
い
ま
し
た
，

こ
…
海
野
き
ん
は
明
治
九
年
三
月
二
十
八
日
、
瀬
平

の
生
ま
れ
、
．
若
い
こ
ろ
は
炭
焼
き
な
ど
主
に
山
で
の

仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
市
谷
原
の
現
在

地
に
移
り
農
業
も
営
ん
で
き
ま
し
た
．
．
今
で
は
孫
の

真
き
ん
（
玉
五
）
と
春
子
さ
ん
（
四
六
）
夫
婦
、
そ
れ
に
ひ
ま

こ
の
洋
文
さ
ん
（
一
三
）
と
い
つ
し
ょ
に
幸
せ
な
余
生
を

送
っ
て
い
ま
す
．
、

へ．

j
…
海
野
さ
ん
は
少
し
耳
が
遠
く
な
っ
て
い
ま
す

が
、
訪
れ
た
町
長
た
ち
か
ら
話
し
か
け
ら
れ
る
と
う

れ
し
そ
う
に
応
待
し
て
い
ま
し
た
．
．
本
町
に
は
寺
迫

に
こ
と
し
の
六
月
で
百
一
歳
に
な
る
海
野
徳
次
郎
き

ん
が
い
る
の
で
、
平
太
郎
き
ん
は
二
番
目
の
長
寿
者

と
な
り
ま
す
。
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かしこい消費者になるために

つの権利を実行4

　
消
費
者
に
は
四
つ
っ
権
利
が
あ
り
．
ま

す
，
つ
ま
り
．
C
安
全
で
あ
る
権
利
、
②

知
ら
さ
れ
る
権
利
、
③
選
択
で
き
る
権

利
、
④
意
見
を
の
べ
る
権
利
一
の
四

つ
で
す
．
．
こ
の
四
つ
の
権
利
を
実
行
で

き
る
人
が
［
，
か
し
こ
い
消
費
者
」
で
す
．
、

　
今
の
わ
た
し
た
ち
の
生
活
は
、
自
給

自
足
か
ら
商
品
を
買
っ
て
生
活
す
る
い

わ
ゆ
る
消
費
生
活
に
入
っ
て
い
ま
す
。

　
む
か
し
は
、
着
る
も
の
か
ら
食
べ
る

も
の
、
注
ま
う
も
の
ま
で
す
べ
て
が
自

給
自
足
で
ま
か
な
っ
て
い
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
今
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？
。
そ

の
ほ
と
ん
ど
を
商
店
な
ど
か
ら
買
う
こ

と
に
よ
っ
て
ま
か
な
っ
て
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
食
べ
る
も
の
．
．
農
家
で
も

ほ
と
ん
ど
が
米
以
外
の
食
料
品
は
買
（
・

て
い
る
の
が
実
状
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
、
、
今
、
み
そ
や
し
ょ
う
ゆ
を
自
分
で

つ
く
る
家
庭
は
少
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が

よ
そ
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
す
．
、
つ
ま

り
加
工
き
れ
た
食
品
な
の
で
す
．
．

疑
わ
し
き
は
使
わ
ず

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
加
工
食
品
の
な
か

に
は
食
品
添
加
物
を
使
っ
た
も
の
が
あ

り
ま
す
、
こ
の
食
品
添
加
物
は
、
豆
醤

の
一
，
ニ
ガ
リ
「
一
の
よ
う
に
製
造
上
不
可

決
の
も
の
の
ほ
か
、
遠
距
離
輸
送
や
大

量
生
産
の
と
き
鮮
度
を
保
っ
た
り
食
中

毒
の
予
防
の
た
め
、
栄
養
強
化
の
た
め

ま
た
食
品
に
魅
力
を
も
た
せ
る
た
め
な

ど
、
き
ま
y
・
・
ま
な
目
的
で
使
わ
れ
ま
す
。

　
あ
る
調
査
に
よ
る
と
、
　
一
日
の
食
事

で
わ
た
し
た
ち
の
体
内
に
入
る
食
品
添

加
物
の
種
類
は
数
十
種
に
の
ぼ
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
．
．
そ
の
安
全
性
は
イ
ヌ

や
マ
ウ
ス
な
ど
の
動
物
実
験
に
よ
っ
て

決
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
な
か
に
は
疑

わ
し
き
も
の
も
い
く
つ
か
指
摘
き
れ
て

い
ま
す
、
．

　
で
す
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
食
品
の

記
紀
を
よ
く
読
み
、
不
自
然
な
も
の
は

買
わ
な
い
、
疑
わ
し
い
も
の
は
使
わ
な

い
と
い
う
心
が
ま
え
が
大
切
｛
．
・
す
。

表
示
の
見
方
を
勉
強

　
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
せ
一
・
か

ノ
＼
㎞
植
字
舎
蚊
口
賄
に
上
衣
一
ボ
が
’
し
オ
♪
の
ガ
O
一
の
に

そ
の
読
み
方
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
な
ん

に
も
な
り
ま
せ
ん
．
．
こ
の
よ
う
な
こ
と

で
、
昭
和
四
十
五
年
に
「
消
費
者
保
斐
些
．

本
法
」
と
い
う
法
律
が
で
、
き
、
國
や
ポ

市
町
村
で
消
費
者
行
政
を
す
す
め
る
よ

う
に
な
り
．
ま
し
た
．
、
東
郷
町
で
も
昭
和

四
十
六
年
か
ら
企
画
開
発
課
で
そ
の
佳

事
を
担
当
し
て
い
ま
す
．
、

　
そ
し
て
、
昭
和
四
十
七
年
か
ら
県
の

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
て
「
一

日
教
室
」
や
一
移
動
セ
ン
タ
ー
」
を
開
｝
、
㌔

み
な
さ
ん
に
か
し
こ
い
消
費
者
に
な
っ

て
い
た
ゼ
く
手
助
け
を
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
四
年
聞
に
、
一
日
教
室
で
延
べ

