
- 1 - 

       
 

 

次
の
世
代
に
継
承
し
て
い
く
た
め
に 

 
 

文
化
財
と
は
、
私
た
ち
の
生
活
や
文
化
の
長
い
歴
史
の
中
で
生
ま
れ
、
育

ま
れ
、
今
日
ま
で
守
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
貴
重
な
財
産
の
こ
と
を
指
す
。
そ

の
中
で
も
特
に
貴
重
な
も
の
は
、
国
や
県
、
町
等
に
よ
る
指
定
・
登
録
と
い

う
形
で
保
護
さ
れ
て
い
る
。 

 

文
化
財
保
護
の
担
当
を
し
て
い
る
と
、
周
り
か
ら
文
化
財
は
「
難
し
い
」
、

「
規
制
が
多
い
」
、
「
保
存
に
お
金
が
か
か
り
大
変
だ
」
等
、
マ
イ
ナ
ス
イ
メ

ー
ジ
を
持
た
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。 

 

文
化
財
は
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
通
り
国
民
の
財
産
で
あ
り
、
平
た
く
言
え

ば
み
ん
な
の
「
た
か
ら
」
で
あ
り
、
他
の
地
域
の
方
や
、
他
の
国
の
方
へ
自

慢
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
イ
ナ
ス
イ
メ

ー
ジ
を
持
た
れ
る
の
は
、
法
律
や
条
例
に
よ
る
規
制
や
行
政
の
監
視
に
よ
る

保
護
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
う
。 

 

文
化
財
の
保
護
と
は
、
規
制
す
る
こ
と
だ
け
が
全
て
で
は
な
い
と
思
う
。

文
化
財
が
無
断
で
現
状
変
更
を
さ
れ
た
り
、
知
ら
な
い
う
ち
に
壊
さ
れ
、
価

値
を
失
っ
て
し
ま
う
事
等
が
無
い
よ
う
に
、
文
化
財
保
護
法
で
は
必
要
な
届

出
や
許
可
申
請
等
の
手
続
き
を
設
け
た
り
、
文
化
財
の
価
値
が
損
な
わ
れ
て

し
ま
わ
な
い
よ
う
に
条
件
を
付
け
て
修
理
、
保
存
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
人
が
活
用
し
て
い
な
け
れ
ば
傷
ん
で
し
ま
う

の
も
事
実
だ
。 

ま
た
、
文
化
財
は
最
初
か
ら
文
化
財
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
人
が
そ
の

も
の
に
価
値
を
見
出
し
、
指
定
と
い
う
表
示
を
す
る
こ
と
で
、
我
々
が
そ
の

価
値
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
指
定
し
た
以
上
は
、
み
ん

な
で
守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
指
定
さ
れ
、
保
護
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
と
言
っ
て
箱
に
し
ま
っ
て
、
遠
く
か
ら
眺
め
る
だ
け

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
本
当
の
価
値
は
見
い
だ
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
。 

 

近
年
全
国
で
、
文
化
財
を
観
光
資
源
や
地
域
創
生
の
鍵
と
し
て
活
用
す
る

取
り
組
み
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
世
界
遺
産
の
二
条
城
で
は
結
婚
式
を
行
う

等
の
活
用
が
さ
れ
、
大
阪
で
は
文
化
財
を
公
開
し
、
見
学
ツ
ア
ー
や
イ
ベ
ン

ト
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
地
域
が
あ
る
。
公
開
に
あ
た
り
、
参
加
者
か
ら

し
っ
か
り
と
お
金
を
取
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
需
要
が
あ
る
と
い
う

話
を
聞
き
、
文
化
財
が
ビ
ジ
ネ
ス
に
繋
が
る
こ
と
に
驚
く
。
観
光
資
源
と
し

て
の
面
だ
け
で
な
く
、
こ
ん
な
「
た
か
ら
」
が
こ
の
地
域
に
あ
る
と
い
う
こ

と
か
ら
生
ま
れ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
郷
土
愛
に
繋
が
り
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
の
核
と
な
る
。
大
子
町
に
も
国
登
録
有
形
文
化
財
が
増
え
、
神
社
仏

閣
、
木
造
校
舎
等
の
歴
史
的
建
造
物
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
指

定
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
地
域
に
は
昔
か
ら
語
り
継
が
れ
、
大
切
に
さ
れ
て

い
る
文
化
遺
産
と
言
え
る
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
る
。 

も
は
や
文
化
財
は
、
教
育
委
員
会
が
保
護
す
べ
き
対
象
と
し
て
扱
う
だ
け

で
な
く
、
町
全
体
で
シ
ェ
ア
す
べ
き
一
つ
の
コ
ン
テ
ン
ツ
で
あ
る
と
思
う
。

観
光
資
源
や
ま
ち
づ
く
り
の
ツ
ー
ル
と
し
て
使
わ
な
い
手
は
な
い
。 

 

現
在
、
大
子
町
で
も
町
民
主
体
で
町
の
歴
史
や
文
化
を
活
か
し
た
ま
ち
づ

く
り
や
イ
ベ
ン
ト
企
画
等
の
活
動
が
毎
年
継
続
し
て
行
わ
れ
、
定
着
し
つ
つ

あ
る
。「
木
の
文
化
塾
」
を
は
じ
め
と
す
る
地
元
の
団
体
で
構
成
さ
れ
た
「
大

子
町
の
文
化
遺
産
を
活
か
す
推
進
委
員
会
」
や
、
地
元
の
若
者
か
ら
な
る
「
ら

っ
し
ゃ
い
で
い
ご
隊
」
等
の
取
り
組
み
が
そ
れ
で
あ
る
。
一
人
で
も
多
く
の

方
が
こ
う
し
た
取
り
組
み
に
参
加
さ
れ
る
の
を
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。 

