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人 口 と 世 帯 数

男　　5  , 792人

女　　　6  , 1 69人

計　　11,961 人

世帯 数　2  , 628世帯

46.12.1〔〕現 在

≪婦人会おとりクラブ≫ ≪コーラス教室≫

第１回 国見町文化祭 芸能発表会　各種展示会

(絵画．生徒児童作品．盆栽．歴史民族資料．写真)

≪ ブ ノレ ーノヽ － ド ≫ ≪歴史民族資料展示≫

第

一
回

の
文

化

祭

が
予

期
以

上

の
好

成

績
で

あ

っ

た
こ

と

は

出
演

者

、

出
品

者

の
熱

意

の
然

ら
し

む
る

と
こ

ろ

で

あ
り

、
全

く

感
謝

に

堪
え

ま
せ

ん

。
し

か

し
問

題

が
な
い

訳
で

は
な

にい
、

私

ど
も

は
こ

う

し

た
問
題

を

解

決
し

て

、

よ
り

高
い

文

化

の
創

造

に
努

力
せ

ね

ば
な

ら

な
い

第

二
回

は

思
い

を
新

た
に
し

、
更

に
よ

い

も

の
に

す

る
よ

う

、
関

係
者

各
位

ふ
ご

協
力

を
今

か

ら

お
願

い

す

る
次
第

で

あ
り

ま

す

≪ 盆　栽　展　示≫

こ

と

し

も

よ

ろ

し

く

昭

和
四
十
六
年
度

歳
末

た
す
け
あ
い
運

動

昨
年
の
廱
末
た
す
け
あ
い
運
動
の
実
施
に
際
し
ま
し
て

は
、
町
民
各
位
の
絶
大
な
る
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
多
大

の
義
援
金
を
見
ま
し
た
こ
と
は
誠
に
有
難
く
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
社
会
福
祉
事
業
推
進
の
た
め
幾
多
の

ご
支
授
ご
協
力
を
仰
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
何

か
と
出
費
多
端
の
折
恐
縮
と
は
存
じ
ま
す
が
、
何
と
ぞ
本

年
も
皆
様
方
の
ご
協
力
に
よ
り
ま
し
て
、
病
気
や
貧
困
の

た
め
暗
い
生
活
に
あ
え
ぐ
人
達
の
た
め
、
少
し
で
も
明
る

い
希
望
と
明
日
へ
の
励
ま
し
を
贈
っ
て
「
明
る
い
家
庭
、

町
づ
く
り
」
に
特
段
の
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す

な
対
当
町
に
お
き
ま
し
て
は
、
三
八
七
・
一

五
〇
円
の

目
標
額
を
設
定
し
、
水

運
動
を
展
開
い
た
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
何
と
ぞ
目
礼
乱
の
達
成
に
、
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
　
共
同
募
金
会
国
見
町
分
会
長
　
関
口
道
孝

くにみ



国見町民生委員'．児童委員名簿

(任期46、12、1～49、11、30)

