


こ
の
表
紙
の
絵
　
原
画
は
岡
崎
良
男
前
村
長
の

　
　
　
　
　
　
　
第
一
美
術
展
入
選
作
品
「
長
門
峡
」
で
す

：
Ｉ
Ｉ
Ｉ









長門峡（紅葉橋）

阿武川歴史民俗資料館



緑の村だけいたｊ

川上すぎのこ村



ゆずなんてん自生地（国指定天然記念物）

椿瀬のっぽき（村指定文化財）



か　わ　か　み

わたしたちの村

（改訂版）

（｜｜｜求）村？ｉ「川ｌｌ村」を図案化したもの

で、山と川と湖（ダム）の自然の美しさに

恵まれた村をあらわします。円は団結を

羽根は｛、川の誇り責任と希望、飛躍麗展

を意味しています。

　　　　　　　　　昭租げト丿ｊｌ５日制定

村　　章



　
　
　
わ
た
し
た
ち
の
村

　
　
　
　
　
　
川
上
を
正
し
く
知
ろ
う

　
わ
た
し
た
ち
が
す
ん
で
い
る
村
は
、
四
季
お
り
お
り
に
か
わ
る
景
色
が
美
し

く
、
そ
の
山
あ
い
を
き
れ
い
な
水
が
流
れ
、
と
て
も
す
み
よ
い
村
で
す
。

　
そ
れ
は
遠
い
む
か
し
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
の
祖
先
が
生
き
る
た
め
に
工
夫
を

こ
ら
し
、
さ
ら
に
す
み
よ
い
村
に
す
る
た
め
、
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
努
力
し

て
今
日
に
い
た
り
ま
し
た
。

　
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
す
ば
ら
し
く
美
し
い
か
わ
か
み
を
ま
す
ま
す
す
み
よ

い
豊
か
な
村
に
す
る
た
め
に
、
力
を
注
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め

に
は
、
こ
の
村
が
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
の
か
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で
に
ど
ん

な
あ
ゆ
み
を
し
て
き
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
よ
い
こ
の
み
な
さ
ん
、
し
っ
か
り
勉
強
し
て
み
ん
な
仲
よ
く
力
を
合
わ
せ
て
、

り
っ
ぱ
な
村
に
発
展
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
を
ね
が
っ
て
い
ま
す
。

演２

清ｔ

　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ら
　
　
　
の

川
上
村
長
平
　
野



　
こ
の
た
び
小
学
校
の
社
会
科
副
読
本
「
か
わ
か
み
」
の
改
訂
版
が
で
き
上
が

り
ま
し
た
。
こ
の
本
が
出
来
上
が
る
た
め
お
世
話
さ
れ
た
方
々
に
、
あ
つ
く
お

礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
こ
の
本
は
わ
た
し
た
ち
の
村
川
上
と
、
村
に
関
係
の
あ
る
萩
市
の
こ
と
に
つ

い
て
、
昔
か
ら
の
う
つ
り
変
わ
り
、
最
近
の
新
し
い
こ
と
ま
で
、
ま
と
め
て
わ

か
り
や
す
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
本
を
読
ま
れ
る
み
な
さ
ん
が
、
子
供
た
ち
ば
か
り
で
な
く
、
ふ
る
さ
と

の
よ
さ
を
見
な
お
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
発
展
さ
せ
て
行
く
の
に
、
少
し
で
も
お

役
に
立
て
ば
と
思
い
ま
す
。

昭
和
六
十
一
年
九
月

川
上
村
教
育
長
　
福
　
永
　
義
　
晴
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－
１

　
わ
た
し
た
ち
の
村
　
か
わ
か
み

　
　
　
学
習
す
る
こ
と
が
ら

Ｏ
自
分
た
ち
の
す
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
、
山
口
県
の
地

　
図
か
ら
見
て
、
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
で
し
ょ
う
。

○
わ
た
し
た
ち
の
住
ん
で
い
る
村
の
よ
う
す
に
つ
い
て

　
し
ら
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
・
学
校
・
公
民
館
・
自
分
の
家
は
、
ど
の
方
向
に
あ