三
十
二
回
、
六
百
二
十
七
人
、
移
動
セ

ン
タ
ー
で
延
べ
六
回
、
三
百
十
九
人
の

人
た
ち
が
か
し
こ
い
消
費
者
に
な
る
た

め
の
勉
強
を
つ
づ
け
て
い
ま
す
．
．

移
動
セ
ン
タ
ー
開
催

申
込
受
付
は
月
末
ま
で

　
こ
と
し
は
、
一
日
教
室
を
十
五
同
、

移
動
セ
ン
タ
ー
は
そ
の
希
望
に
応
じ
て

開
く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　
一
日
教
室
は
宮
崎
市
に
あ
る
県
の
消

費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
受
講
し
ま
す
一
、
こ

の
た
め
町
の
マ
イ
ク
．
ロ
バ
ス
で
受
珊
講
者

を
送
迎
し
ま
す
．
、
受
講
は
原
則
と
し
て

日
曜
日
を
除
く
日
の
午
前
十
時
か
ら
十

二
時
ま
で
で
す
．
．
午
後
は
受
講
者
の
希

望
に
よ
り
．
社
会
見
学
を
し
ま
す
．
，

　
ま
た
、
移
動
セ
ン
タ
ー
は
県
　
の
消
費

主
活
セ
ン
タ
ー
を
利
用
で
き
な
い
消
費

者
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
に
で

か
け
て
行
つ
、
で
勉
強
し
ま
す
．

　
な
お
、
こ
れ
ら
の
受
講
申
込
み
は
四

月
三
十
日
で
し
め
｝
、
5
ま
し
た
が
、
移

動
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
一
ヵ
月
延
長

し
て
五
日
」
一
一
．
卜
↓
日
‡
、
で
申
込
み
を
受

2
つ
け
ま
距
）
　
・
、
・
．
・
．
．
一
で
申
込
ん
で

く
だ
・
ぜ
、
㌔
い
．
．
　
（
申
込
み
完
は
企
画
係
）

鶴
野
内
の
三
原
さ
ん

統
計
で
内
閣
総
理
大
臣
表
彰

　
鶴
野
内
の
三
原
正
喜
き
ん
（
五
〇
）
が

内
閣
総
理
大
臣
の
表
彰
を
う
け
、
四

　
　
　
　
　
　
　
　
月
三
十
日
、

　
　
　
　
～
　
＼
　
　
宮
崎
市
で
そ

　
　
嵐
ゆ
　
　
　
　
　
　
／
囁

　
　
　
　
　
　
　
　
の
伝
達
を
う

・
　
　
　
．
　
稲
・
．
　
け
ま
し
た
，

　
　
　
　
・
、
　
　
　
　
三
原
き
ん

は
昨
年
十
月
に
行
わ
れ
た
国
勢
調
査

で
調
査
員
を
つ
と
め
、
そ
の
功
績
が

み
と
め
ら
れ
た
も
の
で
す
、
．
と
く
に

三
原
き
ん
は
昭
和
二
十
二
年
以
来
今

回
ま
で
七
回
行
わ
れ
た
国
勢
調
亘
で

六
回
も
調
査
員
を
経
験
し
て
お
ら
れ

ま
す
。商

業
統
計
調
査

五
月
一
日
現
在
。
実
施

　
国
で
は
二
年
に
一
回
、
全
国
の
商

業
を
営
な
全
事
業
所
を
対
象
と
し
て

一，

､
業
統
計
調
査
」
を
実
施
し
一
、
い

ま
す
。

　
こ
．
の
調
査
は
い
わ
ば
商
業
に
つ
い

て
の
国
勢
調
査
と
も
い
う
べ
㌧
、
、
園
の

重
要
な
統
計
調
査
の
一
つ
で
す
一
．
こ

と
し
は
第
十
三
回
目
の
調
査
の
年
に

当
た
り
、
五
月
…
日
現
在
で
調
査
を

行
い
ま
す
。

　
こ
ん
月
中
に
調
査
昌
ハ
が
商
店
ご
と

に
伺
つ
で
、
調
査
票
．
の
記
人
を
お
ね

が
い
し
ま
す
．
．
卦
、
ρ
忙
し
「
．
と
二
ろ
お

手
数
で
訣
、
’
が
、
調
左
票
の
㍗
＼
提
㍗

に
つ
い
て
ご
協
力
く
だ
き
い
．
．

ごつ㌔
つ
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個
人
の
町
民
税

均
等
割
は
年
額
千
円

4
月
1
9
日
の
臨
時
町
議
会
で
改
正

　
四
月
十
九
日
に
臨
時
町
議
会
が
開
か

れ
、
条
例
の
一
部
改
正
三
件
が
審
議
き

れ
ま
し
た
．
い
ず
れ
も
原
案
こ
お
り
議

決
き
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
の
あ
ら
ま
し

を
招
介
し
ま
す
。

▽
町
税
条
例
の
一
部
改
正

　
町
民
税
の
個
人
分
均
等
割
の
税
率
が

年
額
三
百
円
か
ら
干
円
に
引
き
ヒ
げ
ら

れ
ま
し
た
、
．
改
正
前
の
三
百
円
は
昭
和

二
十
六
年
以
来
す
え
お
か
れ
て
い
た
も

の
一
．
ま
た
、
法
人
な
ど
に
対
す
る
均
等

割
と
法
主
税
割
の
税
率
も
そ
れ
ぞ
れ
引

き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
、
．

　
ま
た
、
軽
自
動
車
税
も
別
表
の
と
お

り
引
き
ト
げ
ら
れ
ま
し
た
、
．
い
ま
ま
で

の
税
率
は
昭
和
四
十
年
度
に
改
正
き
れ

改正後の自動車税

　　　　　　1年税額）

　　650円

1，000「」」

1，500円

2，000円

2，6001「」

原動機付自転車

　総排気量50㏄以下

　〃　51～90㏄

　〃　　　　　91cc以L

軽自動車

　2輪のもの

　3輪のもの
　4輪以ヒのもレ．，）

た
も
の
で
す
，

　
な
お
、
個
人
の
町
民
税
均
等
割
と
軽

自
動
車
税
の
改
正
は
、
昭
和
五
十
一
年

分
か
ら
適
用
し
ま
す
．
法
人
の
町
民
税

の
う
ち
均
等
割
に
つ
い
て
は
昭
和
五
十

↓
年
四
月
↓
日
以
後
に
、
法
人
税
割
に

つ
い
て
は
五
月
一
日
以
後
に
そ
れ
ぞ
れ

終
了
す
る
事
業
年
度
分
か
ら
適
用
と
な

り
ま
す
。

▽
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

　
「
部
改
正

　
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
額
は
、
世

帯
主
と
そ
の
家
族
の
う
ち
の
被
保
険
者

に
つ
い
て
算
定
し
た
所
得
割
額
と
資
産

割
書
、
均
等
割
額
、
平
等
割
額
の
合
算

額
で
す
．
．
た
だ
し
、
課
税
限
度
額
は
十

5，200円

5，900円

2，900円

3，300FJ

2，000F．IJ

・用

糊艦
雪ヒ用

1，3001月

3，900円

3，300円