地区名　 氏　　　 名　 担当地区名

小　 坂　 佐藤　 節子　 小坂 、大田川

夕　　　安藤　 留作　 前田、板橋

々　　 小野寺省二　 泉田上、中、下

々　　 後藤　　 清　 鳥取

々　　 熊坂　 イワ　 内谷、西東

藤　 田　 奥山　 シマ　 駅前

々　　 鈴木志都賀　 大町南

々　　 関　　 昭子　 大町北

､ク　　 宇佐美兵蔵　 錦町

々　　 曵地　 善作　 本町

々　　 奥山勝太郎　 宮町南

々　　 佐久間岩吉　 宮町北、源宗山

々　　 五十嵐　 衛　 宮東、町東 、鶉町

々　　 佐藤マサイ　石 毋田表 、北、東、上野

ｙ　　〃　　　斎藤　 長一　 石 毋田西、原

々　　 吉田　 忠吉　 山崎舘、小舘、北、滝山

森江野　 朝内　 ひで　 第1 、2

々　　 吉田　 正雄　 第3 、4

夕　　 斎藤　 兼吉　 徳江北

々　　 佐野　 市郎　 第7 、8

夕　　　村上ハツヨ　第9　　　　　　　 －

々　　 佐久間いち　 第10 、11 、12

大木戸　 佐藤　　 勝　 貝田

々　　 遠藤　 キミ　光明寺

・ク　　ハ島福太郎　 高城　　　　　　 ／

々　　 村上　 ト ミ　大木戸

々　　 松浦　 ハル　 山根

大　 枝　 松浦　 新一　 原町、築舘、並柳

々　　 佐藤ハルヨ　 中部 、北部

々　　 岩城　 健治　 川内

町

議

研

修

旅

行

そ
の
三

さ
て
、
栗
東
町
長
の
お
話
を

聞
い
た
ま
ま
を
概
略
記
し
て
、

参
考
に
供
し
た
い
。

ま
ず
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
に
つ

い
て
は
先
に
両
隣
の
町
で
敬
遠

し
た
の
。で
之
幸
い
と
頂
し
た
と

い
っ
て
い
た
。

そ
し
て
工
業
都
市
と
必
然
的
に

起
る
人
口
の
増
加
を
見
越
し
て

上
水
道
を
作
り
、
地
盤
整
備
事

業
と
共
に
土
地
開
発
事
業
団
を

設
立
し
、
工
場
用
地
や
住
宅
用

地
の
確
保
を
計
画
年
間
八
億
円

の
土
地
を
購
入
、
道
路
下
水
等

を
作
り
整
地
を
し
て
大
都
市
の

商
工
会
議
所
に
照
会
し
、
工
場

等
の
誘
致
を
図
っ
た
。

こ
う
し
た
宣
伝
に
よ
り
集
ま
っ

た
希
望
会
社
か
ら
事
業
の
内
容

計
画
を
聞
い
て
、
公
害
の
な
い

堅
実
な
会
社
に
こ
の
用
地
を
年

馘

で
売
却
す
る
と
い
う
方
針
な

の
で
公
害
に
つ
い
て
は
現
在
心

配
な
い
と
の
事
尚
こ
う
し
て
事

業
団
は
相
応
の
事
業
収
益
を
あ

げ
て
い
る
。
そ
の
収
益
は
公
共

投
資
に
む
け
ら
れ
て
にい
る
。

こ
の
町
の
総
面
積
は
五
三
〇
五

ヘ
ク
タ
ー
ル
そ
の
内
約
五
分
の

一
以
上
が
市
街
化
区
域
に
指
定

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
途
別
に

区
分
さ
れ
て
六
〇
％
が
住
居
地

域
に
、
工
業
地
域
に
は
二
二
％

残
り
は
凖
工
業
用
地
や
、
商
業

地
域
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
様
に
し
て
町
の
環
境
が

変
り
農
家
平
均
の
耕
作
面
積
も

八
反
歩
か
ら
六
反
歩
に
減
少
し

、
随
っ
て
産
業
別
人
口
に
も
第

二
次
、
第
三
次
産
業
に
比
重
を

加
え
て
来
た
。

栗
東
町
は
、
非
常
に
上
質
米
の

生
産
地
と
し
て
知
ら
れ
、
す
し

米
と
し
て
広
く
需
要
さ
れ
て
い

る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
昔
は
二

毛
作
の
菜
種
も
栽
培
さ
れ
菜
種

の
産
地
で
も
あ
っ
た
と
の
こ
と

こ
う
し
た
事
情
か
ら
勢
い
工

場
等
に
働
く
様
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
く
な
り
、
主
婦
迄
が
勤
め