変
わ
り
ゆ
く
時
代
の
中
で
、
当
た
り
前
に
あ
る
と
思
っ
て
い
た
物
や
景
色

が
姿
を
消
し
て
ゆ
く
今
日
、
文
化
財
を
通
し
て
、
町
の
歴
史
や
文
化
を
今
一

度
見
つ
め
直
し
、
次
の
世
代
に
ど
ん
な
町
の
姿
を
残
し
、
継
承
し
て
い
き
た

い
の
か
、
一
人
一
人
が
考
え
る
時
期
に
来
て
い
る
と
思
う
。 

（
家
田 

望
） 
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江
戸
の
詩
人
大
窪
詩
仏
（
二
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

島
崎 

和
夫 

 
家 

族 

詩
仏
は
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
に
そ
れ
ま
で
住
ん
で
い
た
瘦
梅
庵
を

大
火
で
失
い
、
お
玉
が
池
（
千
代
田
区
神
田
）
に
詩
聖
堂
を
新
築
し
ま
す
。

四
〇
歳
の
と
き
で
す
。
そ
の
後
増
築
を
重
ね
、
江
戸
で
評
判
の
豪
邸
と
な

っ
て
い
き
ま
す
。
詩
仏
が
江
戸
詩
壇
で
確
固
た
る
地
位
を
築
く
の
が
こ
の

時
期
で
す
。
な
お
詩
聖
堂
は
号
で
も
あ
り
、
三
三
歳
の
こ
ろ
か
ら
詩
仏
と

と
も
に
も
ち
い
て
い
ま
す
。 

詩
仏
が
父
と
共
に
桜
岡
家
を
離
れ
た
事
情
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
四
歳

年
下
の
妹
も
つ
が
桜
岡
家
に
残
り
、
馬
頭
村
の
星
家
か
ら
医
者
の
立
啓
を

聟
養
子
と
し
て
迎
え
て
い
ま
す
。 

 

文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
三
月
、
池
田
村
か
ら
も
つ
が
詩
仏
を
訪
ね
て

き
ま
し
た
。
池
田
村
か
ら
五
日
ほ
ど
か
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
と
き

詩
仏
の
住
ま
い
が
大
火
に
遭
い
ま
す
。 

  

「
災
後
送
妹
」
詩 

兄
妹
相
逢
鬢
各
糸 

 

兄
妹
あ
い
逢
う
て
鬢
び
ん

は
各
々
糸
し 

臨
岐
君
且
莫
傷
悲 

 

岐
に
臨
ん
で
君
し
ば
ら
く
傷
悲
す
る
こ
と
な
か
れ 

満
城
猛
火
同
逃
死 

 

満
城
の
猛
火
と
も
に
死
を
逃
る 

幸
得
今
朝
生
別
離 

 

幸
い
に
得
た
り
今
朝
の
生
別
離 

（
『
詩
聖
堂
詩
集
三
編
』 

読
み
下
し 

大
森
林
造
『
大
窪
詩
仏
ノ
ー
ト
』
） 

 

三
月
二
十
一
日
の
こ
の
大
火
事
（
己
丑
の
大
火
）
に
よ
っ
て
詩
聖
堂
は
類

焼
し
ま
す
。
そ
こ
に
妹
も
つ
が
居
合
わ
せ
た
の
で
し
た
。
長
年
に
わ
た
っ

て
集
め
た
高
価
で
貴
重
な
詩
書
や
書
の
手
本
も
焼
い
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。 

 

詩
仏
六
三
歳
、
も
つ
五
九
歳
。
互
い
に
白
い
も
の
が
髪
に
混
じ
っ
て
い

ま
し
た
。
豪
壮
な
詩
聖
堂
を
失
い
茫
然
と
す
る
詩
仏
は
、
し
か
し
と
も
に

猛
火
か
ら
逃
れ
、
無
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
喜
び
ま
す
。
で
す
が
そ
ん
な
状

況
の
も
と
妹
を
郷
里
に
送
り
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。 

詩
聖
堂
を
失
っ
た
そ
の
年
の
冬
、
一
三
年
間
連
れ
添
っ
た
妻
梅
子
を
亡

く
し
ま
す
。
「
哭
内
」（
内
を
哭
こ
く

す
）
と
い
う
詩
が
あ
り
ま
す
。 

 我
理
詩
嚢
君
繍
床 

 

我
は
詩
嚢
を
理
お
さ

め 

君
は
床
に
繍
ぬ
い
と
り

す 

一
炉
添
火
夜
将
央 

 

一
炉 

火
を
添
え
て 

夜
ま
さ
に
央
な
か

ば
な
ら
ん 
 

 
 

 
 

 
 

 

と
す 

空
斎
今
夜
瀟
瀟
雨 

 

空
斎 

今
夜 

瀟
瀟
し
よ
う
し
よ
う

た
る
雨 

無
復
人
分
燈
火
光 

 

復
ま

た
人
の
燈
火
の
光
を
分
か
つ
無
し 

私
は
袋
に
入
れ
た
詩
稿
を
整
理
し
、
君
は
寝
具
に
刺
繍
を
し
て
夜
を

す
ご
す
。 炉

に
火
を
足
す
頃
に
は
、
も
う
真
夜
中
。 

か
つ
て
は
そ
の
よ
う
な
光
景
の
見
ら
れ
た
こ
の
部
屋
も
、
今
は
が
ら

ん
と
し
て
、
今
夜
は
も
の
寂
し
く
も
降
る
雨
の
音
ば
か
り
が
聞
こ
え

て
く
る
。 も

は
や
一
つ
の
灯
火
の
光
を
分
け
合
う
人
は
い
な
い
の
だ
。 

（
『
詩
聖
堂
詩
集
三
編
』 

読
み
下
し
・
訳 

揖
斐
高
『
市
河
寛
斎 

大
窪
詩
仏
』
） 

 
恐
怖
と
落
胆
と
よ
ろ
こ
び
と
悲
し
み
さ
え
も
詩
に
し
て
し
ま
う
の
で
し

た
。 こ

の
と
き
詩
仏
に
は
お
さ
な
い
娘
二
人
が
残
さ
れ
ま
し
た
。
一
二
歳
の

百
二
、
三
歳
下
の
八
万
で
す
。
二
年
後
、
詩
仏
は
「
売
詩
求
金
」
の
旅
先

で
夢
に
で
て
き
た
妻
の
こ
と
を
詩
に
し
て
い
ま
す
。
小
さ
な
娘
を
残
し
て

旅
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
不
安
を
詠
ん
で
い
ま
す
。 

 