小型特殊自動車

　農耕作業用

　その他のもの

2輪の小型自動車

二
万
円
と
き
め
ら
れ
て
い
ま
す
．
、

　
そ
こ
で
、
こ
の
た
び
の
一
部
改
正
に

よ
り
こ
の
限
度
額
を
十
五
万
円
と
改
め

ま
し
た
．
、

　
ま
た
、
保
険
税
の
増
減
に
よ
っ
て
月

割
課
税
を
行
う
、
被
保
険
者
異
動
）
わ

く
が
広
げ
ら
れ
ま
し
た
．

▽
名
誉
町
民
条
例
の
［
部
改
正

　
名
誉
町
民
に
対
し
て
尊
敬
の
気
持
ち

を
表
す
た
め
年
金
制
度
を
新
し
く
つ
く

り
ま
し
た
。
年
額
十
五
万
円
の
年
金
を

生
存
の
期
間
中
支
給
い
た
し
ま
す
、
．

大いに利用して／

町図書館に3，000冊の本

町
中
央
公
民
館
の

↓
室
に
町
図
書
館

が
あ
り
ま
す
一
．

　
町
民
な
ら
ど
な

た
で
も
利
用
で
き

ま
す
が
、
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い

の
か
利
用
者
は
ご

く
わ
ず
か
で
す
．
．

そ
の
た
め
、
管
理

に
あ
．
た
っ
て
い
る

教
育
委
員
会
で
は

〃
大
い
に
利
用
し

て
ほ
し
い
〃
と
よ

び
か
け
て
い
ま
す
．
．

　
と
こ
ろ
で
、
町
図
書
館
に
は
現
在
三

千
冊
の
本
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
と
し
の

一
月
目
ら
三
月
ま
で
の
三
ヵ
月
間
に
貸

し
出
し
た
本
は
四
百
二
十
三
冊
、
月
平

均
百
四
十
冊
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
，

　
昨
年
一
年
間
の
利
用
状
況
を
み
て
も

増
え
て
も
減
っ
て
も
い
ま
せ
ん
．
．
利
用

者
は
役
場
の
職
員
か
近
所
の
獲
た
ち
。

た
ま
に
は
会
合
で
公
民
館
を
訪
れ
た
人

た
ち
も
い
ま
す
．
．
そ
の
よ
う
な
人
た
ち

の
な
か
に
は
年
間
百
冊
程
度
の
新
刊
補

充
で
は
充
実
に
は
ほ
ど
遠
く
、
読
み
た

い
本
に
対
す
る
欲
求
に
こ
た
え
ら
れ
な

い
と
い
う
声
も
聞
か
れ
ま
す
．

　
　
方
、
こ
れ
を
お
ぎ
な
っ
て
善
・
・
た
の

が
、
県
立
図
書
館
の
『
．
や
ま
び
こ
号
」

に
よ
る
巡
回
文
庫
、
し
か
し
、
こ
れ
も

昨
年
の
十
月
ま
で
で
中
止
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
．
．

　
町
図
書
館
に
は
、
本
町
出
身
で
福
岡

県
に
お
佐
い
の
矢
野
善
助
き
ん
か
ら
贈

ら
れ
た
「
矢
野
善
助
文
庫
．
一
や
前
教
育

長
の
塩
月
儀
市
き
ん
、
高
森
教
育
長
の

寄
贈
に
よ
る
文
庫
も
あ
り
ま
す
。

　
町
公
民
館
で
は
、
今
後
新
刊
書
の
購

入
を
す
す
め
る
と
と
も
に
、
図
書
の
分

類
や
閲
覧
室
の
整
備
に
力
を
入
れ
る
よ

う
検
討
中
で
す
．
．

郷
土
資
料
も
展
示

　
ま
た
、
中
央
公
民
館
に
は
資
料
室
も

あ
り
、
郷
土
の
文
化
財
や
民
具
な
ど
を

保
管
し
て
い
ま
す
，

　
資
料
室
に
は
県
指
定
文
化
財
の
羽
坂

の
つ
り
鐘
を
は
じ
め
、
元
禄
三
年
山
陰

百
姓
一
揆
の
際
百
姓
た
ち
が
藩
主
に
差

し
出
し
た
願
書
を
書
い
た
と
づ
．
口
い
伝
え

ら
れ
て
い
る
す
ず
り
、
郵
便
現
金
送
行

袋
、
陳
が
き
、
日
時
計
な
ど
め
ず
ら
し

い
八
十
種
類
百
点
余
り
が
展
示
き
れ
て

い
ま
す
。

　
先
人
た
ち
が
か
つ
て
生
活
に
使
一
・
た

用
具
な
ど
を
保
存
す
る
た
め
、
み
な
占
、
、

ん
の
ご
協
力
を
お
ね
が
い
し
ま
す
。

⑱　
抜
け
る
よ
う
な
青
空
、

さ
ん
き
ん
と
降
り
そ
そ
ぐ

日
の
光
、
頬
を
な
で
る
か

ぐ
わ
し
い
風
、
ど
れ
を
と

一・

ﾄ
も
明
る
い
の
が
五
月
で
す
．
．

▽
日
本
国
憲
法
が
昭
和
二
十
二
年
五

月
三
日
に
施
行
き
れ
て
か
ら
今
年
は

二
十
九
年
目
に
当
た
り
ま
す
、
．
確
か

に
憲
法
な
ど
と
い
う
堅
く
る
し
い
も

の
は
気
楽
に
読
み
返
す
と
い
う
わ
け

に
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
そ
の
前
文
を

読
む
と
、
太
平
洋
戦
争
で
↓
切
の
も

の
を
失
い
、
こ
れ
か
ら
再
び
凱
ち
し

が
ろ
う
と
し
た
と
き
、
戦
争
が
い
か

に
罪
悪
で
あ
る
か
、
決
し
て
「
．
再
び

行
一
・
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
決
意

が
あ
ち
こ
ち
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
．
．

▽
わ
ず
か
七
百
字
足
ら
ず
の
な
か
に

「，

ﾄ
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
る
こ
と
の

な
い
よ
う
決
意
」
「
．
…
…
恒
久
の
豆
－

和
を
念
願
し
－
・
平
和
を
維
持
し
…
平

和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す

る
」
と
く
り
返
し
平
和
を
希
求
し
て

い
ま
す
，
国
内
事
情
も
、
国
際
社
会

の
情
勢
も
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
一
．

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
三
十
年
前
の
昔

に
戻
一
・
て
も
う
一
度
読
み
直
す
こ
と

は
意
義
あ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
、

朝
の
斜
日
を
負
ひ
た

れ
ば
語
音
の
琢
え
こ

も
り
つ
つ
霧
た
ち
わ

た
る
　
　
　
牧
　
水



（4）、
つ
戸

rス
ノ町報と

町
の
木
・
花
・
鳥
を
い
た
わ
ろ
う

住
