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歌
う
こ
と
に
喜
び
を

む
け
さ
ん
コ

ー
ラ
ス
が
誕
生
し
て

糺
う
托
吊

歌
っ
て
い
る
と
き

み
ん
な
の
以
持
は

．
つ
に
な
る

そ
の
十
ば
ら
し
さ
、
楽
し
さ

歌
は
心
の
・
Ｊ
る
さ
と

悲
し
み
を
い
や
し

喜
び
を
こ
だ
ま
す
る

晩
秋
の
静
寂
を
や
ぶ
っ
て

逎
し
い
歌
声
が
流
れ
て
く
る

町
４

ｊ
卜

。
り
乢
凵
・
凵
・

町
尺
砿
賍
匕

ｙ
ソ
１
∴
じ

、



町政功労者を表彰 町
議
会
議
員
ら

受
賞
者
は
十
五
名

昭

和

．五

十

年

暖

の

町

政

功

労

者

表

彫

式

が

、

秋

晴

れ

の

‐
1
.一

‥ｎ

四

日

．

町

民

福

祉

セ

ン

タ

ー

に

お

い

て

行

わ

れ

ま

し

た

．

今

年

の

受

賞

者

は
ｔ

友

人

で

．

長

哄

に

わ

た

っ

て

町

の

振

興

に

尽

く

し

た
。
そ
の
功
績
と
栄
誉
を
た
た
え
ま
し

ダ
式
は
十
時
か
ら
行
わ
れ
、
助
役
の
開

式
の
こ
と
ば
に
続

き
、
町
長
が
今
ま
で

の
労
を
ね
ぎ
ら
い
、「
こ
れ
か
ら
も
町
の

発
展
の
た
め
に
協
力
し
て
ほ
し

い
」
と

式
辞
を
述
べ
ま
し
た

そ
の
あ
と
表
彰

式

に
移
り
。
十
丘
名
の
方
々
ひ
と
り
ひ

と
り
に
町
長
か
ら
表
彰
状

と
記
念
品
が

手
わ
た
さ
れ
ま
し
た
。

来
貰
か
ら
は
、
地
方
行
政
連
紬
ま
艮

匐
地
町
議
会
珊
長
の
睨
辞
が
あ
り
、
そ

し
て
受
賞
者
を
代
表
し
て
羽
根
昇

．
氏

が
「
こ
れ

か
ら
も
よ
り
一
層
町
の
た
め

に
努
力
し
ま
す
」
と
答
辞
を
述
べ
、
式

を
終
り
ま
し
た
．．

受
賞
古
は
次
の
方

々
で
才
一

一
敬
称
略

．一

▽
町
議
会
議
Ｑ

【
在
職
十
二

年
】

羽
根
裨

．

佐
久
川
ｉ

寛

菅
野

正
明

▽
農
業
委
員
（
を
職
Ｐ
二
軍
一

菅
野
喜
一
　

佐
藤
喜
二
郎

∇
選
堆
菅
理
委
口
｛
在
職
卜
二
年

｝

引
地
芳
男

▽
消
防
Ｍ

一
在
職
三

卜
年
一

菊
池
利
雄

後
縛
昌
沖

▽
町
職
員

一
在
職
ニ
ト
年
一

人
内
£

美

鈴
木
捷
治

松
浦
‥叭

ｆ

犬
野
昊
’ｒ

▽
部
落
会
長

一
産
職
卜
￥
一

目
黒
久
太
郎

７
納
税
似
｀
口
長

芳
賀
４

郎

鈴
木
登

一冫４ か'･ み なさ友

式

辞

菊
花
か
お
る
こ
の
と
き
、
昭
和
丘
ト

ー
度
町
政
功
労
者
の
表
彰
式
を
挙
行
い

た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
公
私
共
御
多
増

の
折
に
も
か
か
わ
ら
Ｆ
地
方
行
政
連
絡

室
艮
毆
を
は
じ
め
来
賓
各
位
関
係
皆
々

隊
の
御
来
臨
を
暘
り
厚
く

お
礼
を
中

’
‘

Ｌ
げ
ま
卜
　

当
町
に
お
き
ま
し
て
は
去

る
四
卜
ご一
年
．
町
表
彰
規
程
を
制
定
’
‘

政
治
．
経
済

、
産
業
、
文
化
、
社
会
等

町
政
各
般
に
わ
た
っ
て
町
の
娠
興
に
寄

与
さ
れ
、
そ
の
御
功
績
顕
苦
な
方
々
を

友
彰
し
民
風
の
高
川

を
促
進
し
て
参

っ

て
お
り
本
年
度
は
第
八
川
日
を
迎
え
ま

し
た

．
本
日
″μ
彰
巾

Ｌ
Ｌ
げ
ま
十
皆
曄

方
は
．
町

議
会
議
Ｑ

．
農
哀
委
細

、
選

叭
管
理
脣
ａ

、
消
防
川
μ

、
町
職
員
、

部
落
会
長

、
納
税
組
か
長
の
万

々
で
御

座

い
ま
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要

職
に
あ
:

 
ﾔ し

町
発
展
に
多
人
の

御
貢
献
を

い
た
だ
き
ま
し
た
こ
の
磚
功

破
に
対

．
』衷
心
よ
り
深
く
６

謝
を
申
し

あ
げ
敬
意
を
表
卞
る
次
第
で
二
さ
い
ま

す
　

お
陰
椪
を
む
ら
ま
’
』
で
町
む
町
民

の
御
協
力

に
よ
り
、
私
の
信
条
と
い
た

し
て
お
り
ま
十
叫
る
く
ゆ
た
か
な
庄
み

よ
い
町

づ
く
り
の
た
め
の
事
震
も
掵
々

遮
み
町
の
町
途
は
川
る
い
希
望
が
あ
る

と
は
中

せ
、
益
々
増
大
す
る
行
政
需
要

と
と
も
に
最
近
に
お
け
る
経
済
変
動
に

よ
る
彰
響
は
大
き
く
、
多
鼈
が
ｆ

忽
さ

れ
ま
す
．．
と
う
か
皆
様
方
に
は
こ
の
Ｌ

と
む
磚
健
瞭
で
町
の
指
導
者
と
し
て
、

ま
た
町
民
の
隕
範
と
し
て
ま
す
ま
す
ご

尽
ｒ

い
を
賜
わ
り
ま
す
と
と
も
に
町
政

に
つ
き
ま
し
て
も
一
層
の
ご
支
援
．
ご

鞭
韃

一
べ
人
た

？

を
賜

わ
り
ま
す
よ

う
御
願

い
申
し
卜
ぶ
‥
杠
の
ご
挨
拶
（
あ

い
さ
？

と
い
た
し
ま
す

昭
和
丘
卜
￥
卜

．
日
四
日

国
兒
町
長

佐
蒔
摶
石
工
鬥

地
方
教
育
行
政
功
労
賞
を
受
賞

町
教
育
長
の
岩
谷
氏

岩 谷氏

去
る
ト

ー
Ｈ

三
卜
．
県
文
化
セ
ン

タ

ー
に
お
い
て
、
川
兇
町
教
育
昏
Ｕ
会
戦

肓
長
で
あ
る
岩
谷
唯
近
氏
｛

？

が
、

永
年
に
ｈ

た
る
地
方
教
育
行
政
功
労
者

と
し
て
県
教
育
委
Ｑ
会
よ
り
輝
く
表
彰

を
受
け
ら
れ
ま
し
た
．．

岩
谷
氏
は
長

い
問
、
小
中
乍
校
輿
と

し

て

、

ま

た

県

教

育

行

政

官

と

し

て

、

県

ド

教

育

界

の

指

導

に

当

た

ら

れ

て

き

ま

し

た

．

昭

和

四

卜

年

．
．一
川

、

卜

．
｀
ｔ

間

つ

と

め

ら

れ

た

醸

芳

中

幸

校

長

を

勇

遇

、

川

年

六

川

岡

兄

町

教

育

委

日

会

戦

窗

長

と

し

て

迎

え

ら

れ

コ

　
Ｉ

町

の

学

校

教

育

．

社

会

教

育

の

健

展

の

た

め

に

尽

く

さ

れ

ま

し

た
こ

呪

＆

さ

ら

に

、

伊

達

地

方

軟

膏

艮

連

繍

難
　
・

　
壟

　
ま

　
当

　
Ｉ

　
↑

敦

育

長

会

長

そ

し

て

全

国

町

村

教

育

長

理

事

と

し

て

活

躍

さ

れ

て

い

ま

す

．



専
業
農
家
わ
ず
か
一
四
％

一
九
七
五
年

農
業

セ

ン

サ
ス
の
結

果

今
年
の
二
月
一
日
現
在
で
実
施
さ
れ

た
、
一
九
七
五

年
農
業
セ
ン
サ
ス
の
紡

桀
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。
　
　

。

◇
農
家
数

と
慶
家
人
口

二
月
一
日
現
在
、
農
家
数
は
千
五
百

三
十
一
戸

と
な
り
、
全
国

的
な
農
牽
故

の
減
少
と
兼
業
化
の
波
が
押

し
よ
せ
る

中
で
、
囚
兄
町
も
例
に
も
れ
ず
、
昭
和

三
十
五
年
よ
り
百
一
尸
、
昭
和
四
十
五
年

よ
り
六
十
五
戸
と
減
少
を
続
け
て
い
ま

す
。
一
方
、
兼
業
化
は
著
し
く
道
行
し

て
、
昭
和
三
十
年
当
時
四
十
九
％
（
七

百
九
十
一
戸

）
だ
っ
た
の
が
、
八
十
六

％
（
千
三
百

十
六
戸

）
を
占

め
。
特
に

纂
二
楴
兼
業
（
蒙
業
が
主

）
が
全
体
の

ｉ
分
と
な
り
、
農
業
の
片
手
間
従
事
が

目
立
ち
ま
す
。
ち
な
み
に
専
業
農
家
は

Ｅ
’

‘
す

カ

ー

匹

呎

｛

こ

白

十

五

戸

｝

、

昭

和

三

十

年

当

時

の

丘

ト

ー
％

｛

八

む

三

卜

八
一
尸

｝

と

比

ぺ

る

と

実

に

大

幅

な

減

と

な

り

ま

し

た

。

農

家

人

口

も

減

少

を

つ

づ

け

、

昭

和

四

十

丘

年

と

比

較

す

る

と

七

百

七

ト

ー
人

の

減

、

昭

和

ｔ
Ｔ

年

と

比

較

す

る

と

一
二
ｔ

三

百

丘

人

の

減

と

な

っ

て

お

り

ま

す

。

◇

緋

地

と

農

業

生

産

経

常

耕

地

面

積

は

千

二

百

八

十

五

・

五

ヘ

ク

タ

ー

ル

で

。

総

面

積

の

約

三

十

四

％

、

そ

の

う

ち
田
か
や
分
を
占
め
て
い
ま
す
。
経
営

林
地
規
模
別
に
は
、
農
家
数
千
五
百
三

十
二
尸
の
う
ら
、
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
か
ら

丁

五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
階
脳
が
三
百
五

十
六
戸
と
最
も
多
数
。
集
中
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
ヘ
ク
タ
ー
ル

未
満
が
八
百
八
十
四
戸
で
。

】
・
五
ヘ

ク
タ
ー
ル
以
上
（
百
九
十
戸
）
よ
り
は

る
か
に
多
い
の
で
す
。

農
業
生
産
物
は
米
が
過
半
故
を
占
め

次
に
果
物
。
簀
蚕
と
絖
い
て
い
ま
す
。

以
上
概
要
で
す
が
、
町
の
主
幹
産
裏

で
あ
る
農
業
を
、
将
来
ど
の
よ
う
な
姿

に
待
っ
て
い
く
か
、
考
え
方
の
違

い
は

あ
り
ま
す
が
ま
ず
実
態
を
は
嵬
し
、
現

実
を
ふ
ま
え
て
考
え
て
い
た
だ
き
た

い

と
思
い
ま
す
。

な
お
。
そ
の
他
く
わ
し

い
資
料
は
役

場
企
画
課
に
あ
り
ま
す
の
で
。
お
飢
軽

に
ご
ら
ん
下
さ

い
。

農家数及び農家人口の推移

衂曩寡鸛は　　　　　　 ｌ
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○

専
業
農
家
－

兼
業
隧
事
者
の

Ｉ
人
も
い
な
い
農
家

Ｏ

第
一
種
兼
業
展
家
Ｌ
農
業
を
主
と
す
る
兼
業
農
家
（
そ
の
農
家
の
家
計
が

主
と
し
て
農
業
所
碍
に
依
存
し
て
い
る
農
家
）

Ｏ

璃
二
種
兼
業
農
家
Ｉ
兼
業
を
主
と
す
る
農
家
｛
そ
の
農
家
の
家
計
が
主
と

し
て
農
業
以
外
の
兼
業
所
得
に
依
存
し
て
い
る
農
家
｝



募集作品発表

’社
会
を
明
る
く
す
る
連
助

’
に
ち
な

ん
で
、
夏
休
み
を
利
用
し
て
小
学
生
に

作
文
と
標
語
を
募
集
し
た
と
こ
ろ
、
た

く
さ
ん
の
作
品

が
集
ま
り
ま
し
た
。
掌

校
が
か
た
よ
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
残
念

で
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
征
月
少
し
ず
つ

人
賞
作
品
を
紹
介
し
て
ま
い
り
ま
す
。

小
さ
な
親
切
運
動藤田小学校

４年　青木由美子

わ
た
し
の
親
切
運
動
は
、
学
校
の
ろ

う
下
の
ゴ
ミ
拾

い
や
。
教
室
の
ゴ
ミ
拾

い
な
ど
で
す
。

ほ

か
の
人
は
、
み
ん
な
か
わ
っ
た
こ

と
を
や
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え

ば
、
学

校
に
あ
る
Ｕ
時
計
を
ふ
い
た
り
、
校
庭

の
石
拾
い
を
し
た
り
す
る
の
で
す
。
わ

た
し
な
ん
か
は
、
ほ
ん
と
に
小
さ
な
麗

切
で
、
み
ん
な
目

に
つ
か
な
い
よ
う
な

と
こ
ろ
を
、
ち
ょ
り
と
や
る
の
で
す
。

だ
か
ら
、
わ
た
し
は
も
っ
と
し

っ
か
り

が
ん
ば
ら
な
け
れ
ば
と
思

い
ま
し
た
。

し
か
し
、
い
く
ら
小
さ
な
親
切
で
も

や
っ
た
あ
と
は
と
て
も
気
持
が
い
い
で

す

。あ
る
目
、
わ
た
し
が
登
校
を
し
て

い

る
と
、
た
ぱ
こ
の
火
を
け
さ
な
い
で
す

て
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
れ

で
、
わ
た
し
は
兄
て

い
る
う
ち
に
い
や

な
訊
持

に
な
っ
て
し
ま
い
、
け
し
ま
し

た
。
そ
う
す
る
と
、
い
や
な
気
持
が
ど

こ
か
へ
い
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
き
が

し
ま
し
た
。
そ
の
凵
は
雨
が
ふ
っ
て
い

た
の
で
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
も
し
わ

た
し
が
け
さ
な
か
っ
た
ら
と
思
う
と
、

も
う
お
ち
つ
い
て

い
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
。
そ
の
と
き
、
わ
た
し
は
い
く
ら
小

さ
な
親
切
で
も
親
切
に
は
か
お
り
が
な

い
の
だ
と
思

い
ま
し
た
。

あ
る
日

。
こ
ん
な
こ
と
を
し
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
道
の
横
に
ど
ろ
ま
み
れ
に
な