師
の
山
本
北
山
は
、
詩
仏
の
第
一
詩
集
『
卜
居
集
』
の
序
文
で
「
渇
則

詩
以
代
飲 
飢
則
詩
以
代
食 

喜
則
詩
以
代
楽 

哀
則
詩
以
代
哭
」
と
よ

せ
て
い
ま
す
。
渇
き
も
飢
え
も
詩
で
満
た
し
、
喜
び
も
悲
し
み
も
そ
の
ま

ま
詩
に
し
て
し
ま
う
と
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
日
立
市
在
住
） 
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久
慈
川
の
風
物
詩
、
シ
ガ
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

鈴
木 

文
二 

  

真
冬
の
強
い
寒
気
が
南
下
し
、
袋
田
の
滝
も
氷
結
す
る
と
、
川
の
水
位
も
渇

水
と
な
り
、
氷
点
下
で
の
不
思
議
な
氷
の
花
が
川
一
面
に
流
れ
る
自
然
現
象
が

鑑
賞
で
き
ま
す
。
地
元
大
子
町
久
慈
川
で
は
、
シ
ガ
と
呼
び
、
冬
の
風
物
詩
に

な
っ
て
い
ま
す
。 

 

シ
ガ
発
生
を
観
察
解
析
す
る
と
、
氷
点
下
で
二
つ
の
原
理
で
成
り
立
つ
現
象

が
観
察
所
見
か
ら
理
解
で
き
ま
す
。
二
～
五
度
あ
る
日
中
水
温
が
氷
点
下
で
〇

度
以
下
と
な
る
強
い
寒
気
で
、
氷
化
し
た
水
温
と
氷
の
種
の
発
生
が
、
誕
生
の

重
要
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
こ
こ
で
、
川
は
、
流
れ
の
た
め
に
〇
度
以
下
で
簡
単
に

凍
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
五
キ
ロ
～
一
〇
キ
ロ
の
区
間
に
は
多
く
の
瀬(

せ 

川
の
流
れ
の
早
い
と
こ
ろ
、
波
立
ち
の
多
い
し
ぶ
き
の
た
つ
と
こ
ろ)

・
瀞(

と
ろ 

川
の
深

い
と
こ
ろ
で
淵
も
あ
り
、
流
れ
の
緩
や
か
な
と
こ
ろ)

が
存
在
す
る
場
所
が
あ
り
、
氷
化

し
た
比
重
の
軽
い
水
温
が
水
面
上
の
渦
・
波
・
流
れ
の
振
動
流
波
の
後
押
し
で
、

氷
点
下
の
外
気
に
取
り
巻
か
れ
て
凍
結
し
て
シ
ガ
が
誕
生
し
ま
す
。 

 

凍
結
し
た
多
く
の
シ
ガ
は
、
薄
い
紙
一
枚
に
も
満
た
な
い
氷
が
瀞
・
瀬
で
衝

突
破
壊
を
繰
り
返
し
な
が
ら
流
れ
、
五
～
三
〇
セ
ン
チ
と
時
間
経
過
と
共
に
厚

み
を
増
し
て
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
状
に
な
り
、
瀬
で
川
底
の
大
小
の
石
に
衝
突
し
砕

け
な
が
ら
氷
化
し
た
水
温
の
中
で
石
に
貼
り
付
い
て
凍
結
し
、
一
〇
～
五
〇
セ

ン
チ
の
大
小
の
石
の
あ
る
川
底
に
シ
ガ
一
面
の
映
像
を
見
る
こ
と
が
出
来
ま

す
。
氷
の
張
り
出
し
は
、
最
初
は
岸
辺
・
水
面
か
ら
頭
を
出
し
て
い
る
ゴ
ロ
石

か
ら
氷
が
張
り
ま
す
。 

 

シ
ガ
は
、
氷
点
下
で
二
つ
の
原
理
で
成
り
立
つ
現
象
で
す
。 

一
、
氷
の
種
・
氷
化
し
た
水
温
マ
イ
ナ
ス
〇
・
五
度
～
〇
度(

か
じ
か
ん
だ
水
温)

渦
・
波
・
流
れ
の
振
動
流
波
で
発
生
す
る
シ
ガ
。
ダ
ス
ト
状
の
薄
い
氷
、
サ
イ

ズ
一
～
三
〇
セ
ン
チ 
 

二
、
放
射
冷
却
に
よ
る
瀞
水
面
で
大
量
に
発
生
す
る
水
煙
が
氷
点
下
の
空
気
中

で
氷
結
、
微
粒
子
で
水
面
上
に
落
下
し
、
水
中
の
氷
化
し
た
水
温
と
結
び
つ
い

て
シ
ガ
の
誕
生
、
サ
イ
ズ
一
セ
ン
チ
～
二
〇
セ
ン
チ
四
方
の
オ
ブ
ラ
ー
ト
状
の

薄
い
氷 

 

こ
の
、
一
と
二
の
薄
い
氷
が
水
面
上
で
交
差
し
、
衝
突
し
て
厚
み
を
増
し
て

シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
状
に
な
り
ま
す
。 

 