み
よ
い
環
境
づ
く
り

　
昭
和
四
十
八
年
三
月
目
明
る
い
郷
土

ン
〕
二
塁
か
も
、
緑
つ
ノ
＼
，
ウ
」
ψ
ゼ
テ
ー
マ
に
、

東
郷
町
角
樹
祭
を
牧
水
生
家
対
岸
の
牧

火
が
丘
で
開
き
ま
し
た
。
こ
の
植
樹
祭

を
き
’
・
か
け
に
、
町
民
が
自
然
を
愛
し
、

自
然
を
保
護
す
る
情
操
を
養
う
目
的
で

東
郷
町
の
木
・
花
・
鳥
を
公
募
し
て
指

定
し
ま
し
た
，

　
指
定
し
て
す
で
に
三
年
目
ち
ま
し
た

が
、
あ
ら
た
め
て
指
定
の
理
由
を
説
明

し
て
、
自
然
保
護
に
対
す
る
み
な
山
デ
ん

ヵ
ご
協
力
を
お
ね
が
い
し
ま
す
。

町
の
木
＝
．
山
ざ
く
ら
」

　
由
［
y
ご
ノ
こ
づ
は
野
生
の
バ
ラ
科
の
森
同
木

で
、
里
ぎ
く
ら
、
白
山
ぎ
く
ら
と
も
い

い
ま
す
。
関
東
よ
り
．
南
の
地
方
の
山
地

に
自
生
し
て
お
り
、
本
町
の
山
地
に
・
・
つ

多
く
分
布
し
て
い
ま
す
，
三
月
の
中
旬

ご
ろ
か
ら
う
す
紅
の
新
葉
と
と
も
に
白

色
の
五
弁
花
を
開
き
ま
す
．
．
花
は
小
形

で
清
ら
か
な
趣
を
そ
な
え
、
古
く
か
ら

多
く
の
和
歌
に
詠
ま
れ
て
い
ま
す
，
ま

た
、
国
の
花
と
し
て
も
賛
美
き
れ
て
い

ま
す
。

　
そ
の
昔
、
武
士
の
散
り
．
ぎ
わ
を
た
た

え
、
い
さ
ぎ
よ
き
を
た
た
え
た
花
は
山

ぎ
く
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
，

　
牧
水
先
生
も
．
、
う
す
べ
に
に
葉
は
い

ち
は
や
く
萌
え
い
で
て
咲
か
む
と
す
な

’
ウ
．
山
ぎ
く
ら
花
．
な
り
こ
、
山
ぎ
く
ら
を

蓮
と
し
た
歌
を
多
．
く
詠
ん
で
い
ま
す
。

　
瞬
ぎ
く
ら
の
木
は
大
木
と
な
り
、
樹

齢
が
長
く
、
材
質
は
緻
密
［
（
ち
み
つ
）

で
日
嗣
適
度
で
す
．
、
そ
の
う
え
粘
力
が

あ
り
耐
久
強
度
が
大
き
い
た
め
、
古
く

か
ら
主
要
な
建
築
材
と
し
て
重
宝
山
、
・
れ

て
き
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
ら
、
町
民
が

山
ざ
く
ら
の
よ
う
に
長
寿
で
、
粘
り
強

く
あ
っ
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
ど
の
よ
う

な
社
会
に
も
適
応
で
き
る
人
聞
形
成
の

た
め
に
も
最
も
ふ
さ
わ
し
い
木
で
あ
る

．
と
し
て
山
ぎ
く
ら
を
町
の
木
に
指
定

し
た
も
の
で
す
。

町
の
花
「
尾
鈴
寒
ラ
ン
」

　
わ
が
国
に
自
生
す
る
ラ
ン
に
は
カ
ン

ラ
ン
、
シ
ュ
ン
ラ
ン
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

ラ
ン
の
葉
姿
は
気
品
に
あ
ふ
れ
、
花
は

誇
り
を
知
ら
ず
、
け
だ
か
く
り
り
し
い

な
か
に
か
れ
ん
で
高
貴
な
香
り
．
を
た
だ

よ
わ
せ
ま
す
，
ま
た
、
ラ
ン
は
花
の
開

花
期
間
の
長
い
こ
と
で
も
ほ
か
の
花
に

追
随
を
許
し
ま
せ
ん
。

　
本
町
を
東
西
に
縦
走
す
る
尾
鈴
連
山

と
、
周
囲
の
山
脈
の
ふ
も
と
は
寒
ラ
ン

原
生
地
の
宝
庫
で
、
愛
ラ
ン
家
せ
ん
望

の
的
と
な
っ
て
い
ま
す
，

　
血
貝
↑
里
な
寒
ラ
ン
の
・
目
生
地
で
あ
る
仁

町
の
自
然
を
保
護
し
、
自
然
を
愛
す
．
る

心
を
や
し
な
い
た
い
．
、
そ
し
て
、
寒
ラ

ン
の
花
の
よ
う
に
誇
ら
ず
、
格
調
高
い

人
づ
く
り
に
ふ
さ
わ
し
い
花
と
し
て
、

尾
鈴
寒
ラ
ン
を
町
の
花
と
し
て
指
定
い

た
し
ま
し
た
っ

町
の
鳥
｝
「
．
き
じ
＝

　
き
じ
は
日
本
が
原
産
地
で
、
昔
か
ら

国
鳥
の
名
称
が
あ
り
ま
す
。

　
き
じ
は
よ
く
こ
と
わ
ぎ
に
で
て
き
ま

す
．
、
「
き
じ
も
鳴
か
ず
．
ば
射
た
れ
ま
い
」

と
は
戒
め
の
こ
と
ば
．
．
　
「
焼
野
の
き
ぎ

す
夜
の
鶴
」
は
親
の
子
を
思
う
情
の
深

い
二
と
を
い
う
た
と
え
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
き
じ
は
勇
気
の
あ
る

鳥
で
あ
り
、
し
か
も
沈
着
、
用
心
深
い

鳥
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
．
．
勇
気
を

麦
現
す
る
題
材
と
し
て
、
き
じ
を
引
用

し
た
物
語
も
多
く
あ
り
ま
す
．
，
き
じ
は

ヒ
ナ
を
育
て
る
と
き
に
は
、
外
敵
が
近

づ
け
ば
巣
を
捨
て
て
飛
び
去
る
よ
う
な

こ
と
は
し
ま
せ
ん
．
．
落
葉
を
抱
い
て
カ

ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
し
て
冷
静
に
外
敵
を
そ

ら
す
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
．
．

　
き
じ
の
よ
う
に
思
慮
深
ノ
＼
沈
着
に

し
て
勇
気
を
も
つ
て
も
の
ご
と
に
当
る

こ
と
は
、
人
つ
く
｝
5
3
に
ふ
さ
わ
し
い
と

東
郷
町
の
鳥
に
㌧
、
・
じ
を
指
臥
し
た
も
の

で
す
。

　
　
　
×
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
×

　
東
郷
町
の
山
地
に
あ
る
樹
木
を
無
断

で
採
取
す
る
人
、
捕
獲
禁
止
さ
れ
て
い

る
野
鳥
ま
で
捕
獲
す
る
人
が
年
々
多
く

な
っ
て
お
り
、
自
然
環
境
が
荒
ふ
・
、
れ
て

い
ま
す
ゴ
．
一

　
み
ん
な
で
住
み
よ
い
環
境
を
維
持
す

る
た
め
、
自
然
の
保
護
に
ご
協
力
い
た

だ
く
よ
う
お
ね
が
い
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
（
農
林
課
）
．