る
様
に
な
っ
た
た
め
、
町
長
曰

く
、
栗
東
の
女
は
お
金
取
り
も

上
手
に
な
り
、
ま
た
ヘ
ソ
ク
リ

も
し
た
と
い
う
。
要
求
が
満
た

さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
こ
た
え
ら

れ
な
い
と
笑
う
た
め
美
人
と
な

り
お
臉
で
農
協
は
貯
蓄
が
漸
増

し
て
四
六
億
に
な
っ
た
と
の
事

尚
丘
陵
地
帯
に
日
本
競
馬
協
会

の
競
走
馬
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ

ン
タ
ー
が
あ
り
之
も
年
々
隆
昌

を
砠
め
て
い
る
と
の
こ
と
。

次
に
教
育
関
係
で
は
こ
の
町

に
は
家
政
高
校
が
一
つ
あ
り
小

学
児
童
約
二
、
〇
〇
〇
名
、
中

学
生
一
、
〇
〇
〇
名
位
と
の
こ

と
で
校
舎
数
は
聞
き
も
ら
し
た

私
達
は
町
の
隅
々
迄
視
察
出

来
な
か
っ
た
の
が
残
念
だ
っ
た

と
に
か
く
時
勢
に
即
応
し
た
事

業
を
巧
み
に
実
施
し
て
い
る
と

云
う
事
で
土
地
基
盤
整
備
道
路

綢
の
完
備
等
町
長
の
手
腕
指
導

性
も
さ
る
こ
と
乍
ら
執
行
部
の

体
勢
や
理
解
と
協
力
が
な
げ
れ

ば
出
来
な
い
こ
と
で
、
こ
れ
迄

に
も
随
分
と
道
路
用
地
の
交
渉

等
で
苦
労
し
た
と
苦
心
の
一
端

も
聞
い
た
。
何
処
も
同
じ
熱
意

と
堅
固
な
意
志
が
堅
い
壁
を
ぶ

ち
抜
い
て
進
む
勇
気
が
必
要
だ

と
痛
感
し
た
。
も
っ
と
町
内
を

巡
視
し
道
路
や
基
盤
整
備
の
状

況
を
見
た
か
っ
た
。
し
か
し
イ

ク
タ
ー
の
話
や
町
長
の
面
白
い

お
話
に
気
を
と
ら
れ
て
、
教
育

厚
生
関
係
等
の
問
題
や
農
家
の

経
済
事
情
等
、
も
っ
と
突
込
ん

だ
点
を
聞
か
ず
に
し

ま
っ
た
。
で
も
私
達

は
大
い
に
得
る
所
か

お
り
、
一
見
は
百
聞

に
し
か
ず
来
て
よ
か

っ
た
と
、
此
の
町
を

後
に
し
て
次

の
視
察
圸
に
向
っ
た
。
（
斎
藤
勘
吉
記
）

木村知事のおみヤげ話

国
際
教
養
講
座
開
ぐ

国
見
町
で
擅
十
一
月
二
十
二
日
午
後

二
時
か
ら
町
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
国
際

教
養
講
座
を
開
い
た
。
講
師
と
し
て
木

村
知
事
を
招
き
、
昨
年
全
国
知
事
会
主

催
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
視
察
団
長
と
し
て
、

ソ
連
を
始
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
を
訪
問

視
察
し
た
と
き
の
お
話
を
き
い
た
。
公

民
館
で
は
明
治
学
級
、
婦
人
学
級
、
壮

年
学
級
に
呼
び
か
け
て
合
同
学
級
の
一

環
と
し
た
た
め
も
あ
っ
て
約
三
〇
〇
名

の
出
席
か
お
り
、
さ
す
が
の
大
講
堂
も

満
員
の
盛
況
、
ユ
ー
哄
ア
ま
じ
り
の
知

事
さ
ん
の
面
白
い
お
詰
に
耳
を
傾
、
終

っ
て
県
民
室
長
赤
井
茂
雄
氏
の
司
会
で

質
疑
応
答
、
婦
人
会
長
高
梨
ミ
ネ
さ
ん

を
は
じ
め
各
階
層
の
人
々
の
熱
心
な
質

問
や
要
望
に
対
し
、
知
事
さ
ん
か
ら
は

懇
切
に
丁
寧
な
答
弁
が
あ
っ
た
。

写
真
は
熱
心
に
聞
き
入
る
来
聴
者
た
ち

お
悔
み
申
し
上
げ
ま
す

（
十
一
月
中
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
　
　

敬
称
略
す
）

死
亡
囗
　
氏
　
　
　

名
　

年
令
　

住
　
　
　
　

所

1
0、
3
1
　佐
々
木
　
仙
　
7
1
　石
毋
田
榎
木
2
5

月
、１
　

松
浦
　
万
吉
　
7
6
　西
大
枝
水
雲
‥囗

３
　

蓬
田
　

キ
チ
　
6
2
　徳
江
　
前
原
2
2

6
　
後
藤
市
四
郎
　
8
2
　藤
田
　
一
丁
田
三
、
1
4の
1
0