シ
ガ
の
発
生
す
る
条
件
は
、
真
冬
の
日
中
に
二
～
三
度
あ
る
川
の
水
温
が
、

氷
点
下
と
な
る
強
い
寒
気
で
夜
中
か
ら
明
け
方
ま
で
に
〇
度
以
下
と
な
る
気
候

条
件
と
瀬
や
瀞
が
適
度
に
あ
る
河
川
環
境
と
が
最
適
に
満
た
さ
れ
る
こ
と
で

す
。 

  

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
一
日(

日)

、
道
の
駅
だ
い
ご
で
、
黒
沢
富
雄
写
真

展(

久
慈
川
の
シ
ガ)

が
開
催
さ
れ
る
中
で
、
鈴
木
文
二
「
シ
ガ
の
発
生
の
解
説
」

の
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
を
実
施
し
ま
し
た
。 

 

 

師
走
の
お
忙
し
い
中
、
三
〇
名
の
方
に
ご
出
席
頂
き
ま
し
た
。
久
慈
川
の
シ

ガ
の
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
理
学
博
士
笠
井
勝
美
先
生
の
一
言
、
「
科
学
は

仮
説
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
新
し
い
考
え
が
科
学
を
変
え
る
の
で
す
」
に
救
わ

れ
た
私
の
観
察
記
録
で
す
。 

 

Ｍ
氏
か
ら
、
「
シ
ガ
は
、
北
は
ど
の
辺
か
ら
流
れ
て
く
る
の
か
」
と
質
問
が

あ
り
、
「
棚
倉
で
も
発
生
し
て
い
ま
す
」
と
答
え
ま
し
た
。
ま
た
Ａ
氏
か
ら
は
、

北
海
道
石
狩
川
の
話
が
あ
り
ま
し
た
。
他
の
河
川
で
も
、
条
件
が
そ
ろ
え
ば
シ

ガ
は
流
れ
ま
す
。 

 

こ
の
度
の
開
催
に
つ
い
て
は
、
大
子
町
・
同
教
育
委
員
会
・
同
観
光
商
工
課
・

久
慈
川
漁
協
ほ
か
関
係
機
関
に
協
賛
頂
き
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

大
子
町
に

は
、
袋
田
の
滝
の
ほ
か
に
、
久
慈
川
の
冬
の
風
物
詩
シ
ガ
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ

の
魅
力
を
多
く
の
方
に
知
っ
て
頂
き
、
観
光
面
で
ピ
ー
ア
ル
す
る
よ
い
機
会
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。              

(

大
子
町
池
田
在
住) 

   
こ
の
度
の
開
催
に
つ
い
て
は
�
大
子
町
・
同
教
育
委
員
会
・
同
観
光
商
工
課
・

久
慈
川
漁
協
ほ
か
関
係
機
関
に
協
賛
頂
き
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
�
大
子
町
に
は
�

袋
田
の
滝
の
ほ
か
に
�
久
慈
川
の
冬
の
風
物
詩
シ
ガ
が
見
ら
れ
ま
す
�
そ
の
魅

力
を
多
く
の
方
に
知
�
て
頂
き
�
観
光
面
で
ピ
�
ア
ル
す
る
よ
い
機
会
に
な
�

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
�              

   
   
(

大
子
町
池
田
在
住) 
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大
子
町
小
中
学
校
校
歌
の
成
立
と 

学
校
所
在
地
の
地
域
環
境
（
下
） 

                       
阿
久
津 
久 

  
大
子
町
の
小
学
校
は
、
明
治
時
代
に
創
立
し
た
の
が
二
一
校
、
分
校
六
校

で
、
昭
和
三
十
年
を
皮
切
り
に
四
十
七
年
に
は
分
校
が
な
く
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
は
、
統
廃
合
に
よ
り
現
在
は
小
学
校
七
校
、
中
学
校
四
校
と
な
っ
て

い
る
。  

現
存
し
て
い
る
校
歌
を
見
る
と
、
ほ
と
ん
ど
が
、
校
歌
制
定
の
年
月
日
が

明
確
で
な
い
。
わ
か
っ
て
い
る
の
は
、
本
誌
第
八
四
号
で
報
告
し
た
黒
沢
小

学
校
の
明
治
四
十
一
年
四
月
二
十
四
日
、
袋
田
小
学
校
の
昭
和
三
十
三
年
九

月
十
八
日
、
上
小
川
小
学
校
の
三
十
五
年
三
月
三
日
で
あ
る
。 

 
大
子
町
内
の
小
中
学
校
の
校
歌
が
、
地
理
的
環
境
を
ど
の
よ
う
に
歌
詞
に

盛
り
込
ん
だ
の
か
を
ま
と
め
た
の
が
次
頁
の
表
で
あ
る
。 

 
表
に
よ
る
と
、
現
在
の
小
中
学
校
の
す
べ
て
の
校
歌
に
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
の
が
山
と
川
で
、
こ
の
傾
向
は
廃
校
に
な
っ
た
小
中
学
校
で
も
同
じ
で
あ

る
。
次
に
多
い
の
が
地
形
、
風
土
で
、
地
形
で
は
、
丘
、
谷
、
郷
、
山
並
み

な
ど
の
表
現
が
多
い
。
そ
の
中
で
、
上
小
川
小
学
校
は
、
四
番
あ
る
歌
詞
の

中
に
そ
れ
ぞ
れ
谷
の
郷
、
山
の
郷
、
淵
の
郷
、
峡
の
郷
と
学
校
を
取
り
巻
く

環
境
を
示
し
て
い
る
。
袋
田
小
学
校
、
上
小
川
小
学
校
、
大
子
西
中
学
校
で

は
、
雲

･

光
・
風

･

木
々

･

水
が
そ
れ
ぞ
れ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
、

廃
校
に
な
っ
た
池
田
小
学
校
、
上
小
川
中
学
校
に
つ
い
て
も
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
。
意
外
と
少
な
い
の
が
、
地
域
の
歴
史
、
産
業
・
仕
事
、
動
植
物

