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お旅所で奉納される五つ鹿踊り

五
つ
鹿
踊
り

「
美
し
い
人
情
と
文
化
の
町
づ
く
り
」

は
、
私
た
ち
の
町
守
つ
く
り
目
標
の
三
本

柱
の
一
つ
で
す
。
各
地
区
に
い
ろ
い
ろ

な
郷
土
芸
能
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
一
つ
に
、
昭
和
五
十
五
年
三
月

に
町
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
、
豊
茂

朝
日
地
区
の
寸
五
つ
鹿
踊
り
」
が
あ
り

ま
す
。こ

の
五
つ
鹿
踊
り
は
、
丸
又
坂
男
さ

ん
の
祖
父
七
三
郎
さ
ん
が
若
い
時
、
日

土
中
当
や
鍛
治
岡
の
人
七

1
八
人
と
連

れ
立
っ
て
保
内
町
へ
い
き
、
宮
内
の
人

か
ら
鹿
踊
り
を
教
え
て
も
ら
っ
た
の
が

始
ま
り
だ
そ
う
で
す
。

当
時
、
宇
和
島
薄
に
は
八
つ
鹿
踊
り

が
あ
り
、
こ
ち
ら
へ
移
る
に
つ
れ
て
八

人
が
五
人
踊
り
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。朝

日
地
区
で
は
、
一
八
四
一
年
(
約

百
四
十
年
前
)
ご
ろ
か
ら
、
青
年
た
ち

に
よ
っ
て
こ
の
五
つ
鹿
踊
り
が
継
承
さ

れ
、
毎
年
秋
祭
り
に
は
朝
早
く
か
ら
地

区
内
約
五
十
戸
を
踊
り
ま
わ
っ
て
、
午

後
に
は
三
島
神
社
へ
奉
納
し
で
い
ま
す
。

一
時
は
こ
の
伝
統
芸
能
も
継
承
者
が

な
く
、
絶
え
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
が
、

豊
茂
の
文
化
振
興
や
歴
史
あ
る
郷
土
芸

能
を
絶
や
し
て
は
と
、
朝
日
地
区
の
青

年
た
ち
に
よ
っ
て
復
活
さ
れ
、
秋
祭
り

が
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
毎
晩
練
習
の
太

鼓
も
高
ら
か
に
、
地
区
の
山
あ
い
に
こ

だ
ま
し
て
い
ま
す
。

現
在
は
、
約
二
十
人
の
継
承
者
も
で

き
て
、
伝
統
芸
能
の
保
存
に
努
め
て
い

ま
す
。今

後
も
住
み
よ
い
地
域
づ
く
り
を
め

ざ
し
て
、
古
き
良
き
郷
土
芸
能
を
守
っ

て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
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秋

季

火

災

予

防

運

動

週

間

②
た
ば
こ
の
投
げ
捨
て
を
し
な
い

③
く
わ
え
た
ば
こ
で
移
動
し
な
い

④
吸
い
が
ら
の
処
理
を
完
全
に
す
る

(
た
き
火
〕

①
燃
え
や
す
い
物
の
近
く
で
は
し
な
い

②
強
い
風
の
と
き
に
は
し
な
い

③
水
バ
ケ
ツ
、
消
火
器
を
た
き
火
の
近

く
に
用
意
し
て
お
く

④
残
り
火
は
水
を
か
け
て
完
全
に
消
す

〔
子
供
の
火
遊
び
〕

①
マ
ッ
チ
、
ラ
イ
タ
ー
は
子
供
の
予
の

届
か
な
い
と
こ
ろ
に
お
く

②
子
供
だ
け
で
、
た
き
火
、
花
火
を
さ

せ
な
い

〔
石
油
ス
ト
ー
ブ
〕

①
対
震
自
動
消
火
装
置
の
あ
る
ス
卜
l

ブ
を
使
用
す
る

②
使
用
す
る
前
に
点
検
す
る

③
給
油
は
い
っ
た
ん
消
し
て
か

ら
行
な
う

④
点
火
し
た
ま
ま
移
動
し
な
い

〔
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
〕

①
コ
ン
ロ
の
上
や
横
に
フ
キ
ン

や
紙
な
ど
を
わ
か
な
い

②
使
用
後
は
元
栓
を
し
め
る

③
ホ
l
ス
や
コ
ン
ロ
は
定
期
的

に
点
検
す
る

〔
天
ぷ
ら
な
ベ
〕

①
天
ぷ
ら
な
べ
を
火
に
か
け
た

と
き
に
は
、
絶
対
そ
の
場
を

は
な
れ
な
い
こ
と

②
天
ぷ
ら
な
べ
に
火
が
入
っ
た

と
き
に
は
、
あ
わ
て
ず
に
ふ

た
や
ぬ
れ
た
パ
ス
タ
オ
ル
、

日
月
m
A
日
i
刊は月
2
日

司秋季火災予防運動@この人画臨酎

昭
和
五
十
年
か
ら
五
十
七
年
九
月
末

日
ま
で
の
七
年
六
か
月
の
間
に
、
長
浜

町
で
は
六
十
件
の
火
事
が
発
生
し
て
い

ま
す
。
こ
の
火
事
を
月
別
に
み
て
み
ま

す
と
、
十
一
月
か
ら
四
月
の
聞
に
大
半

が
発
生
し
て
い
ま
す
。

こ
の
季
節
は
、
ス
ト
ー
ブ
や
た
き
火

な
ど
の
火
を
取
り
扱
う
こ
と
が
多
く
な

り
、
空
気
が
乾
燥
す
る
た
め
、
ち
ょ
っ

と
し
た
火
種
か
ら
火
事
と
な
り
ま
す
。

火

事

を

お
こ
さ
な
い
た
め
に

〔
た
ば
こ
〕

①
寝
た
ば
こ
を
し
な
い

出火原困別件数

(昭和50年 1月 1日カら)
昭和57年 9月30日まで
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不
明
・
調
査
中

そ

の

他

焼

却

炉

ラ

イ

タ

ー

放

火
取

灰

火

あ

そ

び

オ
ガ
ラ
イ
ト

煙

突
電

気

器

具

風
呂
・
か
ま
ど

石
油
ス
ト
ー
ブ

乾

燥

機

た

き

び

た

ば

こ

出
火
原
悶

布
で
覆
う
か
ま
た
は
野
菜
を
入
れ
る

火
事
が
お
こ
っ
た

と
き
の
対
応

圃
同

①
ま
わ
り
近
所
へ
の
通
報

女
「
火
事
だ
|
」
と
大
き
な
声
で
知
ら

せ
る

女
手
近
に
あ
る
物
を
「
ガ
ン
ガ
ン
」
た

た
く

②
消
防
機
関
へ
の
通
報

二
一
九
番
L

通
報
内
容
・
:
「
火
事
で
す
。

0
0地

反

O
O
で
す
。
住
宅
が
燃
え
て
い
ま
す
。

目
標
は

O
O
の
東
で
す
。

漏
凶

初
期
消
火
は
五
分
以
内

原
因
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
初

期
消
火
の
で
き
る
の
は
一
一
一
分
か
ら
五
分

以
内
で
す
。
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初
期
消
火
に
威
力
を
発
揮
す
る
た
め
、