　

陶
　
村
上
　
イ
タ
　
7
4
　大
杢
尸
遠
光
原
2
0

2
0
　吉
田
　

幸
平
　
8
1
　山
崎
　

中
島
5
0

2
1
　古
川
　

と
き
　
5
5
　藤
田
　

中
沢
一
、
4

2
1
　三
の
輪
理
助
　
7
0
　森
山
　

中
上
野
9

2
6
　鴨
田
セ
キ
ノ
　
7
1
　内
谷
　
西
脇
6
4

2
6
　本
間
　

友
三
　
刀
　

森
山
　
中
上
野
１
の
l

2
7
　佐
藤
　
定
男
　
6
6
　貝
田
　

町
裏
2
8



土
台
い
し

礎
石
み
つ
か
る
／

郷
研
会
員
の
執
念
み
の
る

「
徳
江
に
は
、
七
堂
伽
藍
の
立

派
な
お
寺
が
あ
っ
た
」
と
い
う

物
語
り
は
昔
か
ら
伝
え
ら
れ
、

こ
れ
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に

珍
し
い
布
目
瓦
が
出
土
す
る
。

は
た
し
て
そ
の
お
寺
は
、
い
つ

の
時
代
に
、
ど
の
場
所
に
、
ど

の
よ
う
な
規
模
で
建
て
ら
れ
た

も
の
か
、
更
に
福
島
腰
浜
、
湯

野
西
原
、
遠
く
は
白
河
借
宿
、

陸
奥
多
賀
城
等
の
諸
寺
と
の
関

係
は
ど
う
か
な
ど
、
解
明
す
べ

き
問
題
が
た
く
さ
ん
あ
る
。

町
史
編
纂
室
で
は
、
こ
の
問

題
の
解
明
に
何
等
か
の
手
掛
り

を
つ
か
み
、
資
料
を
提
供
せ
ん

も
の
と
、
遺
跡
調
査
で
は
最
も

難
物
と
さ
れ
て
い
る
「
廃
寺
跡

発
掘
調
査
」
と
い
う
事
業
に
踏

み
切
っ
た
の
で
あ
る
。
担
当
者

に
県
文
化
財
専
門
委
員
梅
宮
茂

先
生

を

招
き

、

調
査

員

と

し
て

宮

城

県
多

賀

城

跡
調

査

研

究
所

員
工

藤

雅
樹

、

同

桑
原

滋
朗

、

同

進

藤
秋

輝

、

同
西

脇

俊
郎

、

福
島

県
文

化

セ

ン

タ

ー
所

員
藤

田

定

興

そ

れ
に

県

北
中

教

諭
渡

部
正

俊

の
諸

氏

を
委

嘱

し

た
。

こ

の

大

事
業

に

対
し

、

国

見
町

郷

土

史
研

究

会

（
会

長
早

田
盛

氏
）

並

び

に
地
元

徳
江

区

へ
区

長
佐

野
市

郎

氏

）

で

は
全

面
的

に
協

力

を
申

し

出

で
、

時

あ

た

か
も

秋

あ

げ
の

真
最

中

に
も

拘

ら
ず

連
日

二
十

余

人

の
作

業
員

が
出

動
し

唐

ぐ

わ
、

ス
コ

ツ

プ

ペ

ル
コ

ン
を

使

っ

て

の
重

労

働

か
ら

、
移

植

べ

ら
、

竹

べ

ら
、

は
け

を

使
う

精

密
作

業

に
至

る

ま
で

や

っ

て
の

け

た

の
は

さ
す

が
で

あ

っ

た
。

お

か
け

さ
ま
で

十

五
日

か
ら

二
十

一
日

ま
で

一

週
間

の

予

定

の

と
こ

ろ

一
日
早

く
仕

上

り
、

二
十

日

に
は

町
内

有

志
百

余

名
の

滲
集

の
も

と

に

現
地

説

明
会

を

開

い

て
有

終

の

美
を

飾

る
こ

と

が
で

き
た

。

今

度

の
調

査

の
最

大
の

や

ま

は
、

昔

の
建

物

の

礎
石

と
み
ら

れ

る
大

き

な
石

（
写

真

）
　一

つ

と
そ

の

根
石

数

か
所

見
付

け
、

寺
院

遺
構

研

究

の

手

掛
り

が
で

き
た

こ

と
で

あ

り
、

更

に

史
実

考
証

の

た

め
に
珍

重

さ
れ

る
た

く
さ

ん

の
瓦

や
石

器

が
出

土
し

た
こ

と
、

観

音
寺

の

沿

革

に
有

力
な
資
料
と
な
る
古
文
書
が
発

見
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、
ま
こ
と

に
み
の
り
の
多
い
調
査
で
あ
っ

た
こ
と
を
関
係
者
み
ん
な
で
喜

び
た
にい
。

こ
の
調
査
に
当
り
、
前
記
先

生
方
に
対
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、