な
ど
で
あ
り
、
産
業
で
は
、
林
檎
と
茶
だ
け
で
あ
る
。
廃
校
に
な
っ
た
学
校

で
も
同
じ
傾
向
に
あ
る
。 

 
戦
後
、
新
し
い
学
校
制
度
の
中
で
、
文
部
省
と
は
関
係
な
く
校
歌
が
作
ら

れ
、
新
し
い
時
代
に
合
っ
た
教
育
理
念
の
も
と
で
都
道
府
県
か
市
町
村
教
育

委
員
会
の
指
導
の
下
で
校
歌
が
作
ら
れ
て
い
る
。
大
子
町
の
校
歌
の
作
詞
作

曲
者
を
見
る
と
、
他
市
町
村
に
も
同
じ
作
詞
作
曲
者
の
名
前
が
見
え
る
こ
と

か
ら
、
県
教
育
委
員
会
が
指
導
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

校
歌
に
表
現
さ
れ
た
教
育
理
念
を
見
て
み
る
と
、
概
略
と
し
て
「
学
び
舎
、

命
、
心
、
体
（
心
技
）
、
希
望

･

夢
と
理
想
」
な
ど
が
歌
わ
れ
て
い
る
。 

 
「
学
び
舎
」
で
は
、
明
る
く
学
ぶ
窓
、
自
ら
学
ぶ
窓
、
友
と
語
り
合
う
、

楽
し
く
学
ぶ
窓
（
生
瀬
小
）
。
か
ず
か
ず
の
思
い
出
は
（
依
上
小
）
。
親
し
み
つ

ど
う
、
励
み
学
び
し
（
旧
大
子
小
）
。
仲
よ
く
友
と
組
み
腕
、
み
ん
な
い
っ
し

ょ
に
励
む
の
だ
、
楽
し
い
学
び
舎
（
袋
田
小
）
。
こ
こ
に
集
い
つ
睦
み
つ
つ
（
上

小
川
小
）
。
な
か
よ
し
こ
よ
し
朗
ら
か
に
、
み
ん
な
そ
ろ
っ
て
落
着
い
て
（
旧

佐
原
小
）
。
学
び
の
庭
に
、
集
い
も
楽
し
（
大
子
中
）
。
こ
の
学
び
舎
の
教
え
な

れ
（
生
瀬
中
）
。
友
が
い
る
、
白
い
学
舎
（
大
子
西
中
）
。
こ
こ
に
し
て
わ
れ
ら

は
学
ぶ
、
幸
あ
る
三
年
（
南
中
）
。 

 
「
使
命
」
で
は
、
御
国
の
た
め
に
つ
と
む
べ
く
、
郷
土
の
た
め
に
つ
く
す

べ
く
（
黒
沢
小
）
。
真
の
使
命
果
さ
ん
と
（
生
瀬
中
）
。 

「
心
」
で
は
、
心
も
さ
と
く
、
心
に
留
め
て
（
生
瀬
小
）
。
清
く
秀
で
し
心

持
て
（
黒
沢
小
）
。
広
い
心
を
磨
こ
う
よ
（
依
上
小
）
。
気
高
き
心
、
至
誠
共
和

の
こ
の
心
（
旧
大
子
小
）
。
水
よ
り
清
く
澄
む
心
（
袋
田
小
）
。
心
を
合
わ
せ
一

す
じ
に
（
旧
佐
原
小
）
。  「

体
（
心
技
）
」
で
は
、
み
な
ぎ
る
力
、
わ
れ
ら
も
強
く
（
生
瀬
小
）
。
強
い

体
を
作
ろ
う
よ
、
依
上
健
児
（
依
上
小
）
。
勤
労
規
律
の
こ
の
力
、
若
き
血
潮

に
通
わ
せ
て
（
旧
大
子
小
）
。
こ
こ
に
鍛
え
つ
励
み
つ
つ
（
上
小
川
小
）
。
体
を
き

た
え
た
く
ま
し
く
（
旧
佐
原
小
）
。
学
び
の
庭
に
鍛
え
行
く
（
大
子
中
）
。
大
地

を
ふ
ん
で
進
み
行
く
、
雄
々
し
く
進
む
若
人
の
（
生
瀬
中
）
。
た
く
ま
し
い
心

技
を
み
が
く
（
大
子
西
中
）
。 

 
「
希
望

･

夢
と
理
想
」
で
は
、
遠
い
未
来
を
思
い
つ
つ
（
生
瀬
小
）
。
高
き
わ

れ
ら
の
希
望
あ
り
（
旧
大
子
小
）
。
わ
れ
ら
に
夢
と
理
想
あ
り
（
大
子
中
）
。
行

く
手
を
照
ら
す
灯
こ
そ
（
生
瀬
中
）
う
る
わ
し
い
未
来
を
語
る
（
大
子
西
中
）
。

限
り
な
く
伸
び
ゆ
く
日
日
ぞ
（
南
中
）
。 

 
校
歌
に
は
、
そ
の
学
校
の
校
風
を
発
揚
す
る
目
的
が
あ
り
、
地
域
の
環
境

と
教
育
理
念
と
の
関
連
が
図
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
分
析
が
、
学
校
の
理
念
が
、

ど
の
程
度
図
ら
れ
て
い
る
か
を
見
る
指
標
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。（
完
） 

（
大
子
町
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
長
） 
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学校名 山 川 滝 植物 産業仕事 風土 (風・光) 歴史 地形 地名 