消
火
器
と
水
バ
ケ
ツ
を
備
え
つ
け
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

消
火
器
の
普
及
率
は
長
浜
町
で
一
九
・

八
%
、
全
国
で
六
六
%
で
す
。
消
防
署

が
五
十
六
年
と
五
十
七
年
に
町
内
の
家

庭
三
百
七
十
二
戸

の
防
火
診
断
し
た

と
こ
ろ
、
消
火
器

の
あ
る
家
庭
は
七

十
四
戸
で
し
た
。

消
火
器
を
選
ぶ

場
合
は
、
粉
末
消

火
器
A
B
C
刊
型

程
度
が
よ
い
よ
う

で
す
。あ

る
都
市
で
は
、

出
火
件
数
の
四
分

の
三
が
初
期
消
火

で
消
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
出
火
件

じ
で
す
か
。

こ
れ
は
、
火
災
現
場
に
か
け
つ
け
た

消
防
隊
が
、
緊
急
に
使
用
す
る
消
火
用

の
水
で
す
。

「
消
防
水
利
」
に
は
、
ど
ん
な
も
の

が
あ
る
か
と
い
い
ま
す
と

一
消
火
せ
ん
}
道
路
な
ど
に
設
け
ら
れ

て
お
り
、
ふ
だ
ん
は
鉄
板
な
ど
で
ふ
た

を
し
て
あ
り
ま
す
。

一
私
設
消
火
せ
ん
一
デ
パ
ー
ト
や
ビ
ル

な
ど
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

{
防
火
水
そ
う
}
公
園
、
広
場
、
空
き

地
な
ど
に
あ
っ
て
地
震
な
ど
の
非
常
災

害
の
と
き
は
、
飲
料
水
と
し
て
利
用
さ

れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

{

0

ア
ー
ル
]
学
校
な
ど
の
フ
l
ル
の
水

も
、
火
災
の
と
き
は
消
火
に
役
立
ち
ま

ト

y

。{
河
川
、
池
、
沼
、
海
一
火
災
の
場
合

は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。

「
消
防
水
利
し
と
い
う
言
葉
を
ご
存
火
災
の
消
火
作
業
は
、
一
八
万
一
秒
を

均

一

¥

|

/

や

り

た

い

こ

と

が

、

に

、

名

前

も

顔

も

知

ら

な

い

の

で

は

、

さ

び

し

い

の

い

い

思

い

出

だ

け

が

残

っ

て

い

る

よ

7

で
す
。
そ
ん
常

持

〓

z
F
!
L
み
ん
な
た
く
さ
ん
あ
る
で
は
な
い
で
し
ょ

7
か
。
運
動
会
や
盆
お
ど
り
な
ど
な
青
年
団
に
入
っ
て
六
年
目
に
な
る
と
同
時
に
、
長
持

一
管
春
万

)
U
U
J
1
f

ぶ
f
u
-
-
人けつむじ引

ι軒下
lu圧っ
U
山
町
れ
ま
け
一

向

d川
、

暗

唱

い

で

し

ょ

で

き

る

こ

と

だ

っ

て

た

だ

友

だ

ち

が

、

一

人

や

二

人

た

。

高

校

を

卒

業

し

て

す

ぐ

の

こ

ろ

は

、

仕

事

は

な

間

一7
か
。
で
も
、
何
を
や
る
に
も
一
人
し
を
で
き
る
こ
と
だ
け
を
と
っ
て
み
て
も
、
価
値
が
あ
る
か
な
か
覚
え
な
い
し
、
人
前
は
は
ず
か
し
い
し
で
、
邸

内

じ

や

ち

ょ

っ

と

:

:

:

と

思

っ

て

し

ま

〉

フ

達

二

L
V
J
J
r
-
F
A

毎
旦
洛
ち
込
ん
で
ば
か
り
い
ま
し
た
。
し
か
し
先
輩
出

γ

7

0

だ

か

り

、

ぼ

く

た

ち

は

集

ま

り

ト

友

総

監

川

一

一

-

ぺ

静

一

員

の

方

々

の

厚

い

ご

指

導

で

、

A
7
は
こ
こ
ま
で
強
く
な
即

時

を

作

っ

て

行

動

し

て

い

ま

す

。

「

青

と

で

蕗

響

調

講

謀

議

欝

告

。

務

り

ま

し

た

。

顔

見

知

り

の

お

客

さ

ん

も

た

く

さ

ん

で

吋

時

年

団

」

「

青

年

大

学

」

な

ど

は

、

そ

お

白

動

一

三

一

…

辺

先

¥
J
際
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J
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近
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7
な
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l

〉

一

〉

、

山

益

、

「

却

の

中

心

で

す

。

青

年

団

と

聞

け

ば

、

普

噛

J

一一一

J
欝

齢

護

増

藤

鱗

噛

傍

白

茂

を

し

て

座

っ

て

い

ま

す

。
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7:し
、
特
に
松
山
と
か
都
十
市
巾
に
働

向
き
に
行
つ
て
い
る
若
者
に
と
つ
て
は
、
一
冗
車
青
同
の
で
は
な
い
で
し
よ

7よ
か

O

「Jよ-うつ
Lや
る
わ
い
L

と
青
年
団
も
、
も
う
年
長
組
に
入
つ
て
い
る
の
で
、
若
向

特
入
す
り

J

づ7づ?hら
ら
:
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
田
思
担
心
♂
い
『
也
田
思
ル

τ旨う

;7
よ
よ
り
:
も
、
ま
ず
青
年
団
に
入
っ
て
み
て
は
ど
う
い
団
員
に
は
特
に
思
い
や
り
を
も
っ
て
っ
き
あ
っ
て
性

問

、

I
下
L

r

F

〉

O

ヲ

部

ま

す

。

帰

宅

時

間

が

遅

か

っ

た

り

で

し

ょ

う

カ

い

き

た

い

と

思

っ

て

い

ま

す

c

地

問

個

人

的

な

サ

ー

ク

ル

が

あ

っ

た

り

し

て

:

:

:

。

で

こ

ん

な

こ

と

を

言

っ

て

い

る

ぼ

く

自

身

、

あ

ま

り

向

#
も
、
せ
っ
か
く
長
浜
に
残
っ
た
若
者
ど
う
し
な
の
活
動
を
し
て
い
る
方
で
は
な
い
の
で
す
が
、
今
ま
で

e

制

ず
も
も
も
も
も
も
も
も
も
も
も
も
も
も
も
も
も
も
も
も
も
も
も
も
も
も
も
も
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も
も
も
も
も
も
も
も
早
も
も
も
も
も
も
も
も
も
も
も
も
も
も
Z
2
2
2
2
3
M

一一ー"""""'"青春万産量

数
の
一
二
分
の
二
が
水
バ
ケ
ツ
に
よ
っ
て

消
さ
れ
て
い
ま
す
。

ぶ
バ
ケ
ツ
は
各
家
庭
に
あ
り
、
使
い

な
れ
て
い
る
の
が
利
点
で
す
が
、
水
道

か
ら
八
口
バ
ケ
ツ
に
ぷ
を
た
め
る
の
に

四
卜
五
秒
か
か
る
の
が
欠
点
で
す
。

バ
ケ
ツ
一
一
(
}
一
二
ぱ
い
に
く
み
だ
め
を

し
て
お
く
か
、
風
呂
に
た
め
で
わ
く
と

い
ざ
と
い
う
時
に
役
だ
ち
ま
す
。

地
域
、
職
場
で
消
火
訓
練
、

防
火
講
習
会
を
開
こ
う

大
万
一
の
場
合
に
備
え
て
、
消
火
器
な
ど

の
使
用
方
法
を
体
験
し
ま
し
ょ
う
。

大
火
災
か
ら
大
切
な
生
命
、
財
産
を
守

る
た
め
、
ま
た
は
火
災
を
む
こ
さ
な

い
た
め
防
火
講
習
会
を
行
な
い
、
火

災
予
防
に
役
立
て
ま
し
ょ
う
。

消
火
訓
練
や
防
火
講
習
会
を
希
望
さ

れ
る
場
合
は
長
浜
支
署
(
合

2

0

1

5
4
)
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
に

大
切
に
保
護
し
よ
う

争
い
ま
す
。
日
ご
ろ
か
ら
「
消
防
水
利
」

を
い
つ
で
も
使
え
る
よ
う
な
状
態
に
し

て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
次
の
点
に

注
意
し
ま
し
ょ
う
。

マ
消
防
水
利
の
近
く
に
、
消
火
活
動
の

妨
げ
に
な
る
よ
う
な
物
を
お
か
な
い

よト
7
に
し
ま
し
ょ
h70

マ
車
を
駐
車
さ
せ
る
と
き
は
、
消
防
水

利
の
上
や
近
く
に
止
め
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。
も
し
駐
車
す
る
と
、

道
路
交
通
法
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
ま

み

9
0

マ
防
火
水
そ
う
な
ど
の
消
防
水
利
に
、

ゴ
ミ
や
物
を
投
げ
こ
ま
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
子
供
た
ち
を

さ
く
内
で
遊
ば
せ
な
い
よ
う
に
気
を

つ
け
て
く
だ
さ
い
。

消
防
ポ
ン
プ
車

広
域
消
防
長
浜
支
署
ヘ

損

保

協

会

日
本
損
害
保
険
協
会
か
ら
大
洲
地
区

広
域
消
防
事
務
組
合
に
標
準
型
消
防
ポ

ン
プ
自
動
車
一
台
が
贈
ら
れ
、
こ
の
た

び
長
浜
支
署
ヘ
配
属
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
消
妨
車
は
、
四
輪
駆
動
で
全
長