っ
た
あ
き
か
ん
が
ｆ

て
て
あ
っ
た
の
で

わ
た
し
が
拾
っ
て
す
て
ま
し
た
。
さ
い

し
ょ
は
き
た
な
く
て
い
や
で
し
た
。
で

も
が
ま
ん
し
て
拾
い
ま
し
た
。
だ
か
ら

み
ん
な
、
き
た
な
く
て
も
「
国
兇
町
の

た
め
だ
」
と

思

っ
て
、
ゴ
ミ
を
拾
っ
て

く
だ
さ
い
。

し
か
し
、
子
ど
も

ば
か
り
が
観
切
を

し
て
も
、
お
と
な
の
人
が
ゴ
ミ
を
す
て

る
の
で
は
だ
め
な
の
で
、
お
と
な
の
人

も
ゴ
ミ
を
拾
っ
た
り

い
ろ
い
ろ
な
親
切

を
た
く
さ
ん
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す

る
と
、
国
見
町
は
と
て
も
き
れ
い
な
町

に
な
る
と
思

い
ま
す
。

小
さ
な
親
切
運
動藤

田小学校
４年　村上真理

わ
た
し
た
ら
四
年
生
は
、
少
し
で
も

み
ん
な
の
役
に
た
ち
た
い
と
思
い
、
小

さ
な
親
切
運
動
を
始
め
ま
し
た
。

ク
ラ
ス
ご
と
に
み
ん

な
そ
れ
ぞ
れ
が

ん

ば
っ
て
い
ま
す
。

仕
嶇

の
な
い
よ
う
は
、
こ
ま
っ
て

い

る
人
に
手
を
さ
し
の
べ
て
く
れ
た
り
、

お
と
し
よ
り
を
親
切
に
し
た
り
し
ま
す

幸
校
の
こ
と
で
は
、
み
ん
な
の
飢
づ

か
な
い
学
枚
の
才
み

ず
み
の
よ
ご
れ
て

い
る
と
こ
ろ
を
そ
う
じ
し
た
り
し
ま
す

夏
休
み
中
に
、
わ
た
し
は
お
か
あ
さ

ん
と
福
島
の
デ
パ
ー
ト
に
行
っ
た
時
に

赤
ち
ゃ
ん
を
お
ん
ぷ
し
て
に
も
つ
を
た

く
さ
ん
も
っ
て
ぃ
る
人
が
。
バ
ス
の
巾

に
は
い
っ
て
き
ま
し
た
。

わ
た
し
は
、
そ
の
お
ば
さ
ん
に
席
を

ゆ
ず
っ
て
あ
げ
よ
う
と
思

い
ま
し
た
が

は
ず
か
し
く
て
最
切
は
こ
ま

り
で
い
ま

し
た
。
そ
の
時
、
お
か
あ
さ
ん
に

「
席
を
ゆ
ず
っ
て
あ
げ
た
ら
い

と
、
い
わ
れ
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
ゆ
う

き
を
だ
し
て
そ
の
お
ば
さ
ん
に

「
ど
う
ぞ
こ
こ
に
す
わ
っ
て
下

さ
い
い

と
い
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
あ
り
が
と

う
と
い
わ
れ
ま
し
た
、
そ
の
と
き
わ
た

し
は
、
は
ず
か
し
く
な
っ
で
し
ま
い
ま

し
た
。
で
も
あ
と
か
ら
、
席
を
ゆ
ず
っ

て
あ
げ
て
よ
か
っ
た
な
あ
と
思
い
ま
し

た
、
今
度
か
ら
も
。
人
に
小
さ
な
親
切

を
た
く
さ
ん
や
り
な
い
と
思

い
ま
す
。、

わ
た
し
が
、
お
と
な
に
な
っ
て
も
そ

の
こ
と
を
わ
す
れ
な
い
で
『

こ
の
国
見

町
、
そ
の
他
の
町
を
き
れ
い
な
す
み
よ

い
町

に
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

戦
没
者
な
ど
の
遺
族
に
　

特
別
弔
慰
金
を
支
給

今
年
は
、
終
戦
か
ら
三

十
年
Ｕ

に
あ

た
り
ま
す
が
、
さ
き
の
大
戦
で
亡
く
な

ら
れ
た
戦
没
書
な
ど
の
遺
族
に
国

か
ら

改
め
て
弔
慰
の
息
を
表
わ
才
た
め
。
特

別
弔
慰
金

と
し
て
圃
庫
債
券
（
額
而
二

卜
万
円
、
十
年
償
遭
）
が
支
給
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

◇
支
給
対
象
者

日
傘
時
変
以
険
に
死
亡
し
た
戦
没
者

の
遺
族
で
、
昭
和
瓦
卜
年
四
月
一
日
で

同
一
の
戦
没
者
専
に
つ
き
公
務
扶
助
料

遺
族
￥

金
専
の
受
給
者

が
い
な
い
人
。

◇
戦
没
者
な
ど
と
は

日
串
事
変
ぼ
つ
発
｛

昭
和
十
二
年
七

月
七
日

｝
以
纔

に
公
務
上

、
ま
た
は
勧

務
に
関
漣
し
て
傷
病
に
か
か
り
、
こ
れ

に
よ
っ
て
死
亡
し
た
車
人
軍
賦
ま
た
は

準
軍
属
（
被
徴
用
者
、
助
異
辛
健
、
国

民
義
勇
隊
な
ど
）
で
あ
っ
た
人
。

◇
遺
族
の
範
囲

太
平
洋
喊
争
ぽ
っ
発
｛
昭
和
卜
六
年

十
二
月
八
日
｝
以
険
に
死
亡
し
た
人
の

遺
族
に
つ
い
て
は
、
戦
傷
卿
者
戦
没
者

遺
族
番
援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金
を
受
給

し
た
人
で
す
。
な
お
、
弔
慰
金
受
給
者

が
昭
和
圧
十
年
四
月
一
日
現
在
で
、
す

で
に
死
亡
し
て
い
る
増
合
は
、
戦
没
者

等
の
子
、
戦
没
者
等
と
生
前
川
一
生
計

関
係
に
あ
っ
た
父
母
、
係
、
祖
父
母
、

兄
弟
姉
妹
の
順
で
、
そ
の
う
ち
の
先
順

位
書
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

日
華
時
変
中
｛
昭
和
十
二
年
七
月
七

日
～
昭
和
十
六
年
十
二
月
七
日
｝
に
死

亡
し
た
人
の
遺
族
に
は
、
遺
族
援
縵
法

に
よ
る
弔
慰
金
は
支
給
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
が
、
特
別
弔
慰
金
の
支
槍
対
象
と
な

り
ま
す
。

遺
族
の
順
位
は
、
太
平
洋
喊
争
ぽ
っ

弩
瞶
死
亡
し
た
戦
没
者
な
ど
の
遺
族
と

同
じ
で
す
。
　
　

。

な
お
、
脯
求
期
限
は
昭
和
五
十
三
年

三
月
三
十
一
口
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
特
別
弔
慰
金
を
哨
求
し
よ
う

と
す
る
人
、
ま
た
は
く
わ
し
い
こ
と
を

聞
き
た
い
人
は
役
場
住
民
譚
福
祉
係
ま

で
お
い
出
く
だ
さ
い
。



火

災

の
シ
ー
ズ
ン
で
す

わ
が
家
を
点
検
し

ま
し
ょ
う

こ
れ
か
ら
、
火
災
の
多
く
発
生
す
る

時
川
を
迎
え
ま
す

．
去
弟
の
県
内
で
の

．
般
家
庭
か
ら
の
出
人
件
数
は
三
六
〇

件
で
建
物
火
災
の
約
五
○
％
を
占

め
て

い
ま
す
『‐
．
さ
あ
も
う

．
度
わ
が
家
を
点

検
し
て
み
ま
し
ょ
．七

巾
消
人
ｓ

や
消
火
川
水
の
川
巵
は
…

叨
こ
ど
も
の
手
の
と
ど
く
と
こ
ろ

に

マ

″
チ
や
ラ
イ
タ
ー
は
…

即
心
ま

か
ら
の
避
難
囗
は
…

Ⅲ
こ
ど
ｔ
‐
や
老
人
は
す
ぐ
避
餮
で
き

・
り
へ
や
に
寝
か
せ
て
い
る
か
…
…

ぶ
寝
る
前
の
火
の
．兀
点
検

は
…
…

消
火
器
は

飾
り
も
の
じ
い

あ
り
ま
せ
ん

］
み

ん

な
皿

い

６

抽

’