毎月納入をお勧めします

民年金の保険料国

　
国
民
年
金

の
保
険
料
は

四
月
か
ら
干

四
百
円
に
引

き
ヒ
デ
ら

れ
、
納
付
が

行
わ
れ
て
い

ま
す
、
、

　
保
険
料
は

毎
月
納
め
る

よ
う
に
し
て

く
パ
富
↓
㌔
い
、
．

未
納
と
な
り
．

ま
す
と
多
額

に
な
り
．
、
納

付
も
困
難
と

な
り
．
ま
す
。

ま
た
、
未
納
の
ま
ま
で
す
と
障
舌
年
金

や
母
子
年
金
の
年
金
受
給
権
に
つ
な
が

ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
．
．
じ
ゅ
う
ぶ

ん
ご
注
意
く
だ
さ
い
．
．

　
国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
め
る
方
法

は
、
毎
月
各
地
区
の
組
合
か
納
税
組
合

で
徴
収
し
て
い
ま
す
．
．
組
合
に
加
入
し

て
い
な
い
方
は
、
三
ヵ
月
ご
と
の
納
付

書
が
発
行
さ
れ
ま
す
の
で
、
納
期
限
ま

で
に
も
よ
り
．
の
農
協
窓
口
か
役
場
で
納

め
て
く
だ
尊
・
」
い
．

免
除
が
で
き
ま
す

　
国
民
年
全
は
保
険
料
を
二
十
五
年
以

L
納
め
て
、
穴
五
十
歳
か
ら
受
給
す
る

こ
と
に
な
一
・
て
い
ま
す
．
．
と
こ
ろ
が
、

ど
う
し
て
も
保
険
料
を
納
め
る
の
が
困

難
な
人
の
た
め
に
、
申
請
す
る
こ
と
に

よ
一
・
て
保
険
料
を
免
除
す
る
制
度
が
あ

り
ま
す
．
、
こ
れ
を
申
請
免
除
・
こ
い
い
ま

す
。　

保
険
料
は
三
分
の
一
を
国
が
、
三
分

の
二
を
本
人
が
負
担
す
る
二
と
に
な
’
・

て
い
ま
す
．
、
で
す
か
ら
、
免
除
す
る
の

は
本
人
の
負
担
分
と
い
う
こ
と
で
す
か

ら
、
国
の
負
担
す
る
三
分
の
一
の
額
は

免
除
期
間
中
も
積
み
立
て
ら
れ
る
わ
げ

で
す
、
し
た
が
の
ノ
て
、
免
除
き
れ
た
分

に
つ
い
て
は
受
給
権
が
で
き
ま
す
が
、

未
納
の
ま
ま
で
は
無
効
と
な
り
．
ま
す
．
、

　
事
情
が
あ
っ
て
保
険
料
が
納
め
ら
れ

な
い
人
は
、
必
ず
免
．
除
の
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
，
手
続
き
は
印
か
ん
を
持
一
．

て
住
民
課
福
祉
係
ま
で
お
い
で
く
ど
ふ
・
、

い
。　

な
お
、
こ
の
免
．
除
さ
れ
た
期
間
の
保

険
料
は
、
そ
の
後
納
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
れ
ば
十
年
夏
で
き
か
の
ぼ
一
．
て
、
そ

の
当
時
の
保
険
料
額
で
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。お

わ
び

　
先
月
号
で
、
福
祉
年
金
の
定
時
属
の

期
日
を
五
月
七
日
と
お
知
ら
せ
し
ま
し

た
が
、
五
月
六
日
の
誤
り
で
し
た
，
お

わ
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

ごつ、
つ

町報と
（5）

嘔
璽
㍗

、
博
店
撃
蝋
．
－

＜．．一一

　
町
の
交
通
安
全
対
比
協
議
会
が
四
月

十
日
、
町
立
病
院
前
の
国
道
三
二
七
号

線
で
ド
ラ
イ
バ
ー
に
コ
ー
ヒ
ー
の
接
待

を
し
ま
し
た
。

　
こ
の
日
は
ち
・
♪
う
ど
交
通
安
全
の
運

動
期
間
中
で
、
婦
人
会
と
青
年
の
協
力

を
え
て
、
約
二
百
人
の
ド
ラ
イ
バ
ー
に

交
通
安
全
を
よ
が
、
）
か
け
ま
し
た
．
．

一レ

　
四
月
二
十
七
日
午
前
十
時
＝
．
十
分
よ

り
、
中
央
公
民
館
で
公
民
館
婦
人
部
の

り
ー
ダ
ー
研
修
会
が
あ
り
ま
し
た
．
．

　
・
＝
の
研
修
会
は
公
民
館
婦
人
部
の
あ

り
．
方
、
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
心
が
ま
え

な
ど
に
つ
い
て
、
教
育
委
員
会
が
毎
焦
－

開
い
て
い
る
も
の
’
．
」
す
．

　
こ
の
日
は
グ
ル
ー
プ
の
会
長
な
”
と
六

十
人
が
参
加
し
、
十
二
時
三
十
分
ま
で

熱
心
に
受
講
し
て
い
ま
し
た
、
．

　
研
修
会
は
、
県
社
会
教
育
講
師
団
の

中
村
西
平
山
・
・
ん
が
「
青
少
年
教
育
の
諸

問
題
「
…
と
題
し
て
講
義
を
し
ま
し
た
．
．

，

～．　㌔
＋
．
晶
　
昭
和
時
代
⑬

塩
月
儀
市

物　
　
昭
和
三
十
七
年
に
公
営
住
宅
を
坪

藻
船
録
野
田
に
＋
二
「
円
を
建

　
　
二
の
任
，
に
東
郷
診
療
所
を
廃
止
し

　
て
、
ベ
ッ
、
ド
数
二
十
九
床
を
有
す
る

　
東
郷
村
立
東
郷
病
院
を
設
置
し
ま
し

　
た
。

　
　
七
月
に
東
郷
村
農
業
構
造
改
善
対

～
策
審
議
会
を
設
置
し
ま
し
た
．
こ
の

　
会
は
本
村
農
林
堂
の
構
造
改
善
を
行

　
う
段
階
を
審
議
検
討
し
、
村
長
の
諮

　
問
に
応
ず
．
る
こ
と
を
目

”
的
と
し
た
も
の
で
す
．

　
・
E
な
事
業
と
し
て
農
林

　
業
家
の
就
業
構
造
基
礎

奪
査
・
基
幹
作
目
設
定

　　
の
検
討
で
し
た
、
結
果

　　
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
．
、

．一 w．

A一一㍗ニヂ，　一》チニ触一

　善　　　③　　②
　幽幽凹凹土集集耕農
　業三良良地団団地業
　の十をを改化化集を
　予八希希良をを団や
　備年望望に希希化め
　禰＝．しすっ望咽にか

郷
磁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
三
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
八

　
翌
三
十
八
年
三
月
に
農
業
構
造
改

善
事
業
の
予
備
地
域
の
県
指
定
を
受

↑
．
今
後
の
農
業
経
営
に
つ
h
て

　
経
営
を
拡
大
し
た
い
　
一
「
四
六

　
現
状
の
ま
ま
で
よ
い
　
　
五
八
五

　
経
営
を
縮
少
し
た
い
　
　
一
⊃
四

　
農
業
を
や
め
た
い
　
　
　
　
八
↓

②
耕
地
集
団
化
に
つ
い
て

　
集
団
化
を
希
望
す
る
　
　
五
七
＝
．

　
集
団
化
を
希
望
し
な
い
　
二
八
七

　
　
　
　
　
　
．
い
て

　
改
良
を
希
望
す
る

　
改
良
を
希
望
し
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
，

け
、
七
月
に
農
家
の
意
向
調
査
を
行
“

い
ま
し
た
．
三
十
九
年
五
月
に
第
二
｝

回
呈
向
饗
行
い
、
・
れ
・
　

灘
鞍
馬
貯
麩
鎚

て
ま
し
た
，
四
十
年
五
月
に
知
事
の
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