郷
研
会
員
、
徳
江
区
民
の
皆
様

の
熱
意
と
ご
苦
労
に
対
し
深
甚

な
る
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第

で
あ
る
。
特
に
貴
重
な
桑
園
を

提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
八
巻
ス

ミ
さ
ん
、
引
垉
芳
男
さ
ん
、
ま

か
な
い
一
切
を
引
受
け
て
元
気

を
つ
け
て
く
だ
さ
っ
た
観
音
寺

阿
部
さ
ん
ご
一
家
の
皆
様
い
ろ

い
ろ
と
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た

に
も
拘
ら
ず
一
切
水
に
流
し
、

心
よ
く
ご
協
力
く
だ
さ
れ
た
近

所
の
方
々
に
対
し
最
高
の
敬
意

と
感
謝
を
申
し
上
げ
、
更
に
今

後
、
進
ん
で
調
査
研
究
を
行
な

う
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、

ま
た
よ
ろ
し
く
ご
協
力
た
ま
わ

り
た
く
お
願
い
し
て
お
き
ま
す

尚
最
後
に
の
現
地
説
明
会
に

お
け
る
坦
当
者
梅
宮
先
生
の
お

こ
と
ば
を
掲
げ
て
お
く
。

（

鈴

木

）

「
今
回
の
調
査
は
短
期
間
で
あ

り
、
要
を
つ
く
し
得
な
か
っ
た

が
、
予
想
以
外
の
地
点
に
遺
構

が
発
見
さ
れ
、
更
に
新
し
い
知

見
を
得
る
こ
と
が
出
来
、
国
見

町
史
に
重
要
な
資
料
を
加
え
る

こ
と
を
喜
ぶ
も
の
で
あ
り
、
調

査
に
従
事
し
た
国
見
町
郷
土
史

研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
が
老
年
を

か
え
り
み
ず
終
始
ス
コ
ッ
プ
を

握
っ
た
真
摯
な
努
力
に
敬
意
を

表
す
る
も
の
で
あ
る
」
。

重
要
文
化
財
に
指
定
か

二
五
〇
年
前
の
古
民
家

国
見
町
の
古
民
家
が
重
要
文

化
財
と
し
て
県
の
指
定
を
受
け

る
か
も
知
れ
な
い
と
今
問
題
に

な
っ
て
い
る
。
大
字
小
坂
字
木

八
丁
佐
藤
勝
一
さ
ん
の
家
が
そ

れ
で
、
今
度
高
速
道
路
関
係
の

遺
跡
調
査
の
結
果
発
見
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
県
で
は
文
化
財

専
門
委
員
草
野
和
夫
氏
（
東
北

工
業
大
学
教
授
）
を
派
遣
し
て

調
査
し
た
と
こ
ろ
、
少
く
も
十

八
世
紀
半
ば
を
く
だ
ら
な
い
、

民
家
と
し
て
県
内
に
珍
ら
し
い

も
の
と
の
太
鼓
判
が
押
さ
れ
た

県
で
は
早
速
こ
れ
を
重
要
文
化

財
候
補
と
し
て
検
討
す
る
こ
と

に
な
り
、
そ
の
手
続
き
方
を
教

育
委
員
会
に
申
入
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。

佐
藤
さ
ん
方
で
は
近
く
こ
れ

を
と
り
こ
わ
す
こ
と
に
な
っ
て

い
る
が
、
指
定
文
化
財
と
な
れ

ば
、
こ
れ
を
町
に
寄
付
す
る
と

い
っ
て
い
る
。
町
で
は
こ
れ
を

完
全
に
移
築
復
元
し
で
き
る
な

ら
民
俗
資
料
舘
と
し
て
利
用
し

た
い
と
い
っ
て
い
る
。

（
写

真
は

問
題

の
古

民
家

）

第
一
回
文
化
財
研
究
会

郷
土
史
研
究
会
（
会
長
早
田
盛
さ
ん
）
で
は
十
二
月
十
日
午

後
［
時
か
ら
町
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
文
化
財
研
究
会
を
開
にい
た

講
師
は
県
文
化
財
専
門
委
員
梅
宮
茂
先
生
、
県
教
委
編
「
文
化

財
読
本
」
を
使
い
な
が
ら
、
文
化
財
の
意
味
や
種
類
に
つ
い
て

、
お
も
し
ろ
く
、
し
か
も
わ
か
り
よ
く
お
話
し
さ
れ
た
。

先
祖
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
貴
重
な
文
化
財
が
い
か
に
大
切
な
も