て

６

の
・

’
ｊ

あ

Ｉ－

さ

あ

Ｉ

さ

あ

秋
の
全
国
火
災
予
防
運
動
統
一
票
語

「
幸
せ
を
明
日
に
つ
な
ぐ
火
の
始
末

」

11
月26日

～12月２日

防
火
パ
レ
ー
ド

杖

の

全

国

人

笑

１

防

運

動

の

一

瞬

と

し

て

、

米

た

る

卜

‐（

リ

ニ

ト

六

日

一

卜

）

消

防

小

卜

。１１
几
台

に

よ

る

防

火
（

し

・‐

ド

を

行

い

ま

す

午

加

卜

畤

ニ

ト

分

、

農

川

中

公

民

館

を

出

発

。

小

坂

小

Ｉ

Ｉ

駅

前

―
－

つ

く

だ
や
輿
服
店
前
－

―
八
．ｎ

忠
商
店
１
１

国
墾
　－
－

　
ヨ

所

前
１
１
４

………
崩

店
街
１
１
ｕ

Ⅲ
Ｉ
Ｉ

光
明
寺
１
１

内
人

哇
－
－

喫
川
へ

口
關
問
中
．
午
巉
九
時

に

．
分
川
サ
イ

レ
ン
を
な
ら
し
ま
す
の
で
火
災
と
川

違

い
な
い
よ
う
ご
注
意
ド

さ
い

わらび座
国見公演

民族歌舞卜1卩 わらび座J が14年ぷりに

やって米ます｡、

｢わらび座｣ は東北の土に肓ら、心豐か
な芸術文化を求める民俗歌舞聞として艇

生し、今や束北地方はもとより全国的に
影響を及ぼしているｰ一座で･す。この機会

に心ゆくまでご観麗卜さい。

▽日時　12月９Ｈ　午後６畔30分より

▽鳩所 町民体宵館

▽料金　的売春　･ 般1200円

(当日15 )円)
中商生7 円　･｣ヽ学生500円

(当日会場にて)

▽内容
痢一部-･鰯みのる( 民謡風土記秋田編)
第｡こ部一富くじどろぼう( 歌芝居)

ご
存
知
で
す
か

事
業
主
に
も
退
職
金

一
同
業
ｎ

に
退
職
金
は
今
や
ふ
汲
で
す

が
．
嘔
袰
ド
で
も
退
職
ｔ

る
と
き
が
あ

り
ま
す

．
た
と
え
ぱ
ご

φ
．
線
を
引
退

し
老
柚一
を
楽
し
み
た
い
、
自
分
に
万

．

の
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
、
経
一
Ｍ
の
卻
べ
‥

に
よ
る
Ｌ
川

や
陥
店
の
閉
鎖
な
ど
…
…

い
ろ
い
ろ
な
川
ベロ
が
あ
り
ま
に

の

よ
う
な
恥
態
が
起
こ
っ
た
と
き
に
匈
え

て
喞
業
ｔ

の
生
活
安
定
を
は
か
る
退
職

命
制
峻
．
そ
れ
が
、
国
で
っ
く
ら
れ
た

・．］企
業
共
済
．一一
制
度
で
す
『
．

制
峻
の
特
色

Ｔ
損
令

は
全
細
が
所
得
控
除

‐
②
箕
済
金
は
遇
職
所
り
扱
い

③
政
府
の
責
任
で
安
全
・
確
実

ぷ
．ｊ
ｔ

資
金
の
介
付
け
が
妥
け
ら
れ
る

本
制
度
も
Ｉト
．
．り
で
卜
川
年
を
迎
え

川
人
占
も
．瓦
卜
．ｋ
万

人
に
い
た
り
ま
Ｉ

が
、
全
国
の
小
睨
摸
齔
災
む
の
総
数
か

ら
み
る
と
ま

が
二

〇
％
程
度
に
過
ぎ
ま

ゼ
ハト

．
り
は
｛
令
閥
川
入
促
遊
強
訓
目

Ｈ
｝
で
Ｉ

．
こ
の
織
会

に
ぜ
ひ
加
人

さ

れ
ま
す
よ
’ｊ
む
勧
め
し
ま
十

巾
し
込
み
旡

銀
行
・
．信
川
金
庫
・
商
Ｌ
会
な
ど
へ
．

輸
血
代
金
を
支
給

【
日
赤
】

日
本
赤
卜
字
社
で
は
、
輸
血

を
受
口

て
血
被
代
金
を
支
払

っ
た
人
に
吋
し
．

そ
の
自
己
負
批
金

を
支
給
し
て
い
ま
す
．

支
給
さ
れ
る
人
は
、
昭
和
四
卜
九
年

四
日
り
一
日
以
陣
輸
血
を
受
け
．
血
液
代

金
を
医

り
機
関
に
支
払
っ
た
人
で
１

．

£
給
葡
は
、
血
液
代
金

の
う
ら
社
会
保

険
各
法
な
ど
の
法
令
に
よ
っ
て
支
払
わ

れ
た
細

を
搾
除
し
た
自
己
負
担
分
で
、

髦
給
の
申
請
方
法
は
次

の
と
お
り
で
す
。

Ｊ
巾
誦
の
川
紙
は
、
医
療
牋
関
。
日
赤

血
液
セ
ン
タ
ー
お
よ

び
1
.
1
赤
福

鳥
県

夊
部
な
ど
に
爾
え
て
あ
り
ま
す
。

｡
2
巾
誦
者
は
必
ｔ
嘔
項
を
記
人
し
。
柚

血
を
受
け
た
医
療
峻
関
の
証
川
を
受

卜
て
か
ら
郵
送
し
て
卜
さ
い
。

③
持
定
の
医

膿
隣
関
で
は
。
輸
血
証
明

を
紅
川
‐‐１
括
証
明
し
て
血
液
七
ン
タ

ー
ヘ
送
付
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
よ
う
な
医

槻
機
関
で
輸
血

を
受
け
た
人

に
は
後
日
血
液
セ
ン
タ

ー
か
ら
往
復
は
が
き
で
照
会
が
行

き

ま
す
の
で
、
返
信
川
は
が
き
に
必
要

事
項
を
紀
人
し
て
返
送
し
て
く
だ
さ

い
。



町
の
し
く
み

水
道
課

水

道

課

は

、

じ

ゃ

凵

を

通

し

て

み

な

さ

ん

の

牽

庭

と

直

帖

し

、

台

所

に

飲

み

水

や

生

活

川

水

を

給

水

す

る

仕

事

で

す

。

水

は

み

な

さ

ん

の

生

活

と

と

も

に

あ

り

、

一

日

も

欠

か

す

こ

と

の

で

き

な

い

大

事

な

も

の

で

す

。

で

す

か

ら

水

道

以

で

は

、

じ

ゃ

口

を

ひ

ね

る

と

い

つ

で

も

き

れ

い

な

水

が

た

く

さ

ん

出

る

よ

う

に

昼

も

夜

も

二

卜

四

時

間

。

年

中

無

休

で

大

き

な

ポ

ン

プ

を

動

か

し

て

配

水

し

て

お

り

ま

す

。

で

も

国

見

町

の

水

道

は

あ

ま

り

立

派

な

水

通

で

あ

り

ま

せ

ん

か

ら

と

き

ど

き

断

水

に

な

っ

た

り

。

赤

色

の

水

が

出

た

り

す

る

の

で

、

水

通

課

の

職

員

は

い

つ

も

緊

張

し

て

兒

張

り

を

し

て

い

ま

す

。

水

は

、

丘

十

メ

ー

ト

ル

以

上

も

深

い

并

。尸

。二
本

か

ら

‐１

日

中

ポ

ン

プ

で

く

み

上

げ

、

そ

れ

を

、

浄

化

と

い

っ

て

水

に

含

ん

で

い

る

い

ろ

い

ろ

な

悪

い
成

分

を

取

り

除

き

、

薬

で

消

毒

し

ま

す

。

そ

の

水

を

、

地

Ｆ

に

埋

設

し

て

あ

る

約

三

万

六

千

メ

ー

ト

ル

に

及

ぶ

配

水

管

を

通

じ

て

約

二

千

戸

の

家

庭

に

給

水

し

て

お

り

ま

す

。

そ

の

水

辺

小

裏

を

維

持

簀

啀

し

て

い

く

た

め

の

経

費

は

、

み

な

さ

ん

に

払

っ

て

い

た

だ

く

水

道

料

盆

だ

け

で

ま

か

な

っ

て

い

く

机

織

に

な

っ

て

お

り

ま

す

。

し

か

し

、

弧

峰

に

使

用

す

る

資

材

や

ポ

ン
ブ
を
釣

か
す
４
力
料
．
消
毒
す
る
薬

品
代
．
そ
れ

に
人
什
賢
な

ど
が
毎
年
高

く
な
っ
て
い
る
の
で
今
の
水
道
糾
金
で

は
今
後
人
き
な
赤
字
が
ｆ
恕
さ
れ
ま
す

だ
か
ら
急
い
で
糾
金

の
改
町
を
や
ら
な

い
と
経
営
が
人
へ
ん
…円
難

に
な
る
と
考

え
て

い
ま
す
．
水
道
は
呪
作
生
活
し
て

い
る
人
の
た
め

に
ば
か
り
あ
る
の
で
は

な
く
、
子
係
に
及
ぶ
将

米
の
人
の
坐
活

の
た
め
に
も
維
持
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
大
切
な
も
の
で
す
か
ら
、
経