認
可
が
あ
り
ま
し
た
一
．
　
　
　
　
　
〃

　
具
体
案
に
よ
る
営
農
形
態
は
一
．
…
嘩

㌔
解
繕
嫁
を
、
黒
．
．
し
，
、
　

し
纏
顧
薩
黛

養
鶏
を
副
と
す
．
。
．
．
　
　
　
　
　
母

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
　

山
間
地
帯
は
ケ
．
リ
、
し
い
た
け
を
チ

主
と
し
’
、
、
米
、
肉
牛
生
産
育
成
を
恐

　
　
　
副
と
す
る
一
－
と
い
う
二
と
ヂ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
r

　　ま理事編iを事て治らし：ナを
　　し　、務成ビは務以二役た、作
　　た税のとスかの来十場＝総成
　　　C務総事のり能の二事昭務す
　　　引合務向ま芸事年務和課る
　　　務管器．ヒし化務にを三長た
　　　の理具のたとを町改一｛・がめ
　　　総’をたヒ正根村善八室に
　　　合文購めそ田本制し年長企
　　　管書入にし化的がま一一を画
　　　蟹鉛瓢蔽魁臓室
　　　行」中富の二一めき　．日しを
　　　い管口再甚化’れ明かま設
ぐ㍉　 一一 ｨγ曲チ蒔「ナ唖一男こ一辱一〃一㍉一4丁㍉一ジ喫一一一