五
・
四
三

M
、
幅
一
・
八
五
ぃ
円
高
さ

一
了
一
二
一
以
。
ポ
ン
プ
は
、
毎
分
二
千
八

百
川
の
放
水
が
可
能
で
、
四
か
所
か
ら

同
時
に
放
水
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。ま

た
、
化
学
泡
原
液
百
出
を
積
載
し

た
化
学
消
火
装
置
、
警
報
予
防
広
報
活

動
の
た
め
の
拡
声
機
付
き
電
子
サ
イ
レ

ン
な
ど
も
設
備
さ
れ
て
お
り
、
消
火
活

動
に
威
力
を
発
揮
す
る
も
の
と
期
待
さ

れ
て
い
ま
す
。
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現在長摂町の財政

4 

3 

2 

費目別

財政状況の公表
長浜町の財政事情の作成および公表

に関する条例により昭和57年度 9月末

現在の財政状況を公表します。

昭和57年10月 長浜 町長 二宮 重憲

歳出(使うお金)

関
脇
幽
執
行
額
(
す
で
に
使
っ
た
金
額

門
川
〕
予
算
額
(
使
う
予
定
の
金
額
)

予算額|川37川|胤侃附6川|帆8幻77つl肌む

執行額 13担1，32幻31 159，79但11 27河6，4必59叫1119，3犯35什1 0叶117η2，6ω60 
(仔子算執行ヰ劉司I(54.6%) I (43.8%) I (47.1%) I (39.8%) I (0.0%) I (25.4%) 

国民健藤保険

(U.Arr'}予算額 710，539千円

rUo吋)J園1収入済額 278，699千円

frbC民'" '支出済額 266，049千円

税別収入状況
(単位.千円)

干兇 干重 別 予算額 収入済額

田I 民 税 168，746 80，577 

固定資産税 140，989 78，190 

軽自動車税 8，395 8，469 

たばこ消費税 35，400 19，818 

電 A頁~ 税 23，940 12，722 

木材引取税 150 。
特別土地保有税 2，847 2，847 

言十 380，467 202，623 

国民健康保険菌営診療所

6乏ミEz 予算額 28，550千円

1..1口『
~; 1- 収入済額 1，304千円

も壬 主 支出済額 20，578.千円

住宅新築資金等貸付事業

(I':¥ 予算額 64，923千円

官辞「収入済額 6，453千円

」五L巴~支出済額 7，928千円

水道事業会計

収益的収入

収益的支出

28，687千円

26，630千円

(単位:千円)

3，597，259 

1，381，393 
(38.4%) 

港湾施設事業

グ待義予算額叩
'fi 収入済額 3，251千円

¥ 支出済額 4，710千円

簡易水道事業

同
川

予算額 39，467千円

収入済額 3，907千円

支出済額 19，276千円

工業用水道事業会計

4，872千円

6，461千円
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入(はいるお金)

3，597，259 

1，463，838 
(40.7μ) 

歳(単位:千円)

費目別|町制

4 

3 

2 

長
川
町
議
会
第
五
凶
臨
時

会
が
九
月
一
-
十
八
日
に
問
か

れ
ま
し
と
り

午
後
二
時
一
一
一
卜
分
開
会
。

議
案
審
議
を
前
に
、
再
選
後

初
議
会
に
臨
ん
だ
二
宮
町
長

に
刻
し
、
菊
地
満
男
議
長
が

歓
迎
の
こ
と
ば
を
、
ま
た
、
二
宮
町
長

は
ど
れ
に
答
え
て
感
謝
を
述
べ
る
と
と

仁
に
町
長
就
任
の
あ
い
さ
つ
を
、
〕
ま
し

た。
こ
の
あ
と
議
案
上
程
審
議
に
入
り
、

教
育
委
員
の
選
任
に
関
ず
一
品
朱
件
な
ど

四
議
案
が
原
案
通
り
可
決
さ
れ
た
ほ
か
、

談
会
報
告
案
件
二
件
が
受
理
長
抗
さ
れ

ま
?
)
た
の

お
も
人
池
内
容
は
次
の
通
り
。

(議会短信)出
海
漁
港
は

斉
藤
建
設
と

昭
和
立
十
じ
年
度
出
海
漁
港
局
却
は

良
士
事
を
一
一
一
千
九
百
万
川
穴
、
株
式
会
社

斉
藤
建
五
と
請
負
史
約
を
結
ぶ
こ
と
が

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

教
青
委
員
に

後
藤
保
夫
氏
を
再
任

戒
川
の
後
核
保
夫
氏
は
、
卜
月
六

H

で
教
育
委
員
の
戦
が
任
期
満
了
と
な
る

の
に
と
も
な
い
、
町
長
は
後
任
委
員
に

同
氏
を
再
び
任
命
す
る
こ
こ
で
議
会
の

同
定
を
求
め
た
結
果
、
同
な
さ
れ
再
任

さ
れ
ま
し
た
c

血
豆
茂
小
改
築
工
事
に
着
手

完

成

は

来

春

豊
茂
小
学
位
改
築
事
業
法
、
八
月

十
四
日
の
町
議
ム
五
で
請
負
契
約
の
締
結

一
議
案
が
戸
レ
ド
認
さ
れ
、
同
月
一
一
卜
五
日
か

ら
校
合
の
と
り
こ
わ
し
が
折
ま
り
、
段

築
工
事
が
ス
タ
?
し
ま
し
た
。

完
成
は
昭
和
五
十
八
年
春
の
予
定
で

そ
れ
ま
で
は
閉
校
舎
や
公
民
飢
を
使
つ

で
予
留
す
心
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

交
通
安
全
の
た
め

の
歩
道
を
新
設

晴海

国
道
令
二
仁
八
月
線
の
う
ち
、
晴
海
の

農
協
加
工
場
付
近
芯
、
道
民
改
良
に
と

も
な
っ
ど
年
々
車
両
の
交
通
量
が
増
加
え
、

死
亡
事
故
等
が
楚
竺
し
て
お
り
、
交
通

に
支
樟
を
生
じ
て
い
る
の
で
、
地
元
長

浜
町
交
通
安
主
推
進
協
議
会
、
長
浜
答
日

2

料
品
官
派
出
所
な
ど
の
安
望
に
よ
り
、
旧

県
一
泊
一
の
残
地
主
利
閉
し
て
新
し
く
歩
道

が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
ま
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
県
、
が
総
工
事
官
わ
よ
そ
一
千

五
百
万
円
か
け
て
実
施
す
る
も
の
で
、

延
長
一
一
百
六
十
一
一
J
、
一
幅
員
一
・
五

1

ゴ
了
八
に
、
来
年
八
月
に
完
成
す
る
予

{
広
で
す
。

お
互
い
が
交
通
ル

i
ル
を
守
っ
て
、

町
内
か
ら
交
通
事
故
を
な
く
し
た
い
も

の
で
す
。

県道ぞいに新設される歩道
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二
一
ア
ィ
、
つ

く
り
と
行
政
施
策

コ

ユ

人
間
性
の
回
復
レ
/
」
真
の
自
己
実
現
の

場
と
し
て
の
コ
ミ
ユ
二
テ
ィ
の
理
念
は
、

自
主
性
と
責
任
を
自
覚
し
た
個
人
及
び

家
庭
が
、
人
々
の
多
憾
な
閣
心
を
認
め

合
い
な
が

ι、
進
ん

F
述
帯
し
共
同
で

仲
町
み
よ
い
地
域
社
会
を
つ
く
っ
て
い
三

う
と
す
る
も
の
で
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
つ
く
り
は
、
住
民
の

主
体
性
や
自
発
性
が
最
大
限
に
尊
重
大
一

れ
る
近
代
的
な
地
域
社
会
ゃ
つ
く
り
な
の

で
す
。こ

の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
一
定

の
地
域
に
七
む
い
て
孝
一
様
な
価
値
感
を
持

っ
て
い
る
人
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
が

参
加
す
る
活
動
を
通
じ
て
、
地
域
の
謀

題
に
つ
い
て
共
通
の
合
意
を
見
い
出
す

過
程
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
も
の

で
し
ょ
う
。
そ
の
忌
昧
で
は
行
政
の
立

場
は
基
本
的
に
は
補
助
的
な
も
の
に
す

ぎ
ま
せ
ん
。

し
か
し
な
が
ら
、
地
域
住
民
の
コ
ミ

斗
ニ
テ
ィ
活
動
の
な
か
に
は
、
行
政
施

策
と
深
い
か
か
わ
り
合
い
を
持
っ
て
い

る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
地
域

で
の
交
通
安
全
活
動
、
防
犯
、
防
火
活

動
な
ど
は
、
行
政
が
重
要
な
役
割
を
果

た
す
分
野
に
か
か
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動
で
す
。
そ
こ
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
病