営
の
安
定
と
健
全
化

が
非
驚
に
重
要
で

あ
り
、
杵
金
も
そ
れ
ら
に
兄
合
う

適
正

な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

い

ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
こ
と
は
町
営
の
上
水
道

の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
二
の
は
か
に

町
奪
の
μ

汨
簡
曷
水

道
、
ま
た
こ
の
二

つ
と
は
別
に
、
部
落
が
組
合
を
つ
く
っ

て
運
甘
し
て
い

心
簡
Ｕ
’

水

道
が
戮
力
所

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
み
な
さ
ん
の
台
所
を

う
る
お
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
町

に

は
直
接
関
係
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し

町
と
し
て
は
こ
れ
ら
の
水
道
に
つ
い
て

も
法
律
に
適
合
し
た
運
営
を
す
る
よ
う
、

常
に
指
嶂
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

水
は
人

の
生
活
に
欠
く
こ
と
の
で
き

な
い
大
嘔

な
も
の
で
あ

り
、
水
の
な
い

と
こ
ろ
に
人
は
生
活
で
き
ま
せ
ん
。
そ

の
水
も
昔
は
た
だ
で
自
由

に
使
用
で
き

た
の
で
す
が
、
生
活
の
文
化
が
す
す
む

に
つ
れ
て
近
代
的
な
水
道
が
布
設
さ
れ

水
の
使
川
料
も
だ
ん
だ
ん
多
く
な
っ
て

今
で
は
水
資
源
の
不
足
が
人
き
な
問
皿

と
な

Ｊ
て
お
り
ま
す

み
ん
な
で
水
を

人
切
に
す
る
よ
う
心
が
け
で
い
き
ま
し

歳
末
助
け
合

い
運
動
に

愛
の
手
を
さ
し
の
べ
よ
う

こ

れ
か
ら
年
の
噸
を
迎
え
、
疝
乱
や

貫
困

ま
た
は
交
通
４
故
で
親
を
失
っ
た

家
庭
な
ど
。
暗
い
生
活

に
あ
え
ぎ
、
と

も
す
れ
ば
今
後
の
生
き
る
こ
と
に
く
じ

け
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ

の
よ
う
な
人
々
に
町
民
こ
ぞ
『

て

あ
た
た
か
い
助
け
合

い
の
梢
神
と
思

い

や
り
で
、
明
日
へ
の
希
望
と
励
ま
し
を

む
く
り
ま
し
ょ
う
。

運
動
の
期
間

十
二
川
一
日
上
「
卜
凵

国見史 跡めぐり
21
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三常院と阿弥陀三尊

左から観音菩薩、阿弥陀如米、勢至菩薩

大
字
光
明
寺
字
鹿
野
に
「
三
常
院
」

な
る
小

さ
な
御
堂
が
あ
る
。
こ
の
御
堂

の
作
り
方

か
ら
考
え
る
と
江
戸
時
代
中

。頃
の
ｉ

凪
で
こ
紅
○
￥

ぐ
ら
い
前
の
も

の
と
推
測

さ
れ
る
。
何
度
か
偉
理
は
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
。
現
在
の
い