で
す
，
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
了

ぺ
で
。
ト
地
区
と
し
て
ジ

纒
鞭
雛



（6）
，
つ一

｝
つ

町報と

お知らせ

潔

町
道
の
認
定
基
準

　
町
道
の
認
定
基
準
を
改
正
し
、
こ
と

し
の
三
月
三
十
↓
日
か
ら
施
行
し
ま
し

た
。
基
準
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
．
、

ぼ
集
落
（
お
お
む
ね
肩
口
三
戸
、
人

　
口
十
人
以
し
の
集
落
）
と
こ
れ
と
密

　
接
な
関
係
に
あ
る
集
落
、
ま
た
は
国
・

　
県
・
町
道
に
貞
接
連
絡
す
る
道
路
で

　
あ
る
こ
〉
｝
．
．

②
　
路
線
の
延
長
が
お
お
む
ね
百
工
以

　
卜
．
で
あ
る
こ
と
．
．

③
　
路
線
の
幅
員
が
お
お
む
ね
三
層
以

　
上
で
あ
り
、
か
つ
普
通
自
動
車
の
交

　
通
可
能
な
道
路
で
あ
る
こ
と
．
．

④
道
路
敷
地
が
町
道
と
し
て
た
ゼ
ち

　
に
登
録
の
で
き
る
条
件
を
具
備
し
て

　
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
，

⑤
原
則
と
し
て
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗

　
装
以
上
の
整
備
が
キ
・
㌔
れ
て
い
る
道
路

　
で
あ
る
こ
と
．
．

ゴ
ミ
の
出
し
方

燃
え
る
ゴ
ミ
は
緑
色
の
袋

　
四
月
か
ら
ゴ
ミ
の
収
集
を
行
っ
て
い

ま
す
が
、
ゴ
ミ
の
出
し
方
に
つ
い
て
再

疲
お
ね
が
い
し
ま
す
，

①
燃
え
る
ゴ
ミ
と
燃
え
な
い
ゴ
ミ
を
完

　
全
に
分
け
る
．
．

（
色
ゴ
ミ
袋
は
町
の
指
定
し
た
袋
を
使
用

　
し
、
燃
え
る
ゴ
ミ
は
緑
色
の
袋
、
燃
え

　
な
い
ゴ
ミ
は
赤
色
の
袋
に
入
れ
る
．
、

③
ゴ
ミ
は
収
集
日
の
朝
、
八
時
三
十
分

　
ま
で
に
指
定
の
場
所
に
出
す
。

④
ゴ
ミ
は
お
お
む
ね
誤
想
以
下
、
体
積

　
五
十
立
方
算
以
下
と
す
る
。

⑤
台
所
か
ら
出
る
野
菜
く
ず
、
残
飯
な

　
ど
は
じ
ゆ
う
ぶ
ん
に
水
切
り
を
し
、

　
袋
の
口
を
ヒ
モ
で
♪
び
す
ぶ
つ

⑥
．
ゴ
ミ
の
収
集
場
所
の
整
と
ん
と
美
化

　
に
心
が
け
る
。

県
税
の
自
動
車
税

納
期
は
5
月
3
1
日
で
す

　
日
向
県
税
事
務
所
で
は
、
自
動
車
税

は
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
納
め
て
ほ
し

い
と
よ
び
か
け
て
い
ま
す
．
、

　
み
な
き
ん
の
お
手
元
に
納
税
通
知
書

が
送
ら
れ
て
き
ま
す
・
4
3
で
、
日
向
県
税

事
務
所
か
郵
便
局
、
農
協
な
ど
で
納
め

て
く
だ
山
、
・
い
、
、
ま
た
、
便
利
な
口
座
振

替
も
ご
利
用
く
ゼ
山
、
・
い
．

　
今
年
度
か
ら
自
動
車
税
が
変
わ
り
ま

し
た
．
．
た
と
え
ば
、
普
通
乗
用
車
で
二

万
一
千
円
の
税
額
が
二
万
七
干
五
百
円

に
、
二
万
四
千
円
が
三
万
一
干
五
百
円

と
い
う
よ
う
に
あ
が
っ
て
い
ま
す
．
．

　
な
お
、
自
動
車
を
廃
車
し
た
り
下
取

り
に
出
し
た
よ
う
な
と
き
は
、
忘
れ
ず

17

齬
､
運
事
務
所
に
登
録
す
る
か
、
県
税

事
務
所
へ
ご
連
絡
く
だ
き
い
．
放
っ
て

お
く
と
課
税
台
帳
が
整
理
き
れ
ま
せ
ん

今
月
の
納
税

固
定
資
産
税

一
期

納
期
　
　
五
月
三
十
一
日

の
で
、
い
つ
ま
で
も
自
動
車
税
の
納
税

通
知
書
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
．
。

心
配
一
．
」
と
相
談
所

毎
月
第
三
火
曙
日
に
開
設

　
町
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
み
な
き