問
と
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
は
結
び
つ
き
補

完
し
合
っ
て
い
ま
LF
。

そ
れ
ゆ
え
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
地
伐

の
人
々
の
ふ
れ
合
い
の
場
で
あ
る
と
同

時
に
、
地
域
の
人
々
と
行
政
と
の
対
話

の
場
と
も
な
り
得
る
も
の
な
の
予
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
守
つ
く
り
に
お
け
る
行

政
の
立
場
は
、
基
本
的
に
は
補
助
的
な

時 一…コミュニティ広場・保育自記

も
の
で
す
が
、
そ
こ
に
お
け
る
役
割
は

大
き
ぐ
、
行
政
は
、
地
域
住
民
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
活
動
が
円
治
に
推
進
さ
れ
る

よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
施
策
の
う
え

で
、
そ
の
条
件
整
備
、
環
境
守
つ
く
り
を

行
な
い
、
伶
民
の
自
発
的
、
主
体
的
な

活
動
に
積
極
的
に
協
力
し
て
い
く
こ
と

が
大
切
と
考
え
て
い
ま
す
。

コ
、、
二L

ニ
テ
ィ

情
報
の
提
供

現
在
、
全
国
各
地
に
お
い
で
、
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
守
つ
く
り
に
対
す
る
地
域
住
民

の
問
心
が
高
ま
っ
て
き
で
お
り
ま
す
が
、

も
と
も
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
地
域
の

::J~ュニティ

場!五

人
々
の
生
活
の
場
と
し
で
創
造
さ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
原
点
は
、
コ
ミ
ユ

二
子
ィ
づ
く
り
に
取
り
組
む
地
域
住
民

の
一
人
ひ
と
り
の
意
識
の
な
か
に
あ
る

と
言
え
ま
し
ょ
う
。

そ
ご
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
を
成

功
さ
せ
る
た
め
に
、
行
政
は
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
関
す
る
情
報
を
豊
富
に
提
供
し
、

住
民
の
意
識
の
啓
発
を
図
る
こ
と
を
強

力
に
推
進
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
は
、
日

前
に
比
べ
れ
ば
大
分
親
し
ま
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
弘

た
ち
に
な
じ
み
が
薄
い
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
コ

コ
、、

ユ

ニ
テ
ィ
づ

く
り
の
学
習

コ
ミ
斗
二
一
7
ィ
は
、
地
域
住
民
の
あ
ら

ゆ
る
階
層
、
あ
ら
ゆ
る
世
代
の
参
加
に
よ

っ
て
築
き
あ
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
つ
く
り
に
関
す
る
学
習
・
教

育
は
、
地
域
住
民
の
生
涯
に
わ
た
っ
て

行
な
わ
れ
る
ご
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。

コ
ミ
L

一
一
テ
ィ
活
動
の
な
か
で
学
習

を
深
め
る
こ
と
を
通
じ
て
人
々
は
生
き

が
い
を
見
い
出
し
、
そ
こ
か
ら
、
さ
ら

に
地
域
の
生
活
を
よ
り
よ
く
し
よ
う
と

す
る
意
識
が
高
ま
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、

生
涯
教
育
の
推
進
は
重
要
な
も
の
で
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
の
た
め
の
学

習
は
、
幼
究
期
に
お
け
る
近
所
の
仲
間
と

の
避
ひ
か
ら
、
青
少
年
期
に
お
け
る
学
校

?
の
地
域
を
み
つ
め
る
学
習
、
そ
し
て
成

人
期
以
降
に
お
け
る
社
会
の
な
か
で
の

具
体
的
な
地
域
課
題
を
解
決
し
て
い
く

た
め
の
学
習
へ
と
発
展
す
る
も
の
で
す
。

持
に
学
校
は
、
地
域
の
人
々
の
共
通

の
心
の
ふ
る
さ
と
で
あ
り
、
学
校
を
核

と
し
て
人
々
が
ふ
れ
合
い
、
ま
た
学
校

で
の
子
供
の
生
活
を
通
じ
て
、
大
人
の

な
か
に
新
し
い
連
帯
意
識
が
形
成
さ
れ

る
で
し
ょ
う
。

そ
こ
で
、
小
学
校
や
中
学
校
の
教
育

に
わ
い
で
、
子
ど
も
た
ち
が
住
む
地
域

社
会
の
歴
史
、
地
域
社
会
の
現
状
と
問

題
点
、
地
域
社
会
の
望
ま
し
い
将
未
像

し
し
佳
民
の
役
割
な
ど
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ

く
り
を
内
容
と
し
た
コ
ミ
ユ
一
一
テ
ィ
副

読
本
や
規
聴
覚
機
材
を
教
材
と
し
て
使

用
す
る
こ
ど
は
、
地
域
住
民
の
意
識
啓

発
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
効
果
を
生

む
も
の
で
あ
り
、
行
政
は
、
そ
の
推
進

に
努
め
る
ご
と
が
必
要
で
す
。
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そ
ぴ
の
延
長
で
ト
八
張
り
切
り
す
る
子

供
。
歌
っ
た
り
、
お
は
な
し
を
き
い

で
で
き
あ
が
り
を
待
ち
、
お
阪
一
一
外

食
べ
ま

L
た
。
十
五
ム
伎
の
お
は
な
し

の
中
で
、
飢
え
、
死
に
か
け
た
老
人

を
殺
お
う
と
自
分
の
身
を
炎
に
投
じ

て
、
自
分
の
肉
を
老
人
に
食
べ
さ
せ

救
お
う
と
し
た
、
や
さ
し
い
心
の
う

さ
ぎ
を
知
っ
た
数
日
後
、
国
-R
浜
保
育

所
か
ら
「
う
さ
ぎ
の
赤
ち
ゃ
ん
が
生

ま
れ
た
の
で
げ
い
り
ま
せ
ん
か
」
と
い

っ
て
い
た
だ
き
、
一
一
羽
の
う
き
ぎ
を

飼
う
?
一
と
に
な
り
、
子
供
達
は
大
喜

び
G

お
そ
る
あ
そ
る
予
を
の
ベ
る
子

供
。
少
し
動
く
と
手
を
ひ
っ
こ
め
て

後
ず
さ
り
7

ぶ
¥
様
子
を
う
か
が
う
子

供
。
口
を
始
終
動
か
せ
、
え
さ
を
食

べ
る
う
さ
ぎ
を
ど
っ
〉
一
み
つ
め
て
、

議

γ
;一
一
議
う
さ
ぎ
も
み
ん
な

i
は
V

の
期
待
に
こ
た
え

闘
関
齢
繋
説
霧
ち
ょ
う
と
一
心
に
口

瞳
珊
霧
器
眠
開
一
へ
〆

L
h
h
L

麟
闘
そ
ぐ
一
児
を
動
か
せ
食
べ
て

E
罷
棚
〆
ご
マ
三
国
い
る
よ
う
で
す
。

!
 

感
慨
態
¥
子
家
の
ま
わ
り
で
摘

通

運

:

と

ん

だ

う

さ

ま

の

大

一
日
見
守
勢
吋
好
き
な
ま
、
祖

f
J
J
L
F
J
ぅ
母
に
教
え
て
も
ら

期
燃
が
一
一
一
機
織
機
っ
た
と
喜
ん
で
片

岡

h
市
山
一
昨
日
融
調
路
融
臨

線
事
ヤ
護
摩
一
っ
て
き
で
食
べ
さ

せ
ま

F
o
前
足
会
浮
か
せ
て
子
供
を

迎
え
、
喜
ん
で
食
べ
る
う
き
ぎ
の
手

ご
と
え
に
、
巨
を
ま
ん
ま
る
く
さ
せ

感
動
し
て
い
ま
す
。
、
ず
っ
し
り
と
し

た
生
命
の
重
み
を
実
感
と
し
で
味
わ

い
、
生
命
あ
る
も
の
へ
の
愛
情
や
責

任
感
の
犬
切
さ
を
、
飼
育
す
る
こ
と

か
ら
学
ん
で
ほ
し
い
。

「
出
国
生
保
育
所
保
母
・
鈴
木
佳
代
子
)
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だ。己中ゐ ζl宅扱 Z量ここ
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く中れれり内やま干や
設でもたで酒菓す長吾」ユ
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むるせにもなこ 回、本がす訂iI落た↑つにふの識意 ハμ

け新ず得あ く と で し 進 復日人、。練ち病:す寝さ奥が識 つ
(てし、たりなが正て月医し常に治もが着院↓ぐかがへなが r←ィ
保みい時知まつ、しい歩学ま生も療ちす け に ↑ に せ っ 落 く な ん し 、 ¥ <.. 
健ま矢口々識すて今いまのはす活回や ろぐば運 lし、てちないム幸子
婦し識はに。い日とす勢、。に復 sJIIんに、ぶ 4ま頭し込ると i て