た
み
具
べ
口
は
か
な
り
ひ
ど
り

。
川
治
九

峪
頃
の
記
録

に
よ
る
と
、
天
台
宗
で
、

現
在
の
福
島
市
Ｌ

鳥
畦
、
観
音
寺
の
末

寺
で
あ
っ
た
。
昭
和
に
な
る
頃
よ
り
無

住
と
な
り
現
在
は
業
宇
だ
け
が
残
っ
て

し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
寺
院
は

正
式
に
は
『
高
寺
山
三

常
院
』
と
称
し

た
よ
う
で
「
商
寺
山
」
な
る
か
な
り
古

い
ｇ

額
が
あ
る
。

こ
の
御
富
に
は
阿
弥
陀
一
二
尊

が
安
置

さ
れ
で
い
る
。
縁
記
に
よ
る
と
。
弔

安

時
代
の
天

安
元
年

ス
癸

に
堯

養
と
い

う
憎

が
高
寺

山

に
開

鵬
剛
ｌ

し
艸

庵

一

そ

う

あ

ん

）
を

結

ん

で

い

た

。

本

線

阿

弥

陀

仏

は

慈

寛

大

師

の

作

と

い

い

、

地

慶

年

中

（
（

ｌ

．
ｌ（
（

き

に

野

火

の

た

め

に

焼

亡

し

呪

住

地

に

移

っ

た

と

あ

る

。

縁

記

に

よ

る

慈

覚

大

師

の

作

で

あ

る

か

ど

う

か

を

確

か

め

る

こ

と

は

で

き

な

い

が

作

風

は

綸

か

に
ｆ

安

末

期

の

似

式

を

持

っ

て

い

る

と

い

わ

れ

、

今

か

ら

八

〇

〇

叭
」
ぐ

ら

い

前

ぐ

ら

い

に

は

推

定

で

き

今

い

た

み

具

合

が

ひ

ど

い

の

が

残

念

で

あ

る

。

お

そ

ら

く

は

台

座

の

作

り

か

ら

し

て

江

戸

時

代

に

人

修

理

が

な

き

れ

た

で

あ

ろ

う

と

思

わ

れ

る

が

あ

ま

り

よ

い

修

理

で

は

な

い

。

そ

れ

で

も

勢

至

〔

せ

い

し

〕

菩

薩

は

か

な

り

よ

く

原

形

を

保

っ

て

い

る

。

商

寺

に

は

先

年

ま

で

艸

庵

の

跡

で

あ

る

と

伝

え

ら

れ

る

地

域

が

あ

っ

た

が

過

般

そ

れ

が

失

わ

れ

て

し

ま

っ

た

こ

と

は

残

念

で

あ

る

。



生
き
た
写
真
を
／・

国
見
町
カ
メ
ラ
ク
ラ
ブ

わ
が
ク
ラ
ブ
は
、
今
年
の
初
め
公
民

館
に
よ

る
町
民
教
室

「
カ
メ
ー７
人
門

」

講
座
の
受
講
生
を
中

心
に
、
五
月
に
発

足
し
た

ば
か
り
の
、
会
Ｍ
十
瓦
名
の
新

し
い
団
体
で
す
。

近
頃
は
た
い
て
い
の
家
庭
に
カ
メ
ラ

が
あ
り
、
旅
行
や
ｆ
ど
も
の
成
長
、
冠

幡
葬
祭
な
ど
、
写
真
を
樶
る
機
会

が
多

く
な
一つ
て
き
て
い
ま
す
。

し
か
し
。
現
在
出
回

っ
て
い
る
力
ｊ

・ツ
は
総
じ
て
面
倒
な
操
作
が
い
ら
Ｉ

、

慮
で
し
写
せ
る
よ
う

に
な
っ
て

お
り
ま

・

ｌ
●
φ
一

す
が
、
や
や
も
１

る
と
。
力
ご
フ
が
写

１
Ｉ
　
暈
Ｉ

し
た
写
真
と
な
り
が
ち
で
す
。

こ
ん
な
と
き
、
力
″
ラ
の
し
く
み
や

レ
ン
ズ
の
性
質
な
ど
を
知
っ
て

い
る
と

カ
メ
ラ
を
使
い
こ
な
し
、
自
分
の
意
図

Ｆ

る
写
爽
を
搨

る
こ
と
が
で
丶
ｉ

十

そ
し
て
ま
た
、
呪
像
や
引

き
沖
ば
し
を

自
分
で
や
る
こ

と
に
よ
り
、
写
嶌
の
楽

し
み

が
な
お

。
層
増
’
そ

き
ま
于

以
上
の
こ

と
か
ら
わ
が
ク
ラ

ブ
は
、

‥毋
Ｈ

．
回
の
定
例
会
や
技
術
講
習
会

、

撮
影
会
、
町
文
化
祭
へ
の
出
峨
を
通
じ

公
Ｕ

相
互
の
親
睦
を
深

め
な
が
ら
、
技

術
の
向
Ｌ

を
は

か
っ
て
き
て
お
り
ま
す

与
真
が
好

き
な
方
や
、
こ
れ
か
ら
や

っ
て
み
た
い
と

い
う
方
は
ど
う
ぞ
お
気

軽

に
人
会

し
て
ド
さ
い
。

会

長

新

付

国

夫
　

一

き
・
こ
九

九

八

｝

▲町文化祭においてツラブ内の
審毳以竃

･･ヶラプ内の特選作「木険谿」

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
税
金
は

年
末
調
整
で
精
算
さ
れ
ま
す

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
紿
り
に
対
す
る
所

得
税
は
、
毎
月
の
給
料
や
ボ
ー
ナ
ス
の

支
給
の
際
に
源
泉
徹
収
さ
れ
ま
す
が
、

徹
収
さ
れ
た
所
得
脱
の
乍
間
合
町
額
と

一
乍
間
の
給
９
総
額
に
対
す
る
正
規
の

税
額
｛
年
税
額

｝
と
は
、

．
致
し
な
い

の
が
齢
通
で
す
．
こ
れ
は
、
扶

簀
親
族

な
ど
の
異
動
が
あ
っ
て
も
き
か
の
ぽ

り

て
修
正
さ
れ
な
い
こ
と
や
．
生
命
保
険

料
、
損
害
保
険
料
等
の
控
除
が
．
確
日

の
給
蚪

や
ボ
ー
ナ
ス
か
ら
控
除
き
れ
な

い
こ
と
な
ど
の
た
め
で
す

．

こ
の
た
め
、
そ
の
年
最
後
の
給
り
の

女
払

い
を
受
け
る
と
き
に
そ
の
精
算
が

行
わ
れ
ま
す

．
こ
れ
か
年
未
調
整
で
す
．

こ
の
吊
木
調
整
で

▽
本
年
中

に
配
偶

者
や
扶

費
親
族
に
奥
動
の
あ
っ
た
方

▽

本
年
中

に
健
康
保
険
な
ど
の
社
会

保
険

料
、
小
規
膜
企
裏
共
済
専
横
金

、
生
命

保
険
叫
、
損
害
傑
険
料
等
を
支
払

っ
た

方
▽
本
人
か
住
む
た
め
の
住
宅
の
析
婆

や
、
簡
築
住
宅
を
購
入
し
た
力
で
．一
吊

川
以
降
の
住
宅
取
得
控
除
を
叉
け
る
力

▽
住
宅
や
宅
地
を
購
人
す
る
た
め
に
銀

け
贖
立
や
住
宅
公
団
か
ら
債
券
を
購
人

し
た
場
合
刄
で
、
住
宅
貯
蓄
控
除
を
受

け
ら
れ
る
方
は
、
納
め
遇
ぎ
た
暁
金
の

還
付
や
、
控
除
を
受
け
・
り
れ
ま
す
か
ら

手
続
き
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
磚
注
意
ド

さ
い

確
定
申
告
を
す
れ
ば

所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
場
合

次
の
よ
う
な
場
｀
］
は
、
確
定
申
告
を

す
る
と
所
呀
税

が
還
付
き
れ
ま
す
。

1け卜 しもつき）

15日◇ 匕五三

23日◇勤労感謝の凵◇小雪261]
◇全国火災f 防連動始

まる

12月（しわす）

Ｉ Ｈ◇歳末助け合ヽ６運動始

まる◇映画の11

4 凵◇人惟週闘

８日◇針「14簀

卩 モJ

こ れからは|暖か く寝 る工

夫 が必 要と な､-)て きま!｡ た。

畷 かく寝 るとい うのは、 な

にもた くさん ゐ･11で寝 たり･

電気 毛布を 使 用 するぱかり

が能で:よあり ませ 人。から

っと晴 れた|| には 、必才‾寂

具を･i 外へ出 してＵ に屶て

て使 うこと で-j≒、Ｈ に当て

たら まだ日の 藩ら ない うち

に取 りこみ ま'叭 ほかほ か

と した 綿のぬ くもりは お`

金で は買 えない威 かさで 十｡

寝尚 着1, 、夏と らがｰ､ てii

日 おせん た･=;とい う わけ:こ

よまいり ません から、晴 わ

てさえいた ら、|JI こ当て て

乾 かして 蓍 るとい う習慣を

つけ たい もので す｡

ただし 、ラ バフ才一 ム裂

の寝 奥は 、直射|』光に 当て

ると老化 を早め まｰ|･から 。

ちよ９と 日を さえぎ-J で。

呱通 廴の よいとこ ろに ひろ

げて ほしま才。 また サｉ･ン

など の掛lj ぷと 人は 、シー

ツを かけた まま乾 かす と色

やlj を防 ぎ ます。



国
見
町
史

第
四
巻
の
発
行

新
規
申
し
込
み

は

十
二
月
二
十
日
ま

で

部
落
長
へ

町
内
頒

布
価
格
　
二
九
〇
〇
円

み
な
椪

の
力
強
い
ご
支
援

と
大
き
な

ご
期
待
と
に
よ
り
ま
し
て
、
わ
が
町
史

纎
さ
ん
事
業
も
噸
調
に
違
み
ま
も
な
く

第
四

眷
の
発
行
を
兄
る
に
至
り
ま
し
た
。

＊

眷
は
、
終
戦
か
ら
塊
在
ま
で
の
い

わ
ゆ
る
現
代
資
料
と
ご

。年

彖
り
に
わ

た
り
町
内
百
七
ｔ

余
名
の
古
老
の
方
を

対
象
に
聞
き
と
り
調
査
を
し
た
民
俗
資

料
、
そ
れ
に
明
治
八
、
九
年
頃
調
べ
の

村
誌

一
江
一
戸
吟
代
の
材

】
を
載
せ
た
も

の
で
、
そ
の
企
向
の
斬
新
｛
ざ
ん
し
ん

｝
さ
。
内
容
の
豊
富
さ
に
お
い
て
、
お

そ
ら
く
他
町
村
史
の
追
随
を
肝
さ
ぬ
も

の
が
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
ま
す
。

篇
二
巻
、
第
ご一
魯
を

お
求
め
い
た
だ

い
た
方
は
も
ち
ろ
ん
、

お
求
め
に
な
ら

な
い
方
で
も
、
第
四

眷
は
現
代
繼

と
し

て
次

に
出
る
第
一
眷
通
史
編
と
と
も

に

ま
こ
と
に
価
値
の
商

い
貴
皿

な
一

箱
で

す
の
で
。
子
係
へ
の
こ
す
記
念
物

と
し

て
、
ま
た
町
外

に
お
ら
れ
る
親
類
知
友

の
方
へ
の
贈
り
物

な
ど
と
し
て
ぜ
ひ

お

求
め
く
だ
さ
る
こ
と
を

お
す
す
め
い
た

し
ま
す
。

定
価
は
四
九
〇
〇
円
で
す
が
、
こ
の

豚
お
求
め

い
た
だ
く
町
内
の
み
な
様
に

は
符
に
二
九
〇
〇
円
で
お
分
け
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
．

第
二
眷
、
第
．．一
轡
を
お
求
め
い
た
だ

い
た
方
に
は
引
き
続

き
お
届
け
し
ま
す
Ｉ

新
し
く
お
求
め
に
な

り
た
い
方

は
、

至
急
部
落
長
さ
人
に
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い『
．．
・
卜
．
．Ｈ
．
．卜
Ｈ
ま
で