生瀬小学校 生瀬富士 水はめぐりて         

歴史の

伝え世

世の跡 

山なみ 生瀬の里 

黒沢小学校 
たかざさの山 

みねひいで 
八溝川   すぎこだち 

田畑に実

る たなつ

もの 

朝日子      

郷土の光 
  

林 

田畑 
  

依上小学校 山すれすれの 押川       
ちぎれ雲   

音さらさらの 
    

女倉

羽黒   

依上 

旧大子小学校 
天そそり

たつ群山 
久慈川       

明けゆく日本

の暁       

清く流るる 

館あと この丘   

袋田小学校 月居山 久慈川       

朝日に映える 

緑の若木    

空青く      

吹くそよ風に 

      

上小川小学校 男体の 久慈川 袋田の瀧     

桜に映ゆる  

青葉に映ゆる 

紅葉に映ゆる 

深雪に映ゆる 

長福寺  

城跡 

谷の郷 

山の郷 

淵の郷   

峡の郷 

頃藤     

上小川 

旧佐原小学校 花瓶山 初原川   杉 茶   

歴史ゆ

かしい

花室 

  花室 

大子中学校 八溝山 久慈川       
朝日に栄えて  

さざなみ清ら 

歴史は

ゆかし 

かがみ

山 

    

生瀬中学校 生瀬富士   四度の滝     
げにうるわしき

この自然 
  

見上ぐる山  

見下す谷  
生瀬 

大子西中学校 八溝の峰  久慈川  袋田の谷   林檎の花 

風光る 暁    

緑の風     

流れる雲 

  
ふるさとの丘   

袋田の谷 
  

南中学校 男体の 久慈川       丘の明かさよ   青垣   
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産
地
づ
く
り
に
向
け
た
公
的
支
援
の
展
開
（
上
） 

―
特
産
品
・
り
ん
ご
の
ル
ー
ツ
を
探
る
（
八
）
― 

  昭
和
三
十
年
代
に
り
ん
ご
栽
培
が
広
が
り
を
み
せ
る
な
か
、
規
格
に
合
っ

た
良
質
の
り
ん
ご
を
安
定
的
に
生
産
す
る
た
め
に
は
栽
培
技
術
を
磨
き
、
さ

ら
に
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
し
か
し
自
助
努
力
に
は
限
界

が
あ
り
、
そ
の
面
で
公
的
機
関
が
果
た
す
役
割
は
大
き
か
っ
た
。
本
誌
第
七

五
号
で
は
、
茨
城
県
山
間
地
帯
特
産
指
導
所
が
こ
の
面
で
一
役
買
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
た
。
同
所
の
技
師
と
と
も
に
行
っ
た
勉
強
会
や
先
進
地
で
の
研
修

が
大
い
に
役
立
っ
た
こ
と
は
、
例
え
ば
木
澤
源
一
郎
さ
ん
の
証
言
（
本
誌
第
七

九
号
）
に
も
み
ら
れ
た
通
り
で
あ
る
。 

こ
の
特
産
指
導
所
と
連
携
し
な
が
ら
公
的
支
援
を
担
う
茨
城
県
の
組
織

と
し
て
、
も
う
一
つ
農
業
改
良
普
及
所
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
昭
和
二
十
三

年
に
制
定
さ
れ
た
農
業
改
良
助
長
法
に
基
づ
い
て
発
足
す
る
が
、
従
来
の
農

業
指
導
と
は
異
な
っ
て
農
民
の
自
主
性
を
前
提
に
、
農
業
技
術
指
導
だ
け
で

な
く
農
家
生
活
の
合
理
化
を
目
指
す
生
活
改
善
事
業
や
農
村
子
弟
の
教
育
、

さ
ら
に
青
少
年
の
グ
ル
ー
プ
活
動
の
指
導
を
含
ん
で
い
る
点
に
特
徴
が
あ
っ

た
。
農
民
と
直
接
接
触
す
る
出
先
機
関
と
し
て
は
、
同
年
十
一
月
一
日
付
で

当
初
は
地
区
農
業
普
及
技
術
員
駐
在
所
と
の
名
称
で
県
内
三
〇
地
区
に
開
設

さ
れ
た
。
大
子
地
方
に
つ
い
て
は
、
一
町
九
村
を
管
轄
す
る
大
子
地
区
農
業

普
及
技
術
員
駐
在
所
が
県
立
大
子
農
林
高
等
学
校
（
現
県
立
大
子
清
流
高
等
学
校
）

内
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
翌
二
十
四
年
四
月
に
農
業
改
良
相
談
所
、

三
十
二
年
十
一
月
に
農
業
改
良
普
及
所
へ
と
名
称
は
変
わ
る
が
、
大
子
地
方

一
円
を
対
象
に
し
た
農
業
技
術
や
農
業
経
営
指
導
の
拠
点
と
し
て
長
期
に
わ

た
り
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
県
の
機
構
改
革
に
伴
い
大
子
地
区
、
水
府
地

区
、
大
宮
地
区
の
三
地
区
が
統
合
さ
れ
、
大
宮
農
業
改
良
普
及
所
に
組
織
替

え
さ
れ
た
の
は
、
平
成
六
年
四
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

さ
て
、
こ
の
大
子
地
区
農
業
改
良
普
及
所
（
以
下
、
「
普
及
所
」
と
略
）
は
生

ま
れ
て
間
も
な
い
り
ん
ご
栽
培
に
ど
う
向
き
合
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
な