よに専はでるは言。いま 困へ練病問機こ i しをまみとき，~.さ
原うも門あすともわ昨でさ らのが状始能と 1 よそい、、 =乙九
問。耳家ま守いうれ日進に な意うにで回で十うらま空舌 寸- 1，-

) をのり宍 う 正 て ま 歩 日 い志ま も き 復 す 1 0 せ す 気 の ι し瓦
くがく よ る の 。 + こ で 。 の 干 艮 竺4
ら あ でりかた状 tれのあ通元 一→

を ど お り が

正
し
い
方
法
を
身
に
つ
け
よ
う

へるすあい

大
ケ
ガ
を
し
た
り
急
病
に
な
っ
た
と

き
、
頼
み
の
綱
は
救
急
車
で
す
。

し
か
し
、
地
震
な
ど
の
大
規
模
な
災

害
が
起
こ
っ
た
と
き
は
、
交
通
や
通
信

が
妨
げ
ら
れ
た
り
、
一
度
に
大
勢
の
負

傷
者
が
出
る
な
ど
し
て
、
救
急
車
が
十

分
に
対
応
で
き
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ

ま
す
。そ

の
よ
う
な
と
き
、
適
切
な
手
当
が

で
き
る
か
ど
う
か
が
、
人
の
生
命
を
左

む
し
ま
す
。
ケ
ガ
人
や
病
人
の
状
態
を

悪
化
さ
せ
ず
に
医
師
に
引
き
渡
す
処
置
、

そ
れ
が
応
急
手
当
で
す
。

軽
い
ケ
ガ
や
病
気
の
手
当
を
身
に
つ

成
人
病
や
そ
の

予
防
な
ど
の
知
識

が
一
般
に
浸
透
す

る
こ
と
は
非
常
に

喜
ば
し
い
こ
と
で

す
。
し
か
し
そ
の

け
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
医
師
の

処
置
が
必
要
な
ケ
ガ
や
病
気
に
つ
い
て

も
、
人
工
呼
吸
、
止
血
な
ど
は
早
い
ほ

ど
効
果
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
わ
た
し
た

ち
一
人
一
人
が
、
応
急
手
当
の
方
法
を

身
に
つ
け
て
お
き
た
い
も
の
で
す
。
「
死

の
危
険
が
迫
っ
て
い
る
と
き
に
、
シ
ロ

ウ
ト
が
子
出
し
す
る
の
は
・
」
と
思
う

方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
応
急

手
当
が
本
当
に
必
要
な
の
は
、
生
死
に

か
か
わ
る
と
き
で
、
例
え
ば
次
の
よ
う

な
場
合
で
す
。

帯
意
識
を
失
っ
た
ま
ま
で
い
る
状
態

亨
呼
吸
が
止
ま
っ
て
い
る
状
態

軍
呼
吸
も
脈
も
止
ま
っ
て
い
る
状
態

軍
大
出
血
し
て
い
る
状
態

こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
下
に
一
不
す

よ
う
な
応
急
手
当
を
施
し
ま
し
ょ
う
。

反
面
、
な
ま
か
じ
り
な
知
識
で
日
常
生

活
に
制
限
を
加
え
て
い
る
人
も
時
々
見

う
け
ま
す
。
こ
れ
は
、
食
生
活
に
関
す

る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
た
と
え
ば

「
砂
糖
は
悪
い
が
蜂
蜜
や
黒
砂
糖
は
身

体
に
良
い
」
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
で

す
。
蜂
蜜
や
黒
砂
糖
も
食
べ
す
ぎ
る
と

身
体
に
良
く
あ
り
ま
せ
ん
し
、
栄
養
的

死
の
危
険
が
追
っ
て
い
る
と
き
の
応

急
手
当
、
例
え
ば
、
人
工
呼
吸
、
心
臓

マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど
は
、
頭
だ
け
で
わ
か

っ
て
い
て
も
、
い
ざ
と
い
う
と
き
、
な
か

な
か
実
行
に
移
せ
ま
せ
ん
。
消
防
署
、

日
本
赤
十
字
社
、
地
元
の
医
師
会
な
ど

が
催
す
講
習
会
に
進
ん
で
参
加
し
、
正

し
い
応
急
手
当
の
方
法
を
身
に
つ
け
ま

ー
レ
ト
品
よ
ノ
。

「
気
道
確
保
」
と
い
い
ま
す
。

@
呼
吸
の
な
い
と
き

人
工
呼
吸
を
し
ま
す
。
こ
の
場
合
に

も
ま
ず
寸
気
道
確
保
」
を
行
な
い
ま
す
。

@
呼
吸
も
脈
も
な
い
と
き

人
工
呼
吸
と
心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
同

時
じ
行
な
い
ま
す
。

。
出
血
が
多
い
と
き

傷
口
を
ガ

1
ゼ
や
ハ
ン
カ
チ
で
強
く

押
さ
え
ま
す
。

そ
れ
で
も
出
血
が
止
ま
ら
な
い
と
き

は
、
傷
口
と
心
臓
の
聞
で
脈
の
感
ビ
る

個
所
を
指
や
「
止
血
帯
し
な
ど
で
圧
迫

し
ま
す
。

一
時
間
以
上
止
血
し
て
お
く
ご
と
は

危
険
な
の
で
、
早
め
に
医
師
の
診
断
を

受
け
ま
し
ょ
う
。

こ
の
ほ
か
、
知
っ
て
お
き
た
い
応
急

手
当
と
し
て
は
、
骨
折
や
や
け
ど
な
ど

の
手
当
が
あ
り
ま
す
。

応
急
子
当
の
知
識

け

い

れ

ん

け
い
れ
ん
と
は
、
自
分
の
意
志
と
は

関
係
な
し
に
筋
肉
が
縮
ん
で
し
ま
う
こ

と
。
疲
れ
て
い
る
と
き
、
ま
ぶ
た
が
ヒ

ク
ヒ
ク
動
く
の
や
、
ふ
く
ら
は
ぎ
が
つ

っ
て
し
ま
う
「
こ
む
ら
返
り
L

は
比
較

的
軽
い
け
い
れ
ん
で
す
。

こ
の
け
い
れ
ん
が
全
身
に
起
こ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
て
ん
か
ん
の
発
作
や

幼
児
に
み
ら
れ
る

H

ひ
き
つ
け
ω

が
そ

れ
で
す
。

全
身
に
け
い
れ
ん
が
起
こ
る
と
、
無

意
識
の
う
ち
に
体
を
周
囲
に
ぶ
つ
け
、

ケ
ガ
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
安
全

な
場
所
に
患
者
を
横
た
え
、
け
い
れ
ん

の
治
ま
る
の
を
待
ち
ま
す
。
そ
の
際
、

次
の
よ
う
な
手
当
は
で
き
る
よ
う
に
し

て
お
き
た
い
も
の
で
す
。

〈
け
い
れ
ん
の
応

急
手
当
)

①
ネ
ク
タ
イ
、
ベ

ル
ト
な
ど
を
緩
め

め
呼
吸
を
楽
に

す
る
。

②
恒
吐
の
あ
る
と

き

は

、

顔

を

横

①

向

何

V

に

向

け

て

吐

き

‘

時

益

4
E

や

す

く

す

る

。

型

炉

円

以
上
の
処
置
を

d
t
F

行

な

い

、

け

い

れ

ネ

a
m

、M
V
ト
aE

ん

の

治

ま

る

の

を

ゆ

4ZZ.