ん
が
日
ご
ろ
困
っ
て
い
る
こ
と
や
悩
ん

で
い
る
こ
と
な
ど
心
配
ご
と
の
相
談
に

一5

ｶ
て
い
ま
す
、

　
毎
月
第
三
火
曜
日
の
午
前
十
時
か
ら

十
二
時
ま
で
、
老
人
福
祉
館
で
開
い
て

い
ま
す
、
こ
の
日
以
外
で
も
各
地
区
の

民
生
委
員
に
相
談
さ
れ
て
も
け
っ
こ
う

で
す
。
す
べ
て
無
料
で
、
相
談
の
内
容

は
他
に
も
ら
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
庖
、

　
枳
談
は
電
話
で
も
受
付
け
ま
す
。
生

活
が
苦
し
い
、
家
庭
の
不
和
、
非
行
の

あ
る
子
ど
も
の
こ
と
、
乱
言
通
事
故
な
ど

ど
ん
な
こ
と
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
．
。

　
　
東
郷
町
心
配
ご
と
相
談
所

　
　
　
　
電
話
＝
六
番

戸
籍
手
数
料
が
改
正

　
こ
の
ほ
ど
戸
籍
手
数
料
令
が
改
正
き

れ
、
五
月
一
日
目
ら
日
工
の
謄
・
抄
本

の
手
数
料
は
枚
数
に
関
係
な
く
一
通
に

つ
き
二
百
円
に
な
り
ま
し
た
。
改
め
ら

れ
た
手
数
料
の
お
も
な
も
の
は
つ
ぎ
の

9

と
お
り
で
す
．

▽
戸
籍
の
謄
・
抄
本
　
一
通
二
百
円

▽
除
籍
の
謄
・
抄
本
．
i
ム
通
三
百
円

▽
戸
籍
記
載
事
項
証
明
⊥
件
百
円

▽
除
籍
記
載
事
項
証
明
口
↓
件
二
百
円

▽
受
理
証
明
書
一
↓
通
百
円

▽
L
質
紙
使
用
の
婚
雛
届
な
ど

　
の
受
理
証
明
書
一
一
通
八
百
円

▽
戸
籍
簿
の
閲
覧
巨
一
口
籍
百
円

▽
除
籍
簿
の
閲
覧
1
1
↓
戸
籍
二
百
円

▽
届
書
類
の
閲
覧
闘
書
類
一
件
百
円

　
な
お
、
戸
籍
の
謄
抄
本
な
ど
を
郵
便

で
請
求
さ
れ
る
と
き
は
、
必
ず
現
金
書

留
か
郵
便
局
の
定
額
小
為
替
で
手
数
料

を
納
め
て
く
だ
尊
・
・
い
、
．

善
意
の
と
も
し
び

　
社
会
福
祉
事
業
に
役
立
て
て
く
だ
き

い
と
、
町
民
の
み
な
き
ん
か
ら
た
く
き

ん
の
善
意
が
よ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
．
．
厚

く
お
礼
を
申
し
あ
げ
ま
す
．
、

　
へ
忌
明
寄
付
V

▽
八
重
原
の
甲
斐
戴
き
ん
か
ら
（
夘
之

　
助
さ
ん
・
8
5
歳
ご
死
去
）

▽
坪
谷
の
那
須
良
作
き
ん
か
ら
（
ヒ
デ

；薗■IIII［■1511●●

＝

…

i

＝

3

曇

話

＝

　　　人

51年4月1日現在

　　（　）は対前月比

グ」　　　　　3，296　ノ＼

　　　　　（一30）

1女　　　　3，436ノ＼

　　　　　（一50）

総数　　　　6，732　ノ又

　　　　　（一80）

【仕年昔数　　1，755　［廷｝粥＝

　　　　　（一1）

口　■II”・II”1．．膨邑

　　　　　　■塁

i

＝

＝

呈

孟

署

一鱈●ll「閥馳脾■88■IIII．ul悶日●■II5【■」幽1目■●●卓IIムll闘1脚・8

ン
、
、
ん
・
8
8
歳
ご
死
去
）

・
坪
谷
の
伊
勢
田
進
ふ
、
・
ん
か
・
つ
（
＝
ヨ

｝
・
・
ん
・
田
歳
ご
死
去
）

　
　
　
東
郷
町
社
会
福
祉
協
議
去

騰
饗
欝
難

　
　
　
　
　
3
月
届
出
分

出
生
お
め
で
と
う

　
赤
ち
ゃ
ん
の
名
　
父
の
各
訓
細
落

須二号田河塩

田田池代野月

美辰俊士々

穂嘉行世和彩
茂．．．忠h利悌．
　誠
男　一治男二
小羽鶴寺八小
野　野　重野
田坂一巴迫一原田

結
婚
お
め
で
と
う

氏

寺黒桑岩黒黒星寺児谷

田木原井木木野原玉口

ッ勝巨利幹明豊島ま峰
タ　美　　　　　つ　　名

子六子春子上子三子久

羽迫坪門寺日群羽日福部
　野　川　向馬　向　　，，．
坂内谷町迫市県坂市瀬洛

ご
冥
福
を
祈
り
ま
す

野甲鈴甲；氏

田須三原斐

コヒタロ春ウ．
。デ赫治。名

．
．
隻
翌
．
部
落
　

58　8783　71　71

坪坪八鶴仲
　　　重野
一谷．谷原内深
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