く
も
昭
和
二
十
年
代
に
つ
い
て
は
、「
リ
ン
ゴ
の
技
術
を
持
つ
た
も
の
が
、
県

内
に
い
な
か
つ
た
関
係
で
、
栽
培
者
自
身
が
福
島
県
を
初
め
、
先
進
地
を
視

察
し
て
技
術
の
習
得
に
つ
と
め
た
」（
茨
城
県
農
業
改
良
普
及
事
業
二
十
年
史
、
以

下
「
二
十
年
史
」
と
略
）
、
と
い
う
。
現
に
、
黒
田
宏
さ
ん
を
会
長
に
し
て
昭
和

二
十
三
年
に
結
成
さ
れ
た
五
名
の
研
究
ク
ラ
ブ
は
、「
リ
ン
ゴ
に
対
す
る
研
究

の
た
め
、
福
島
を
主
に
長
野
、
青
森
、
山
形
、
秋
田
等
先
進
地
の
視
察
を
行

な
い
、
栽
培
技
術
の
研
究
を
重
ね
、
二
十
五
年
新
植
を
計
画
、
苗
木
の
購
入
、

植
付
、
幼
木
の
管
理
と
意
欲
的
に
活
動
し
」（
普
及
の
あ
ゆ
み
）
た
、
と
の
指
摘

が
あ
る
。「
普
及
事
業
の
発
足
当
時
は
食
糧
作
物
の
栽
培
に
重
点
が
お
か
れ
て

い
た
」（
茨
城
県
農
業
改
良
普
及
事
業
十
年
史
）
の
で
あ
り
、
普
及
所
自
身
、
新
興

作
物
で
あ
る
り
ん
ご
に
組
織
的
に
向
き
合
う
余
裕
は
な
く
、
ま
た
支
援
す
る

人
材
に
も
欠
け
て
い
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
た
ろ
う
。 

昭
和
三
十
年
代
に
入
り
、
り
ん
ご
栽
培
農
家
が
少
し
ず
つ
増
え
、
栽
培
面
積

が
広
が
る
な
か
で
普
及
所
の
支
援
体
制
も
次
第
に
整
っ
て
く
る
。
普
及
所
が

作
成
し
た
「
昭
和
三
四
年
度 
大
子
地
区
農
業
改
良
計
画
書
」
に
は
、「
現
況

に
於
け
る
欠
陥
」
と
し
て
「
リ
ン
ゴ
栽
培
は
栽
植
面
積
拡
大
の
段
階
に
あ
り

栽
培
技
術
も
低
く
生
産
量
が
少
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
三
十
四
年

を
振
り
返
っ
た
「
普
及
事
業
の
主
な
あ
し
あ
と
」
に
は
、
り
ん
ご
「
栽
植
面

積
が
拡
大
し
つ
ゝ
あ
る
の
で
こ
れ
が
栽
培
法
に
つ
い
て
は
重
要
な
問
題
で
、

指
導
の
統
一
を
図
る
た
め
毎
月
指
導
者
研
修
会
を
開
催
し
特
産
地
育
成
と
果

樹
振
興
を
図
っ
た
」（
昭
和
三
五
年 
地
区
普
及
活
動
の
実
績
）
と
あ
る
。
こ
の
頃
、

り
ん
ご
の
特
産
地
に
育
て
る
た
め
に
、
普
及
所
と
し
て
も
「
栽
培
技
術
」
や

「
栽
培
法
」
の
改
善
に
強
い
課
題
意
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

そ
し
て
三
十
五
年
春
、
り
ん
ご
専
門
技
術
者
で
あ
る
大
森
高
行
技
師
が
茨
城

県
山
間
地
帯
特
産
指
導
所
に
着
任
し
た
。
四
十
年
春
に
急
逝
さ
れ
る
ま
で
の

五
年
間
、
大
森
技
師
は
「
常
に
奥
久
慈
地
方
の
リ
ン
ゴ
発
展
の
た
め
、
若
さ

と
情
熱
を
も
っ
て
献
身
的
な
努
力
を
つ
づ
け
た
」（
二
十
年
史
）
と
評
さ
れ
る

よ
う
に
、
産
地
づ
く
り
へ
の
公
的
支
援
が
本
格
化
し
て
い
く
。
（
齋
藤
典
生
） 
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華
岡
青
洲
と
吉
成
宥
識
（
三
光
院
）  

野
内 
泰
子   

江
戸
時
代
の
外
科
医
師
華
岡
青
洲
に
つ
い
て
は
ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思

い
ま
す
。  

華
岡
青
洲
は
、
紀
伊
国
（
現
在
の
和
歌
山
県
）
に
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
に

生
ま
れ
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
に
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
父
直
道
も
医
師

で
あ
り
、
青
洲
も
又
、
医
師
と
な
り
ま
し
た
。
若
く
し
て
京
都
に
出
て
、
当

時
の
有
名
な
医
師
た
ち
か
ら
、
東
洋
医
学
と
オ
ラ
ン
ダ
式
外
科
学
を
学
び
ま

し
た
。
そ
し
て
、
長
く
京
都
に
滞
在
し
て
研
究
を
重
ね
な
が
ら
、
医
療
器
具

を
買
い
集
め
る
な
ど
し
て
、
そ
の
後
、
紀
州
の
郷
里
に
帰
り
開
業
し
ま
し
た
。  

何
よ
り
華
岡
青
洲
を
有
名
に
し
た
の
は
、
麻
酔
薬
の
研
究
で
す
。
青
洲
は
、

母
や
妻
に
、
研
究
の
役
に
立
て
て
く
れ
と
懇
願
さ
れ
、
二
人
を
実
験
台
と
し

て
乳
癌
手
術
を
行
い
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
母
は
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
が
、

妻
の
手
術
は
成
功
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
妻
は
失
明
す
る
と
い
う
大
き
な

犠
牲
を
は
ら
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。  

こ
の
手
術
を
通
し
て
、
麻
酔
薬
の
研
究
は
さ
ら
に
重
ね
ら
れ
、
遂
に
、
通

仙
散
と
い
う
麻
酔
薬
が
完
成
し
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
華
岡
青
洲
は
、