待
ち
ま
す
が
、
後
で
医
師
に
説
明
が
で

き
る
よ
う
、
け
い
れ
ん
が
ど
の
よ
う
に

始
ま
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
進
ん
で
い
っ

た
か
、
そ
の
時
の
目
や
子
、
足
な
ど
の

状
態
を
よ
く
観
察
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

〈
原
因
を
つ
ぎ
と
め
る
の
が
大
切
〉

け
い
れ
ん
は
、
て
ん
か
ん
や
脳
腫
場
、

脳
出
血
な
ど
脳
の
病
気
、
ま
た
、
尿
毒

症
、
狂
犬
病
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
な
ど

で
も
起
こ
り
ま
す
。

一
回
の
け
い
れ
ん
で
死
に
至
る
と
い

う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
繰
り
返
し

起
こ
る
と
脳
に
負
担
が
か
か
り
ま
す
。

け
い
れ
ん
が
起
こ
っ
た
ら
必
ず
医
師
の

診
断
を
受
け
、
原
因
を
つ
き
と
め
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
幼
児
で
は
発
熱
に
よ
っ
て
全

身
的
な
け
い
れ
ん
、
い
わ
ゆ
る

H

ひ
き

つ
け
H

が
起
こ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

か
わ
い
い
子
供
が
全
身
を
ご
わ
ば
ら

せ
て
い
る
と
き
に
、
あ
わ
て
る
な
と
い

う
の
は
少
し
無
理
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

落
ち
つ
い
て
手
当
を
し
医
師
の
到
着
を

待
ち
ま
し
ょ
う
。
こ
の
と
き
、
大
声
で

名
前
を
呼
ん
だ
り
、
体
を
ゆ
す
っ
て
は

い
け
ま
せ
ん
。
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Z お
茶 亙豆
σ) ノl、

夏夫の
受平日間
手地懇
十区三井
早 lユ;
五 A
日
午

めるがれどに教六あ関関ら後的 社
ざ さ い 、 が 関 育 十 わ 係 か 大 ー に会住
しとを喜活す間人せ者れ利時、づみ
たづ感び発る題がて、た公;二県くよ
。くじとに要、参:h'県。民十主りい
りる生出望道加よ、地館分催を地
をふきさな路。そ町元でかに日域

ルポ・町の歴史

口

口

口

口

口

口

口

口

口

口

を楽もあて年よ 入
過したと、寄そ周
ごい主はモり 四 し
しひ刀:周チが十て
たと位庭マ参 入 い
。と号でキ加のるれなが大マモ九こ工間
き尺いのし お お え わ 行 会 キ チ 日 の 事で養

u たをは護
び進、老
完め事人
成て務ホ
しき戸斤 l
、た のム

そカ"i曽白2、築山

祝
っ
て
九
月

十

完成祝いモチマキ
~由山園増築工事~

]口口口口口口口口口口口口口口口

長
浜
町
交
通
安
全
推
進
協
議
会
で
は
、
秋
の

全
国
交
通
安
全
運
動
期
間
中
、
長
浜
警
察
官
派

出
所
横
で
「
交
通
番
所
」
を
開
設
。
こ
れ
は
で

き
る
だ
け
多
く
の
人
に
交
通
安
全
の
番
人
役
を

経
験
し

て
も
ら

h7
の
が

日
的
で
、

交
通
指

導
員
、

婦
人
会
、

役
場
な
ど
が
交
替
で

監
視
に
あ
た
っ
た
。

二
十
九
日
に
は
、
ハ

l
レ
ー
も
特
別
参
加

し
た
。

交通安全を願って
~交通番所~

!) 

」与{k:ceJ

口口口口口口口口口口口口口口口[

っ
し
ょ
に

長
浜
本
町
一
丁
目
・
冨
間
運
夫
先

生
万
に
、
土
佐
勤
王
の
志
士
・
吉
村

虎
太
郎
の
手
紙
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
、

!
ー
先
日
は
滞
留
し
、
大
空
」
ち

そ
う
に
な
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
今
度
、
二
人
の
友
人
が
行

き
ま
す
の
で
、
万
事
よ
ろ
し
く
、

取
り
は
か
ら
っ
て
下
さ
い
。
僕
も

後
刻
、
京
へ
上
る
つ
も
り
で
す
が
、

少
し
遅
れ
、
こ
の
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。

三
月
六
日土

川
吉
村
虎
太
郎

冨
犀
金
兵
衛
隊

虎
太
郎
は
文
久
元
年
(
一
八
六
-
)

と
文
久
二
年
と
二
度
脱
落
し
て
い
る

が
、
日
付
か
ら
考
え
る
と
文
久
元
年

に
来
た
時
の
よ
う
だ
。
宿
屋
に
ご
ち

そ
う
の
礼
状
を
出
す
こ
と
は
な
い
だ

ろ
う
。
金
兵
衛
は
仁
久
に
生
ま
れ
、

木
町
-
丁
目
へ
分
家
し
(
現
冨
田
家
)

紺
屋
を
し
て
い
た
。
大
洲
藩
も
土
佐

落
と
と
も
に
勤
王
濯
で
あ
っ
た
か
ら
、

金
兵

衛
は

ひ
そ

カ
に

志
土

の
面

倒
を

見
た

の
で

あ
ろ

〉つノ。「京
に
上

る
の
が
遅
れ
て
い
る

E

・E

・-
-
L

は
か
な
り

親
需
な
間
柄
を
う
か
が
わ
せ
る
。
二
人

の
友
を
伴
っ
て
脱
落
す
る
つ
も
り
だ
っ

た
と
い
う
。
安
心
し
て
同
志
を
泊
め
て

も
ら
え
る
長
浜
の
ア
ジ
ト
で
あ
っ
た
よ

う
だ
。
坂
本
龍
馬
ら
十
人
前
後
の
勤
王

志
士
が
、
次
々
に
脱
藩
し
て
い
っ
た
が
、

ゆ
す
ほ
り

そ
の
通
路
は
県
境
の
伴
内
原
か
ら
九
十
九

由
峠
を
越
え
、
城
川
、
坂
石
ヘ
出
て
大

洲
、
そ
し
て
肱
川
河
口
・
長
浜
か
ら
長

川
ヘ
向
か
っ
た
と
い
う
。

虎
太
郎
の
生
ま
れ
た
東
津
野
村
と
隣

り
の
樗
原
町
は
一
村
あ
げ
て
勤
王
方
で

あ
っ
た
。
虎
太
郎
は
文
久
三
年
二
八

六
一
一
一
)
八
月
の
天
詠
組
の
大
和
挙
兵
に

総
裁
と
し
て
参
加
し
、
二
度
目
の
脱
藩

か
ら
わ
ず
か
一
年
半
後
に
敵
弾
に
た
わ

れ
る
。
二
十
七
歳
で
あ
っ
た
。

阿
国
カ
ル
ス
ト
の
天
狗
高
原
の
麓
、

東
津
野
村
新
田
に
、
坂
本
龍
馬
と
同
じ

伎
の
銅
像
が
丘
の
上
か
ら
見
下
し
て
い

る。
維
新
の
先
駆
者
・
吉
村
虎
太
郎
、
坂

本
龍
馬
が
長
浜
の
川
嵐
に
包
ま
れ
て
漕

ぎ
出
し
た
先
が
、
維
新
の
夜
明
け
で
あ

っ
た
。
(
長
浜
町
文
化
財
保
護
審
議
会

委
員
・
久
保
七
郎
)

吉村虎太郎の銅像

ごひ深て入曹にり園今いと地れ運
しとめふれんなが児年るし域た動十
たと、れな割ついやがもて交。会月
。き楽合どりてつお八の間流こが七
をしいをや、し年凶でい事れ閲日
過いをし玉 風よ寄司、て業はか白

j竜

喜園
所!日
で ¥J_し

老白と

全自い

白書
iJJ ::;!立
閣:z:;;

王 1
催
(1) 
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老
齢
@
障
害
福
祉
年
金
を

受
け
て
い
る
皆
さ
ん
ヘ

十
一
月
十
一
日
は
、
老
齢
福
祉
年
金
、

障
害
福
祉
年
金
を
受
け
取
る
日
で
す
。

国
民
年
金
証
書
保
管
一
祉
と
印
鍛
を
侍

っ
て
連
絡
所
ま
た
は
町
役
場
で
年
金
証

書
を
受
け
取
り
、
証
書
に
記
入
し
て
あ

る
郵
便
局
で
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

児
童
扶
養
手
当

な
ど
改
正

表彰・お知らせ

児
童
扶
養
子
当
な
ど
の
額
が
今
年
九

月
か
ら
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

〔
児
童
扶
養
手
当
〕

曹
児
童
一
人
の
場
合
:
・
三
万
一
子
一
一
百

円
が
三
万
二
千
七
百
円
に

軍
児
童
二
人
の
場
合
:
・
三
万
六
千
一
一
百

円
が
三
万
七
千
七
百
円
に

哲
児
童
二
一
人
以
上
の
場
合
・
二
人
の
場

表
彰

大野君が3年連続罷勝
団体戦時長誤小2組

|第5田子供相撲大会|

本
来
事

第
五
因
子
供

相
撲
大
会
が
九

月
十
四
日
、
午

後
一
時
三
十
分

か
ら
長
浜
中
学

校
相
撲
場
で
開

か
れ
ま
し
た
。

今
大
会
に
は
、

9月から

ム
円
の
額
に
一
人
増
え
る
ご
と
に
二
千

円
が
加
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

児
童
扶
養
子
中
」
を
受
け
ら
れ
る
々
は
、

十
八
歳
未
満
の
父
親
の
い
な
い
児
童
を

養
育
す
る
母
、
ま
た
は
そ
の
他
の
養
育

者
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

(
特
別
児
童
扶
養
手
当
〕

wv

重
い
障
害
の
あ
る
児
童
(
一
級
)
E
:

三
万
六
千
円
が
三
万
七
千
七
百
円
に

す
中
度
の
障
害
の
あ
る
児
t
E
(

二
級
)
・
:

二
万
四
千
円
が
一
一
万
五
千
百
円
に
改
正

さ
れ
ま
し
た
。

特
別
児
童
扶
養
手
当
を
叉
げ
ら
れ
る

方
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
に
介
護

を
必
要
と
す
る
心
身
に
障
害
の
あ
る
児

童
(
二
十
歳
未
満
)
の
養
育
者
に
支
給

さ
れ
る
も
の
で
す
。

〔
福
祉
手
当
〕

一
万
円
が
一
万
五
百
五
十
円
に
改
正

さ
れ
ま
し
た
。
福
祉
手
当
を
受
け
ら
れ

る
方
は
、
心
身
に
障
害
が
あ
り
、
日
常

の
生
活
に
わ
い
て
、
常
に
付
き
添
い
が

必
要
な
重
い
障
害
者
(
医
師
の
診
断
書

が
必
要
)
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

飼
い
主
の
皆
さ
ん
ヘ

犬
は
つ
な
い
で
餌
い
ま
し
ょ
う

画
犬
は
つ
な
い
で
飼
い
、
他
人
に
迷
惑

を
か
け
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

圃
捨
て
犬
は
絶
対
に
し
な
い
で
く
だ
さ

、4
0

圏
飼
い
犬
は
、
必
ず
登
録
と
予
防
注
射

を
受
け
ま
し
ょ
う
。

最
近
、
公

園
や
道
路
で

犬
の
ふ
ん
が

多
く
見
ら
れ
、

散
歩
な
ど
を

楽
し
ん
で
い

る
背
き
ん
に
、

校
体
育
会
長
か
ら
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

一
団
体
戦
の
部
一

(
小
学
校
団
体
戦
〕
①
長
浜
小
二
組
②

出
海
小
③
長
浜
小
一
組

一
小
学
生
個
人
の
部
一

[
小
学
三
年
)
①
矢
野
寿
(
出
海
)
②
宮

部
幸
二
長
浜
)
③
成
橋
健
也
(
大
和
)

〔
同
四
年
〕
①
白
石
潤
司
(
櫛
生
)
②
玉

井
逸
郎
(
長
浜
)
③
坂
本
佳
史
(
出
海
)

〔
同
五
年
〕
①
井
上
勝
仁
(
喜
多
灘
)
②

た
い
へ
ん
不
愉
快
な
思
い
を
か
け
て
い

ま
す
。
公
園
や
公
道
、
公
共
施
設
の
あ

る
所
は
皆
さ
ん
が
利
用
す
る
場
所
で
す
。

犬
が
い
♂
か
を
し
た
場
合
、
ビ
ニ
ー
ル
袋

か
新
聞
紙
を
持
参
し
て
、
必
ず
後
始
末

を
し
ま
し
ょ
う
。

福
祉
と
保
障
の

雇

用

保

険

雇
用
保
険
全
面
加
入
促
進
月
間

円
月

1
日

1
羽
田

労
働
者
の
福
祉
の
増
進
と
安
心
し
て

働
け
る
職
場

a

つ
く
り
の
た
め
に
、
ま
だ

一
雇
用
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
事
業
所

は
、
こ
の
際
も
れ
な
く
加
入
し
ま
し
ょ

許
「
ノ

詳
し
く
は
、
職
業
安
定
所
ま
た
は
も

よ
り
の
商
工
会
に
わ
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

大
洲
公
共
職
業
安
定
所
企
④
3
1
9
1

河
肝
健
児
(
長
浜
)
③
藤
同
寛
(
夫
和
)

〔
同
六
年
〕
①
竹
内
拡
勝
(
長
浜
)
②
後

藤
津
義
(
戒
川
)
③
松
下
努
(
喜
多
灘
)

一
中
学
生
個
人
の
部
一

[
中
学
一
年
〕
①
稲
垣
亨
(
長
浜
)
②
二

宮
皆
邦
(
長
浜
)
③
新
出
喜
文
(
長
浜
)

[
中
学
二
年
)
①
大
野
隆
良
(
長
浜
)
②

西
本
幸
五
(
長
浜
)
③
登
口
光
男
(
長
浜
)

〔
中
学
三
年
〕
①
大
野
良
一
(
長
浜
)
②

上
満
正
蔵
(
長
浜
)
③
畑
中
智
一
(
出
海
)

矢

野

寿

関
(
小
三
)

町
内
各
小
、
中
学
校
か
ら
小
学
一
二
年
生

以
上
中
学
三
年
生
ま
で
の
選
手
百

J

二
十

人
が
出
場
。
団
体
戦
は
十
チ

l
ム
、
個

人
戦
は
小
三
年
十
人
、
小
四
年
十
人
、
小

一
立
年
十
人
、
小
六
年
十
一
人
、
中
一
年

十
人
、
中
二
年
十
人
、
中
三
年
十
人
が

学
年
別
で
優
勝
を
争
い
、
熱
戦
が
展
開

さ
れ
ま
し
た
。

中
学
三
年
生
の
大
野
良
一
君
は
三
年

連
続
優
勝
を
飾
り
、
次
の
選
手
た
ち
が

日
田
稲
生
町
教
育
長
と
安
川
収
三
郎
学

白
石

不潤
白司
) 関

井

上
不勝
主仁
)関

竹

内
示拡
夫勝
)関

稲

垣

一

亨

関

(
中
一
)

大

野
2隆
工良
)関

大

野

良

一

関

(
中
三
)

ハ
ン
タ
ー
の

皆

さ

ん

'̂ 

今
年
も
十
一
月
十
丘
日
か
ら
狩
猟
が

解
禁
に
な
り
ま
す
が
、
ハ
ン
タ
ー
の
皆

さ
ん
、
線
路
沿
い
で
の
発
砲
は
し
な
い

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

線
路
の
近
く
に
は
、
信
号
通
信
用
の

電
線
が
と
お
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
散

弾
が
あ
た
る
と
、
電
線
が
傷
つ
き
、
信

号
機
が
働
か
な
く
な
っ
た
り
、
通
信
が

で
き
な
く
な
っ
て
、
列
車
が
と
ま
り
ま

士
ヲ
。

ま
た
、
列
車
の
窓
ガ
ラ
ス
に
あ
た
っ

て
、
破
片
で

け
が
を
す
る

と
た
い
へ
ん

で
す
の
で
ご

協
力
く
だ
さ

ミ

O

し

頼
永
さ
ん
が
最
優
秀
賞

我
が
家
の
家
庭
教
育
体
験
作
文

家
庭
、
学
校
、
社
会
が
連
係
し
、
た

く
ま
し
い
青
少
年
を
育
て
よ
う
と
、
地

域
総
合
教
育
に
取
り
組
ん
で
い
る
本
町

で
は
「
我
が
家
の
家
庭
教
育
体
験
作
文
L

を
募
集
し
た
と
こ
ろ
、
一
一
十
一
一
編
が
集

ま
り
、
選
考
の
結
果
、
最
優
秀
賞
に
長

浜
の
頼
永
砂
代
子
さ
ん
が
選
ば
れ
た
ほ

か
八
編
が
入
賞
し
、
九
月
十
七
日
、
町

体
育
館
で
開
か
れ
た
家
庭
教
育
研
究
集

会
の
席
上
、
増
田
晴
茂
町
教
育
委
員
長

か
ら
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

入
賞
者
は
次
の
通
り
。

{
最
優
秀
賞
}
頼
永
砂
代
子
(
長
浜
)

一
優
秀
賞
}
遠
香
千
代
(
白
滝
)
マ
井

内
和
子
(
長
浜
)
マ
増
田
春
美
(
長
浜
)
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{
佳
作
}
{
呂
田
マ
サ
チ
(
今
坊
)
マ
武

出
節
子
(
沖
浦
)
マ
松
出
益
子
(
長
浜
)

マ
石
岡
ア
ヤ
子
(
長
浜
)
マ
上
回
千
歳

(
長
浜
)