Ｉ

※

碪

。二

譽

の

残

り

か

少
‐
‘・
一

り

ま

十
　

ご

希

望

の

方

は

直

接

役

増

内

『

町
　

史

編

さ

ん

室

』

へ

お

申

し

出

く

だ

さ

い

。

（

定

価

四

六

〇

〇

円

）

盛
況
だ
っ
た

展
示
会
と
芸
能
発
表
会

国見町

▲ 松島 会の み,なさ人の踊' 】

文 化祭

▲占代展の川原遺跡

▼県卜で1,yj'jリ,ｌ い箏とコ･-うスの典鵬

▲心のこも･Jた作品ばかり

S･みごとに咲いた菊

新 た に
佐 久間 い ち さん が 人権 擁 護 委 員 に

現
在
、
国

兄
町

に
は
佐
藤
粹
次
郎
さ

ん
｛
小
坂
一

と
佐
久
間

岩
吉
さ
ん
｛
藤

田
｝
の
お
二
人
の
人
権
擁
誕
委
ｎ

が
い

ら
っ
し
や
い
ま
す
が
、
新
た
に
佐
久
間

い
ち
さ
ん

ぺ
９

…
塚
野
目
字
北
壕
こ

十
八
…
が
、
法
廊
大
臣
よ
り
委
嘱

さ
れ

ま
し
た
。

佐
久
間
さ
ん
は
。
昭
和
ニ
ト
六
嶇
か

ら
民
生
委
ａ

を
努
め
、
生
活
保
護
、
老

人
褊
阯
、
児
童
福
祉
、
母
子
橘
祉
、
心

身
陣
害
古
福
祉
な
ど
、
地
城
社
会
の
福

祉
の
増
進
に
貢
献
さ
れ
、
ま
た
国
兇
町

農
協
曄
人
部
長
な
ど
幡
広
い
活
躍
を
さ

れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
身
の
ま
わ
り
に
は
、
夫
婦

間
、
親
子

間
．
ｔ

を
ｕ

し
た
り
倡
り
た

り
し
た
こ
と
な
と

か
ら
た
く
さ
ん
の
問

岨
が
生
じ
ま
す

。
人
槽
擁
漫
番
ｎ

は
。

こ
う
い
っ
た
身
近
な
問
町
を
取
り
あ
。け

解
決
に
導
い
て
い
き
ま
す
。
佐
久
間
さ

ん
の
今
後
の
活
躍

が
期
待
さ
れ
ま
す
。

は
が
き
で

消
火
バ
ケ
ツ
を
あ
て
よ

う

は
が
き

に
今
年
の
全
国
火
災
予
防
運

動
の
統
一
標
語
と
。
郵
便
Ｉ

号
、
氏
名

年
齢
、
職
業
を
明
記
し
て
左
だ
あ
て

に

お
送
り
下
さ
い
。

〒
九
六
〇

福
鳥
市
中
町
五
一

二

．’

福
島
県
消
防
協
会

火
災
予
防

懸
賞
係

し
め
き

り
は
卜
。一
月
五
日
｛

当
日
消

印
有
効
、
£
答
古
百
四
〇
名
に
新
型
消

火
バ
ヶ

ツ
（
二
ｆ
円
相
当

）
を
さ
し
あ

げ
ま
す
。
発
表
は
十
二
月
十
五
口
付
福

島
消
防
新
聞
で
、
県
内
の
各
消
防
署
な

ど
に
当
選
者
名
簿
を
発
表
し
ま
す
。

一
人

権

擁

護

委

員

】

閥

民

の

徭
本

的

人

権

が

犯

さ

れ

な

い

よ
う

に

監

杖

し

．

犯

さ

れ

た

場

合

に

は

救

済

の

処
一

を

と

り

、

人

権

思

想

の

戚

揚

に

努

め

る

こ

と

を

Ｕ

的

と

し

て

．

小

町

村

に

皿

か

れ

る

番

員

．

市

町

村

長

の

推

せ

ん

に

基

．り
き

、

法

務

大

臣

が

全

国

で

．一
万

名

を
１

嘱

す

る



町営住宅の

健設始まる

～来春三月に完成～

基
礎
Ｅ
事
の
呪
川

山
崎
字
人
坂
地
内

に

町

営
住
宅
今

年
度
分
の
建
設
が
始
ま
り
ま
し
た
『

工

事
は
指
名
競
争
人
札
の
結
幤
、
赤
井
畑

製
材
所
が
落
札
。
米
春
三
ｎ
り
に
完
成
の

‐’ｒ
定
で
す
。

新
注
宅

は
二

棟
十
戸
で
、
簡
幼
耐
火

檎
造
二

階
建
て
、
一
戸
当
り
の
延
而
禎

は
丘
一
・
六
一
二
平

方
メ
ー
ト
ル
、
工
事

費
は
約
三
千
百
万

円
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。
間
ど
り
は
、
一
階
が
台
所
、
浴
室

健
所
、
。。ｉ

、
二
陪
が
六
畳
と
三

量
で

す
。な

お
こ
こ
に
は
三
上

尸
の
住
宅
の
建

設
が
予
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

人
権
相
談
所
を
開
設

次
の
と
お
り
人
権
相
談
所

を
開
設
し

ま
す
。
こ
ま
り
ご
と
、
も
め
ご
と
、
な

や
み

ご
と
を
お
持
ち
の
方
は
お
訊
軽
に

お
で
か
け
く
だ
さ
い
。
相
談
は
弁
謾
士

人
慯
擁
謾
昏
鹹
、
法
務
局
職
員

が
担
当

し
て
。
個
別
に
う
か
か
い
内

容
は
す
べ

て
秘
宙

に
し
ま
す
。

０
日
時十

二
月
五
日
（
金

）

午
前
卜
時
？
ヤ
僮
三
時

〇
場
所町

民
福
祉
セ
’／
タ
ー

青
木
一
雄
氏
の
大
講
演

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ナ

ウ
ン
サ
ー

国
兄
町
商
工
会
で
は
、
商
工
食

制
定

十
瓦
周
年
を
記

念
し
て

ぼ
Ｈ
Ｋ

ア
ナ
ウ

ン
サ

ー
龠
木
一
腹
氏
の
特
別
人
旗
演
会

を
催
し
ま
す
。
内
容
は
『
く
ら
し
の
中

で
の
話
の
仕
方

』
で
聴
講
料
は
無
料
で

す
。
み
な
さ
ん
お
さ
そ
い
あ
わ
せ
の
上

ぜ
ひ
お
い
で
ド
さ
い
。

〇
と
き十

こ
日
り
四
日
（
木

）
午
後
一
畔
～

Ｏ
と
こ
ろ

町
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
人

ホ
ー
ル

や
は
り
多
い
高
血
圧
症

～
老
人
健
康
診
査
か
ら

去

る
九
り
二
十
五
日
か
ら
十
口
り
四
日

に
か
け
て
実
旋
さ
れ
た
、
六
卜
五
歳
以

上
の
老
人
健
康
診
査
の
結
果
が
ま
と
ま

り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
受
珍
古
四
百

十
二
人
の
う
ち
正

常
な
方
は
半
分
以
下

で
、
つ
ま
り
受
診
者
二
人
の
う
ら
一
人

は
饗
柵
倹
あ
る

い
は
直
ち

に
顰
簀
を
鑾

す
る
方
と
な
っ
て
い
ま
す
。

傷
病
分
類
別
で
は
高
血
圧
症
が
最
も

多

く
次
い
で
心
臓
疾
患
、
糖
尿
病
な
ど

が
目
立
っ
て
い
ま
す

。

健
康
は
常
日
頃
の
予

防
か
ら
１

こ

れ
か
ら
き
び
し

い
冬
に
向

。り
て
、
お
年

よ
り
の
方
々
は
充
分
に
気
を
つ
け
て
ド

さ

い

。。

善

意

の

窓

○
町
社
会
福
祉
協
濃
会
へ
左
記
の
方
々

か
・・
り
暖

か
い
寄
付
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

囘
’

く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す

、

÷
大
す
麟
川
字
日
４
．二
1
3の
２

鈴
木
川
一
さ
ん

匸

万
円

‘

十

大
字
藤
Ⅲ
字
古
鹿
鳥
4
0

川
‥
’、昭

二
さ
ん

こ

万
川
一

Ｑ
火
北
電
力
株
式
会
社
福
鳥
営
業
所
よ

り
、
明
る

い
町
づ
；

り
運
動
の

．
環
と

し
て
防
犯
灯
．こ
基
が
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
、

ど
う
も
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
．

お わび と

訂正

広 禰 ぺ にみx luI一卜1　･N･28

， jJ2ページ昭 和

一19年度の決算状況におい
でみたい リ ’一般会計の

’友ｎ収 支はい .4  .0 円

」とあll ましたが、これ
は｢  II. 4 .0 ｰ川」の11a||
で 廴たI。

ま/こ｡13 ヘーンの「 耨

意の窓」ぴJところ’ら 県

北中に､6.900 個のへ･lj　

川･ が贈らll た」とあり

ま･j･が｡6匈釧の誤りで１

た｡ りり Ｌλ でおわひ１

でjlJEいたしま-l･ ｡

(I明 申に婚姻届された人)