の
か
、
こ
れ
を
保
存
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
…
…
な
ど

ほ
ん
と
う
に
有
意
義
な
研
究
会
で
あ
っ
た
。

今
後
数
回
に
わ
た
り
開
く
予
定
な
の
で
、
今
回
出
席
さ
れ
な
か

っ
た
方
も
、
次
回
か
ら
は
是
非
出
席
さ
れ
る
よ
う
お
す
す
め
す

る
。
尚
テ
キ
ス
ト
に
使
っ
た
「
文
化
財
読
本
」
家
内
申
で
見
て

も
よ
い
本
な
の
で
一
戸

ブ
冊
備
え
付
け
ら
れ
る
よ
う
お
す
す
め

す
る
。
ご
希
望
の
方
は
代
金
三
五
〇
円
添
え
て
公
民
館
内
郷
研

事
務
局
へ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

（

十

Ｔ
月
中

出

生
届

を
さ
れ

た
方
　

敬

称
略

す
）

出
生
日
　
氏
　
　
　

名
　
親
名
と
続
柄
　
住
　
所

1
0、
2
5
　後
藤

和

弘
　

直
一
の
長
男
　
取
鳥
　
大
門
叮

2
7
　遠
藤
　
　
裕
　
　

武
男
の
２
男
　
泉
田
堰
下
3
9の
1

3
1
　八
巻
　
孝
幸
　
　

孝
雄
の
長
男
　
徳
江
　
舘
1
2

n
、２
　

大
浪
有
希
恵
　
　

歇
輝
の
２
女
　
川
内
小
又
１
の
２

２
　

紺
野
　
英
敏
　
　

敏
男
の
長
男
　
山
崎
沢
田
４
の
６

４
　

高
橋
　

慎
一
　
　

歇
味
の
長
男
　
藤
田
　
北
3
4

4
　
遠
藤
　
　
修
　
　

征
男
の
２
男
　
取
鳥
　
深
田
2
0

月
　

佐
藤
　
正
敏
　

喜
藤
治
の
長
男
　
石
毋
田
蛭
沢
4
9

1
9
　朽
木
　

匡
史
　
　

正
美
の
２
男
　
泉
田
堰
下
3
9の
1

2
0
　佐
久
間
み
ど
り
　

道
夫
の
２
女
　
塚
野
目
北
塚
2
8

2
0
　佐
野
美
智
子
　

伊
勢
夫
の
３
女
　
徳
江
佐
野
合
1
6

2
1
　横
山
　
町
子
　
　

邦
夫
の
２
女
　
泉
田
堰
下
3
9の
１



こ
こ
に
も
縄
文
遺
跡

竹
の
内
を
予
備
調
査

町

史

編

纂

室
で

は

こ
の

た

び

西

大
枝

宇

竹

の
内

、

玉

手
昭

市

さ

ん
方

の

桑
園

な

ど
に

つ
い

て

予

備

調
査

を

し

た

と
こ

ろ
、

り

っ

ぱ

な

縄

文
時

代

の
遺

跡

で

あ

る
こ

と

が
わ

か
り

、
関

係

方
面

に
波

紋

を

投

げ

か
け

て
い

る

。ヽ

こ

の

へ

ん

の
畑

に

は
前

々

か

ら

石

器

や

土

器

が
出

る

と
い

う

話

か
お

る

と
い

う
の

で
、

去

る

今

月
五

目

の

日
曜

日

、
県

史

編

纂

室
目

黒

吉

明

先
生

、

福
大

古

考
学
研
究
会
一
条
孝
夫
、
同
八

重
樫
良
信
の
諸
氏
に
依
頼
し
、

更
に
地
元
西
大
枝
、
川
内
地
区

の
郷
瘧
会
員
の
応
援
を
頂
き
、

野
菜
畑
や
桑
園
を
坪
掘
り
し
て

み
た
と
こ
ろ
、
案
の
如
く
縄
文

時
代
を
証
す
る
土
器
や
毋
の
破

片
が
ぞ
く
ぞ
く
出
て
き
た
。
こ

の
遺
物
や
地
形
的
に
み
て
、
前

に
調
査
し
た
光
明
寺
の
山
田
遺

跡
と
同
じ
く
住
居
跡
で
、
こ
の

へ
ん
か
ら
東
大
枝
分
に
か
け
て

相

当

広
く

先

住
民

族

が
住
ん

で
い

た
も

の

と
思

わ
れ

る
。

年

代

は

縄
文

後
期

か
ら

晩
期

に

か
け

て
だ

か
ら

今

か
ら

三

千

年
前

頃
で

あ

る
う

と
目

黒

先

生

は
い

っ
て

い

る
。

町

で

は
早

速
文

化
庁

そ
の

他

関

係
方

面

に
連

絡
を

し
、

本
調

査

を
す

べ

く
準

備
を

進

め
る
こ

と

に
な

っ

た
。

（
写

真

は
現

れ
た

縄
文

土
器

）

素
顔
の
ア
メ
リ
カ
（

そ

の

二

）

今
度
は
、
生
活
を
中
心
に
話

題
を
し
ぼ
っ
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。
ま
ず
車
が
無
く
て
は
生