印刷

第

5
田
町
民
テ
ニ
ス
大
会

男
子
山
本
且
一

民団明
4
司
十
が
濠
際

女
子
的
問
組
一

1
j

九
月
十
八
日
、
第
五
田
町
民
テ
ニ
ス

大
会
(
中
学
生
の
部
)
が
、
長
浜
中
学

校
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
で
開
か
れ
ま
し
た
。

男
子
八
チ
l
ム
、
女
子
七
チ

i
ム
、
あ

わ
せ
て
一
二
十
人
が
参
加
し
て
熱
戦
が
繰

り
広
げ
ら
れ
た
結
果
、
男
子
で
は
山
本
・

兵
頭
組
、
女
子
は
友
沢
・
仲
尾
組
が
優

昭和57年11月1日発行(毎月 1円発行)

唱曲ト ;毎に掴れた青島に

壬a'47加入新規開通
'J園 長浜町今坊と青

..  島の聞に海底ケ一

点号、，果、ブルが敷設され、

E@~一方陸上部分もこ
口--ナ4 のほど工事が完成

し、 10月初日、 47加入が新規

開通しました。

青島にはこれまで公衆電話

( 2同線)しかなく、電話がかか

るたびlLマイク放送で呼び出

しを干子な J ごいました。幸子に

夏期には、電話の使用何殺が

J急j数lこ増え、I也j己の)j々 は回っ

ておられたことと思います。

開通後は、わが家宇治、ι気がね

なく電話をかけることができ、

たいへん便刊になりました。

青島の方々へ是非声の便りを。

伊予長浜電報電話局

TEL2-0000番

昭和57年11月号広 報ながはま

勝
し
ま
し
た
。

結
果
は
次
の
通
り
。

〔
中
学
男
子
〕

ω一
山
本
雄
三
・
兵
頭
秀

明
組
一
切
-
村
野
田
光
・
日
中
幸
治
組
③
都
築

幸
一
一
・
石
岡
博
文
組

〔
中
学
女
子
〕
①
友
沢
加
奈
江
・
仲
尾

昌
子
組
②
林
恵
子
・
中
野
田
間
代
組

物〉9
月
長
浜
町
役
場
届
出
分

(
敬
称
略
)

住

所

氏

名

婚

姻

届

時

年

齢

ヘ

豊

茂

藤

淵

啓

介

一

〆

二

二

)

/
八
勝
浜
市
井
上
直
美
二
九
)

(

員

削

(
規
洲
耐

¥

長

浜

/

長

浜

浬
伴
井
実
雄

石

井

敦

子

谷
田
代
二
一

官
向
井
加
代

二

好

明

広

向
石
亀
代
子

一一一の一
一一一品一

一一一一
J

一

誕

生

で

と

う

グ

9
月
届
出
分
(
敬
称
略
)

住

所

保

護

者

氏

名

続

柄

兜

名

下

須

戒

向

井

進

長

女

彩

美

下

須

戎

岡

田

和

生

二

男

隼

人

穂

積

菊

地

孝

嗣

長

女

呑

公

仁

久

坂

本

長

徳

二

女

美

津

子

櫛

生

上

川

朋

厚

一

二

聞

け

誠

司

柴

高

橋

建

一

一

二

次

生

紀

長

浜

竹

内

輝

芳

長

女

富

美

r
久
本
(
人
口
王
博
二
男
仁
志

出

海

垣

内

恒

夫

二

女

志

保

下

須

戒

山

本

安

康

二

女

こ

ず

え

沖

浦

神

田

正

成

六

男

仁

沖

浦

宮

脇

初

雄

二

女

彩

お
く
や
み

9
月
届
出
分
(
紋
称
略
)

氏

名

死

亡

時

年

齢

高

代

玉

チ

(

八

一
J

浦所

大字
人口!

男(人)女(人)計(人)世帯(戸)

寸:久 155 I 147 I 302 I 109 

長 if( 、 1，552 τ782 む忌一[1).20

沖青烹 浦白山

52 62 114 60 

208 215 423 117 

650 688 1，338 383 

メ/入 士h 331 368 699 183 

櫛 生 436 513 949 280 

卜t沢 95 102 197 57 

海 409 434 843 264 

下須戒 484 516 1，000 276 

事恵 積 66 70 136 35 

上老松 153 180 333 90 

登 茂 380 433 813 227 

白 j竜 185 578 1，063 364 
ト

j i 167 164 331 95 

32 24 56 15 
iJi-t、z 351 366 717 200 

「吾 ロ十 6，006 6，642 12，648 3，875 

(10R 1 [[現在)
地域別人口@世帯数大

越
山

滝

山

海柴
ム

ノ

防

長

鋲紫
上
老
松

下
須
戒

櫛

生

林

長

蔵

L

ト
満
兵
太
郎

門
口
ハ
ナ
ヱ

大

貯

懇

話

!

f

?

 

永

田

貞

子

重

松

千

鶴

鎌

凶

王

伝

清
水
弘
一

束

満

宇

田

中

イ

ト

八六 jょ四七八五八七七
七九 O 三七 o__-八八七

島 〆 「桐ー(ひと)葉落ち

fZ多量て天下の秋を知る」 中

象者努国の准南子(えなんし)

後盈 という本に見える語句
匂軍r だが、坪内i宣活が戯曲

「桐一葉」を書いてから凋落(ちょ

う )を没落の意に解するように

なった。秋といえばまず実りの秒丸三

それから食欲の秋、運動の秋、読 j

者:の秋、美術の軟と続くのだが、 4 
桐葉に象徴された凋落、没落の;

意味をも合わせて追突して見るべ

きでlヰないかA 第一次世界大戦の、

終わった大正前期、日本は未曽有

の好景気に沸いた米がー俵十円

に、繭百匁 (375{勺 会円二二卜五銭

に売られて、これ程もらっどよい

ものだろうかと百姓たちはもった

いながって喜んだ c それがどうし

たことか大正末期から H行和の初期

にかけて、これまた未曽有の忠、い

掛けぬ不景気が舞い込んだ。繭百 4
込Lがf草かのこ十五銭に暴落した.... ~ 
そのま):fくが満州事変、上海事変 1
に引き続き、日支事変から第二次 4
世界大戦となる。桐の棄が全部落 1
ち尽く Lた荒涼さだ。戦い終わっ J?中住

て今度l土徐徐にではあったが、こ

れまた思い掛けぬ程の昭和元禄。

人の心は大正アモクラシーにも似

て自由と我的、に騎(おご)り狂つで

いる。豊かさはまだ続いているか

に見えるが、公財政の緊迫、円の

下茶、愉出の落ち込みなど昭和前判

夜の匂けがそくそくと迫っている

のではないか。正に桐一葉、豊臣マ

が滅亡したのは昔の 権力者で国

の存亡に影堺はなかったが、今度

やり損うと国全体ただではすまな

くなる。面白いことに昭和初期と

比べて一つだけ異質の要凶がある。

前は世界の列強から強く軍縮を迫

られた。今度は軍拡ヘぴ)要請が強

いことだ。前は軍縮~ ~-r り、事件

を起こしで領土拡張、経済の回復

をはかつてまんまと失敗したA 今

度は何をけり、何を受け入れるか

l二ついご石才喬をたたいて渡るよう

な慎弔確実な読みを通して対応す

べきだろう。今年の秋はそのよう

な利くでなければなるまい。

編

集

後

記

今
年
も
あ
と
二
か
月
を
残
す
の
み
と

な
り
ま
し
た
。

新
た
な
町
の
発
展
を
求
め
て
の
大
切

な
一
日
一
日
で
あ
り
た
い
も
の
で
す
。

本
町
の
人
口
も
五
年
前
し
こ
比
べ
る
と
、

お
よ
そ
六
百
人
減
っ
て
い
ま
す
。
若
者

が
定
着
し
、
人
口
が
増
え
て
、
活
気
の

あ
る
魅
力
あ
る
町
に
と
み
ん
な
が
願
っ

て
い
る
の
で
す
が
、
今
人
一
人
が
知
恵

を
し
、
工
り
、
い
い
ア
イ
テ
ア
を
出
し
て

欲
し
い
も
の
で
す
。

皆
さ
ん
と
の
パ
イ
プ
役
と
し
て
、
お

わ
い
に
こ
の
広
報
紙
を
活
用
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
な

こ
と
で
も
結
構
で
す
の
で
、
広
報
係
ま

で
ご
連
絡
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
よ
ろ
し

く
お
願
山
致
し
ま
す
。

秋
空
の
も
と
で
健
康
づ
ぐ
り
に
励
み
、

寒
さ
に
そ
な
え
ま
し
ょ
う
ち