遠
藤
　
一
夫

鳥

取

樂
原

弘
子

福
島
市

破
邊

幸
夫

福
鳥
市

齋
蒔

久
子

町

東

阿
部

秀
男

富
町
北

古
田

と
き

第

四

野
村

忠
這

板

橋

斉
藤

光
Ｆ

桑
折
町

八
鳥

昊
誰

滝

山

商
橋

玲
子

鳥

取

村
ｈ

政
雄

山

根

油
片
加
代
子

福
鳥
市

佐
藤
　

筧

泉
田
中

赤
坂
あ
や
Ｆ

内
谷
西

ｔ

澤

配
郎

駅

前

膏
野

節
子

桑
折
町

鈴
木

膚
茂

富
町
南

謙
Ⅲ

博
子

蹄
宗
山

受診者数
４１２

iE　 常
１９０

要 禎 険
５５１
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詩
吟
教
室
を
開
設

国
兄
町
吟
詠
会
が
主
催
で
次
の
と
お

り
詩
吟
教
童
を
開
設
し
ま
す
。
こ
の
教

室
は
老
若
男
女
鰛
で
も
で
き
る
初
歩
か

ら
始
め
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
参
加
し

て
く
だ
さ
い
。

◇
開
般
日
時

十
二
月
一
日
（
月
）

午
後
七
時
よ
り

◇
会
場

町
民
福
祉
セ
ン
タ
ー

◇
講
師

福
鳥
吟
道
師
範
笠
原
天
缶
先
生

外
有
資
格
者

成
人
病
検
診

今
年
度
第
二
回
め
の
成
人
病
集
団
検

畛
を
次
の
と
お
り
実
施
い
た
し
ま
す
。

挿
に
三
十
五
歳
以
上
の
方
々
の
受
診
を

お
す
す
め
し
ま
す
。

◇
婦
人
病
検
砂

十
二
月
十
日

・
申
し
込
み
は
十
一
月
二
十
九
日
ま

で
、
受
診
科
は
三
百
円
で
す
。

◇
成
人
病
検
診
　
一
月
二
十
一
日

二
十
二
日

・
申
し
込
み
は
一
月
十
Ｕ
ま
で
、
受

診
料
は
五
百
円
で
す
。

く
わ
し
い
こ
と
は
、
直
接
申
し
込
み

者
に
讒
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

申
し
込
み
先

役
場
保
健
諜
保
健
衛
生
係

魯
公
2
1
1
1
有
４
1
６
５

年
末
調
整
説
明
会
の

開
催

福
鳥
税
務
署
で
は
、
給
与
支
払
者
を

対
象
と
し
て
。
年
末
調
豊
が
正

し
く
行

わ
れ
る
よ
う
、
改
正
点
な
ど
今
年
の
年

末
調
整
方
法
な
ど
に
つ

い
て
、
次
の
日

程
で
説
明
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
税
務
署
で
は
、
源
泉
徴
収
義

務
者
｛

給
与
支
払
者

｝
が
も
れ
な
く
出

席
す
る
よ
う
望
ん
で
お
り
ま
す
。

○
と
き十

二
月
四
日
（
木
）

午
後
一
時
三

十
分
よ
り

○
と
こ
ろ

桑
折
町
福
祉
セ
ン
タ
ー

○
対
象
者

桑
折
、
伊
達
、
国
兇
町

献
血
に
ご
協
力

を

2
7日
に

い
ず
み
号
が
来
町

十
一
月
二
十
七
日
、
移
動
探
血
車
い

ず
み
号
が
来
町
し
ま
す
。
血
液
は
私
た

ち
の
生
命
を
椎
持
す
る
た
め
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
貴
重
な
も
の
で
、
血
液
に

は
代
用
品
が
な
く
ま
た
お
金
で
實
う
こ

と
も
で
き
ま
せ
ん
。
碕
康
な
と
き
に
献

血
を
し
他
人
を
助
け
、
自
分
や
家
族
が

病
気
や
け
が
の
と
き
に
皆
さ
ん
の
献
血

で
助
け
合
う
、
こ
れ
が
献
血
の
精
神
で

す
。
国
見
町
の
今
年
度
の
献
血
目
標
達

成
率
は
十
月
末
ま
で
で
ニ

ー
・
一
％
と

伊
達
管
内
で
最
低
で
す
。
み
な
さ
ん
の

暖
か
い
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
と
き

十
一
月
二
十
七
日
（
木
）

◇
と
こ
ろ

国
‥｝’町
役
場
前

‘
・
午
前
九
時
嘔
」↓

一
畔
半

国
見
電
子
前

午
後
一
時
～
二
時

生
協
国
兇
店
前

午
倹
二
時
半
～
三
時
半

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

｛

Ｆ
り

中
に
嶋
り

ら
れ
た
人

啣

祢
鴫
・

一
父
の

氏
名

’一
　

ヽ
ｒ

の

名
一
　

、
郎

落
‘

大

波

功
　

郁

美
　

第

八

盍

内

清

明
　

明

子
　

源

宗

山

楝

榮

一
　

栄

子
　

泉

田

中

黒

須

餓

治
　

雅

．
史
　

源

宗

山

松

浦

葎

雄
　

伸

幸
　

源

氷

山

佐

藤

和

夫
　

隆

志
　

第

四

高

檎

照

夫
　

美

紀
　

滝

山

岩

城

重

夫
　

英

樹
　

大

町

南

野

村

安

夫
　

康

宏
　

板

橋

齋

藷

孝

一
　

日

妙

栄
　

貝

田

林

榮

次

郎
　
　

慎
　
　

富

町

南

後

藤

正

雄
　
　

忍
　
　

並

柳

阿

郎

正
　

輿

由

美

石

毋

田

北

若

林

睛

一
　

琢

也
　

泉

Ⅲ

中

瀬

戸

健

児
　

紀

子
　

富

町

北

佐

藤

幸

藏
　

貴

幸
　

板

檎

鰰

正

勝
　

英

則
　

潭

氷

山

後

藤

勝
　

絛
　

一
　

第

八

松

浦

邦

雄
　

沖
　

一
　

錦

町

お
く
や
み
申
し
あ
げ
ま
す

｛

卜
Ｈ
巾

に
Ｉ

り

り
れ
た
人

俶
祢

略

｝

一
氏
　

乙
一
　

一
年

齡
』
　

一
郎
消

‘

横

山

文

明
　

６
　

駅

前

徳

江

源

重

郎
　
7
6
　

球

七

二

宮

ス

ご
｀
ノ
　
　
6
8
　

宮

町

北

後

藤
　

ヨ

ネ
　
8
6
　

第

九

酒

井

鐵

治
　
6
6
　

高

城

佐

藤

徳

治
　
7
5
　

第

二

鈴

木

周

四

郎
　
5
8
　

大

町

北

亀

岡

隼

人
　
5
4
　

富

町

南

八

春

弁

慶
　
8
3
　

第

七

川

兒

節

子
　
4
6
　

町

家

中

野

由

忠
　
8
2
　

鶉

町

編集日記
▽
農
家
の
軒
先
に
赤
く
熟
し
た
カ
キ
が

目
立
つ
こ
の
ご
ろ
、
秋

も
い
よ
い
よ
深

ま
っ
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
よ
う
で
す
。

十
一
月
は
布
月
（
し
も
つ
き
Ｊ

季
節
は

晩
秋
か
ら
初
冬
へ
と
移

っ
て

い
き
ま
す
。

▽
「
明
る
い
社
会
」
と
は
ど
ん
な
こ

と

を
言
う
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
に

と
ら
え
方
や
こ
と
ぱ
は
違
っ
て
も
、
ち

ょ
っ
と
し
た
思

い
や
り
や
小
さ
な
観
切

そ
し
て
他
人

に
迷
惑
を

か
け
な
い
…
…

こ
ん
な
こ

と
か
ら
明
る
い
社
会
の
第
一

歩
が
始
ま
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

▽
十
一
月
か
ら
恵
に
火
事
が
ふ
え
ま
す
。

ス
ト
ー
ブ
の
つ
け
っ
ぱ
な
し
や
ガ
ス
の

し
ま
つ
な
ど
。
守

る
べ
き
こ
と
を
紙
に

書
い
て
は
っ
て
お
い
て
は
ど
う
で
し
よ

う
。
ま
た
寒
く
な
る
と
。
高
血
圧
や
助

脈
硬
化
症
な
ど
が
ひ
ど
く
な
り
が
ち
で

す
。
室
内
を
暖
か
く
し
。
乾
燥
し
な
い

よ
う
に
飢
を
つ
け
、
塩
分
や
刺
激
物
の

少
な
い
食
事
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

。
今

月

の
納
税

”

固
定
資
産
税

第
四
期

（
伊
達
西
根
羣
土
地
　

改
良
区
費
）
後
期
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