活
が
成
り
か
た
な
い
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

買
い
物
、
銀
行
、
食
堂
、
映
画

ホ
テ
ル
と
は
と
ん
と
が
、
車
で

乗
っ
た
ま
ま
、
あ
る
い
は
利
用

し
て
出
来
る
様
に
作
ら
れ
て
あ

り
ま
す
。
生
活
水
準
は
と
言
う

と
、
ど
こ
で
も
物
価
高
に
悩
ま

さ
れ
て
大
変
で
し
た
が
、
一
段

上
の
ク
ラ
ス
で
の
生
活
程
度
の

悩
み
と
い
う
べ
き
で
、
同
じ
悩

み
で
も
囗
本
と
ぱ
ち
よ
つ
と
違

う
様
で
す
。
一
人
の
平
均
年
収

が
三
千
七
百
ド
ル
（
百
十
三
万

）
位
で
特
に
婦
人
、
高
年
令
者

の
職
場
進
出
が
数
多
く
見
受
げ

ら
れ
、
食
堂
の
ウ
イ
ト
レ
ス
と

か
こ
う
し
た
職
域
は
、
四
十
才

位
の
婦
人
が
多
い
み
た
い
で
再

就
職
の
受
入
れ
体
制
は
、
大
部

我
が
国
と
違
っ
て
い
て
ス
ム
ー

ズ
に
働
に
出
れ
る
様
で
す
。
物

価
は
ど
う
か
と
い
う
と
公
共
料

金
、
サ
ー
ビ
ス
料
金
、
と
く
に

タ
ク
シ
ー
、
理
髪
は
高
く
、
食

料
品
、
農
畜
産
物
は
安
く
、
卵

は
一
個
十
二
円
位
で
し
た
の
で

日
本
と
同
じ
位
、
牛
肉
は
ロ
ー

ス

ー
○
○
幃
百
円
。
豚
肉
九
十

五
円
位
、
一
方
各
州
そ
れ
ぞ
れ

州
税
が
加
算
さ
れ
て

Ｉ
％
～
五

％
を
払
う
こ
と
に
な
る
の
で
す

チ
ツ
’プ
も
目
本
の
感
じ
と
は
違

い
タ
ク
シ
ー
に
乗
れ
ば
料
金
の

一一ｉ一
他
に
十
％
と
言
っ
た
様
に
要
求

さ
れ
、
ホ
テ
ル
空
港
に
行
け
ば

ポ
ー
タ
ー
が
ト
ラ
ン
ク
を
運
ん

で

く

れ

た
と

き
は

五
十

セ

ン
ト

～

二

十

五

セ
ン

ト
を
要
求

さ
れ

ま
す

。

こ
の

辺

の
感

覚
は

最
初

ピ

ン

と
来
な

い

の
で

慣
れ

る
ま

で
苦

労

し
た

も

の
で

す
。

食
事

は
朝

簡
単

に

ト

ー
ス
ト
、

コ
　
ー

ヒ

ー
、
卵

、
（

ム
で

す

ま
せ
瑟

と

夜

に
は

充
分

時
間

を
取

り

、

食

事

を
楽
し

ん

で

い
ま
す

。

合

理

的
に

時

間

を

必
要

と

し

な

い

ム
ダ
を

省

い

た

生
活

と
で
も

言

っ

た
方

が
良

い

か
も

知

れ

ま

せ
ん

。
服

装

も

普

段
着

は

実

に

質

素

で

、
特

に

若
者

は
自

分

の

個
性

に
合

わ
せ

上
手

に
着

こ

な

し

、
流

行

に
追

い

や

ら

れ
て

い

る

の
で

は

な

い

か

と
思

っ
て

い

た

我

々

に
は

、

ビ
ッ

ク
リ

さ
せ

ら

れ

た
も

の

で

し

た
。

家

庭
の

中

で

長
年

使

用

す
る

家

具

、
調

度

品

は

豪
華

で

立
派

な
物

を
取

り

揃

え

消

粍
品

は
金

を

か
け

ず

ナ
イ

フ
、

ス

プ

ー
ン

は
日

本

製
品

が
目

白

押
し

、
ど

こ

へ
行

っ

て

も
囗

本

製
品

の

は

ん

ら
ん

で

す
。

物
質

の

豊

富
の

国

ら
し

い
優

が
な