世
界
で
初
め
て
麻
酔
薬
を
使
っ
て
手
術
を
行
っ
た
医
師
と
し
て
認
め
ら
れ
て

い
る
の
で
す
。  

青
洲
の
教
え
を
受
け
る
た
め
に
、
全
国
か
ら
青
洲
の
も
と
に
集
ま
っ
た
医

師
の
数
は
、
千
人
を
超
え
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。  

華
岡
青
洲
を
よ
り
有
名
に
し
た
の
は
、
同
じ
和
歌
山
県
出
身
の
作
家
有
吉

佐
和
子
が
、
昭
和
四
十
一
年
に
出
版
し
た
小
説
『
華
岡
青
洲
の
妻
』
に
依
る

処
が
大
き
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
で
、
華
岡
青
洲
の
名
は
、
一
般
の
人
に

も
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。  

さ
て
、
こ
こ
で
、
吉
成
宥
識
と
華
岡
青
洲
の
か
か
わ
り
で
す
が
、
茨
城
県

士
族
の
宥
識
は
、
常
陸
国
芦
野
倉
村
に
住
ん
で
い
た
医
師
で
し
た
。
宥
識
の

父
も
や
は
り
医
師
で
し
た
。
祖
先
は
、
佐
藤
信
堅
第
四
子
の
宥
鏡
で
、
芦
野

倉
に
移
り
吉
成
氏
と
な
り
、
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
に
修
験
道
（
聖
護
院
）

権
少
僧
都
を
授
か
り
、
代
々
僧
都
院
号
（
三
光
院
）
を
授
か
っ
て
き
ま
し
た
。  

宥
識
は
通
称
を
要
と
い
い
、
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
十
月
十
日
の
生
ま
れ

で
し
た
（
筆
者
注
、
文
政
元
年
の
誤
り
で
は
な
い
か
）
。
父
は
宥
興
、
母
は
菊
池
氏

で
、
若
く
し
て
医
学
を
志
し
、「
南
紀
の
華
岡
青
洲
先
生
に
学
ん
だ
」
と
い
う

こ
と
が
墓
碑
銘
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。  

芦
野
倉
の
地
に
吉
成
家
の
代
々
の
墓
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
宥
識
の

墓
も
建
て
ら
れ
て
お
り
、
裏
面
に
墓
碑
銘
が
漢
文
で
ぎ
っ
し
り
と
記
さ
れ
て

い
て
、「
華
岡
青
洲
」
の
文
字
も
は
っ
き
り
読
み
取
れ
ま
す
。
宥
識
の
没
年
は

明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
、
七
四
歳
の
生
涯
だ
っ
た
、
と
養
子
の
宥
信
（
辰

之
介
）
が
記
し
て
お
り
、
こ
の
宥
信
も
又
医
師
で
、
大
子
共
立
病
院
を
創
立
し
、

村
議
な
ど
も
務
め
た
と
の
こ
と
で
す
。  

常
陸
国
の
北
の
は
ず
れ
の
山
間
の
田
舎
か
ら
、
研
究
の
為
に
遠
く
紀
伊
国

ま
で
、
華
岡
青
洲
の
英
名
を
慕
っ
て
行
っ
た
医
師
が
い
た
こ
と
に
驚
か
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
畏
敬
の
念
も
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ

ん
。  

私
も
、
華
岡
青
洲
に
つ
い
て
は
、
小
説
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
で
知
り
ま
し
た
。

け
れ
ど
も
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
し
た
。  

今
年
の
春
、
或
る
き
っ
か
け
か
ら
、
宥
識
の
墓
を
見
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
、
墓
碑
銘
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
、
宥
識
が
青
洲
の
教
え
を
乞
う
て

紀
伊
国
ま
で
行
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
、
驚
き
と
と
も
に
感
銘
を
覚
え
ま
し
た
。

更
に
、
郷
土
の
偉
人
に
つ
い
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
で
、
こ
の
墓
碑

銘
を
遺
し
て
く
れ
た
宥
識
の
養
子
宥
信
（
辰
之
介
）
に
も
感
謝
の
念
を
禁
じ
得

ま
せ
ん
。 

（
大
子
郷
土
史
の
会
）  

（
※
次
頁
に
墓
碑
銘
の
写
真
と
家
系
図
を
掲
載
し
て
い
ま
す
）   



                              
芦
野
倉 
吉
成
家
（
三
光
院
）
系
図     

宥 一

鏡   
宥 二

楽   
宥 三

心   
宥 四

鏡   
宥 五

耀   
（
以
下
六
代
略
）  
宥 十

二

興  
宥 十

三

識
（
要
）   

宥 十
四

健
（
健
太
郎
）     

宥 十
五

信

（
辰
之
介
）   

宥 十
六

亀   
勝 十

七

松   
勤 十

八     
編
集
後
記  

今
年
度
は
本
号
が
最
後
の
発
行
と
な
り
ま
す
。
今
年
度
も
本
誌
に
様
々

な
方
か
ら
御
寄
稿
い
た
だ
き
、
毎
回
充
実
し
た
内
容
で
お
届
け
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
御
寄
稿
い
た
だ
い
た
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
早

い
も
の
で
、
来
年
度
は
第
九
〇
号
を
迎
え
ま
す
。
一
〇
〇
号
が
見
え
て
き

ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
皆
様
に
大
子
町
の
歴
史
や
文
化
を
発
信
し
続
け

て
い
け
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
来
年
度
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。               

（
家
田 
望
） 編 

集 
大
子
町
歴
史
資
料
調
査
研
究
会 

編
集
人  

齋
藤 
典
生
（
大
子
町
歴
史
資
料
調
査
研
究
員
） 

       
井
上 
和
司
（
大
子
町
歴
史
資
料
調
査
研
究
員
） 

家
田  
望
（
大
子
町
教
育
委
員
会
） 

発 
行 
大
子
町
教
育
委
員
会 

久
慈
郡
大
子
町
大
字
池
田
二
六
六
九
番
地 

大
子
町
立
中
央
公
民
館
☎
０
２
９
５
（
７
２
）
１
１
４
８ 

宥識（要）の墓 正面 
 同裏面（部分・墓碑銘） 
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