、
生

活

の

一
面

で

も

あ
っ

た
様

で
す

。

（

フ
オ

ト

ワ

ー

ス
の

道
場

で
）

小

坂
　

後

藤

与

志
男

（
国
民
年
金

特
別

融
資

）

藤
田
総
合
病
院
透
析
（
人
工
腎
臓
）
セ
ン
タ
ー

藤
田
総
合
病
院
透
析
（
人
工

腎
臓
）
セ
ン
タ
ー

慢
性
腎
不
全
患
者
（
尿
毒
症
）

に
対
す
る
腎
移
植
が
未
だ
一
般

化
さ
れ
て
い
な
い
現
在
、
そ
の

対
策
と
し
て
透
析
（
人
口
腎
臓

）
療
法
に
依
存
す
る
以
外
に
な

い
。

し
か
し
透
析
療
法
は
装
置
に
莫

大
な
費
用
を
要
す
る
こ
と
。

熟
練
し
た
医
師
、
看
護
婦
、
そ

の
他
技
術
者
が
心
要
な
こ
と
等

か
ら
全
国
的
に
そ
の
施
設
が
不

足
し
て
お
り
ま
す
。

公
立
藤
田
総
合
病
院
で
は
国

民
年
金
特
別
融
資
を
受
け
て
建

設
中
の
透
析
セ
ン
タ
ー
の
完
成

も
間
近
と
な
り
、
慢
性
腎
不
全

疾
患
（
尿
毒
症
）
に
悩
む
県
内

各
地
に
散
在
す
る
患
者
か
ら
東

北
初
の
透
析
セ
ン
タ
ー
の
完
成

が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

あ
つ
か
し
俳
句
会
（
十
一
月
二
十
日
）

兼
題
　
「
木
枯
」
　
　「
大
根
」
　
　

席
題
「
末
枯
れ
」

米
　
末
枯
の
径
と
ぼ
と
ぼ
と
成
人
検
診
　
　
　

早
田
　

灰
鳥

米
　
木
枯
や
大
い
な
る
朴
癢
ば
さ
と
落
っ
　
　

奥
山
　
甲
二

米
　
木
枯
に
寥
々
と
し
て
月
孤
な
り
　
　
　
　

斎
藤
黄
鰮
楼

米
　
〒
大
根
軒
に
釀
せ
る
風
物
苻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
陽

米
　
木
枯
や
意
谷
わ
ぬ
夜
は
声
尖
る
　
　
　
　
　
　
　

勝
ヱ

米
　
木
枯
や
泣
く
く

里
子
遠
ざ
か
る
　
　
　
　
　
　

正
雄

米
　
木
枯
に
隣
も
何
処
ぞ
釘
を
打
つ
　
　
　
　
　
　
　

正
一

米
　
未
枯
の
枝
を
見
上
げ
て
秋
深
し
　
　
　
　
　
　
　

痴
仏

米
　
木
枯
辛
月
の
明
る
く
大
吠
ゆ
る
　
　
　
　
　
　
　

蔦
水

睾
　
大
根
を
半
分
買
ふ
て
世
帯
仞
め
　
　
　
　
　
　
　

雨
田

米
　
木
枯
や
墓
上
の
木
々
を
吹
き
ぬ
け
で
　
　
　
　
　

泰
山

米
　
木
枯
や
千
代
紙
折
り
つ
つ
餉
待
つ
　
　
　
　
　
　

吐
絹

米
　
木
枯
の
止
み
て
夕
月
輝
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　

山
月

米
　
木
枯
や
破
れ
障
子
も
見
逃
が
さ
ず
　
　
　
　
　
　

木
公

米
　
木
枯
や
吾
子
の
家
路
の
秒
を
読
む
　
　
　
　
　
　

ぱ
る
子

米
　
木
枯
の
笹
の
声
聞
く
母
の
里
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
子

米
　
木
枯
や
悲
毋
観
音
の
お
は
し
ま
す
　
　
　
　
　
　

貞
子

米
　
木
枯
の
髪
は
な
だ
め
て
く
し
け
ず
る
　
　
　
　
　

栄
子
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