　
・
道
や
川
は
ど
こ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

○
学
級
の
友
だ
ち
が
、
ど
こ
の
地
区
か
ら
か
よ
っ
て
い

　
る
か
し
ら
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

○
自
分
た
ち
が
す
ん
で
い
る
地
区
と
友
だ
ち
の
す
ん
で

　
い
る
地
区
と
が
、
ど
の
よ
う
に
ち
が
っ
て
い
る
か
し

　
ら
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

○
自
分
た
ち
の
す
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
絵
地
図
に
か
い

　
て
み
ま
し
ょ
う
。

一
、
わ
た
し
た
ち
の
村
　
川
上

一
１
１
１
１
１
１
１
Ｓ

り

－

福岡県



曳
ヽ
み
‘
ヽ

笹

は

野の

戸と

呂ろ

江え
舟お

　
　
　
１
１

　
　
　
な
め
・

　
・
長
・

よ
こ
さ
か

木丿也
谷だ区

２－

　
　
‥
｛
‥
　
川
上
村
の
す
が
た

　
川
上
村
は
、
山
口
県
の
北
部
に
位
置

し
、
阿
武
川
に
ま
た
が
り
、
東
と
南
は

阿
東
町
に
、
西
は
旭
村
に
、
北
は
福
栄

村
ど
萩
市
に
と
な
り
あ
っ
て
い
ま
す
。
　
図

　
広
さ
は
、
東
西
に
や
く
十
七
キ
ロ
メ
　
村

Ｉ
ト
ル
、
南
北
に
や
く
九
キ
ロ
メ
ー
ト
　
上

ル
で
、
面
積
は
や
く
九
十
五
平
方
キ
ロ
　
Ｊ

メ
ー
ト
ル
の
山
村
で
す
。

尾お

－

し
ら
が
み

白
上

そ
ま

仙　
さ
佐

横

坂

古こ

山１

田だ

栄え

と
お
た
に
　
　
み
の
り

遠
谷
・
三
徳

挑

　
　
と
も

　
・
茜

た
ち
の

立
野



－－３

阿
武
川
は
、
中
国
山
地
の
山
お
く
か
ら
、
多
く
の

椿
瀬
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。

　
中
国
山
地
の
西
の
は
ず
れ
近
く
に
あ
っ
て
、
ヽ
江
舟
岳
・
貞
女
ヶ
岳
・
碁
盤
ヶ
岳
・
野
地
ヶ

岳
な
ど
、
五
百
メ
ー
ト
ル
よ
り
高
い
山
や
急
な
山
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
む
か
し
か
ら

ａ
ａ
ド
ゴ
ド
ヰ
つ
き
。
で

勝
　
こ
の
川
に
は
、
支
流
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
村
内
に

も
野
戸
呂
川
・
江
舟
川
・
佐
々
並
川
・
遠
谷
川
・
明

木
川
・
立
野
川
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
田
や
畑
は
、
阿
武
川
や
そ
の
支
流
の
り
ょ
う
が
わ

長 り
谷
や
集
落
を
通
っ
て
、
や
く
八
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

に
わ
た
っ
て
流
れ
て
い
ま
す
。



み
に
は
、
川
の
流
れ
を
せ
き
と
め
、
県
営
の
大
き
な

阿
武
川
ダ
ム
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
一
年
中
の
平
均
気
温
は
、
十
三
度
く
ら
い
で
、
す

み
よ
い
ほ
う
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
冬
は
、
西
よ

り
の
北
風
が
強
く
、
気
温
も
下
が
っ
て
寒
く
感
じ
ま

す
。
雪
は
、
十
二
月
か
ら
二
月
に
か
け
、
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
か
ら
、
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の

積
雪
が
、
二
・
三
回
み
ら
れ
ま
す
。

　
川
上
村
は
、
お
よ
そ
千
四
百
人
の
人
が
す
ん
で
い

に
あ
り
、
そ
の
お
も
な
も
の
は
、
野
戸
呂
・
三
徳
・
山
田
・
立
野
地
区
に
あ
り
ま
す
。

　
阿
武
川
の
中
流
は
、
水
の
流
れ
が
岩
石
を
し
ん
し
ょ
く
し
て
、
め
ず
ら
し
い
形
の
岩
を

つ
く
っ
て
お
り
、
国
指
定
の
名
勝
「
長
門
峡
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
岡
地
区
の
か

地区別の家のかずと人口（昭和６０年度）

　　　　　　　　　　－４－

地　区 世帯数 人　□ 地　区 世帯数 人　□

佐　古 ２６戸 ９０人 共　栄 ４３戸 １７０人

山　田 ４８ １５８ 遠　谷 ２１ ６７

立　野 ３８ １２６ 笹　尾 ２３ ９２

白　上 ２６ ８５ 柚木谷 １８ ５６

椿瀕 １２ ５２ 江舟 ２１ ５９

横坂 ２９ １０９ 野戸呂 ３２ ７７

長谷 ９ ４３

三　徳 ５７ １７０ 村全体 ４０３１，３５４



人
が
、
男
は
炭
や
き
、
き
こ
り
、
い
か
だ
流

し
、
川
舟
の
船
頭
な
ど
を
し
、
女
は
田
を
つ

く
る
ほ
か
、
か
い
こ
を
か
っ
て
い
ま
し
た
。

　
時
代
の
う
つ
り
か
わ
り
に
よ
り
、
農
業
や

１，３５・１人

二
分
の

一
を
し
め
て
い
ま
す
。

　
川
上
村
は
、
美
し
い
山
と
川
の
あ
る
村
で
す
。
大
正
の
は
じ
め
ご
ろ
ま
で
は
、
多
く
の

１，１５７人

｜

１凹戸

３
年

－
０
３
一

前
年

立
野

横
坂
に
人
口
が
多
く
、

ま
す
。

地
区
で
は
、

共
栄

村
の

一
一一

徳

山
田

川上村の人口のうつりかわり

Ｓ
年

３。５９５人

３，２５２人

い
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
村

（人）

，０００・

ぱ
い
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
人
口
の
へ
る
こ
と

…
の
外
へ
出
て
、
い
ろ
い
ろ
な
し
ご
ど
を
す
る

；
賢
人
が
ふ
え
ま
し
た
。
村
で
は
、
球
釘
の
し
ん

３。６１８人

５

２，０４２人

　［

Ｉ，６０５人

｜

ｌ！り戸

９
年

２，６１７人

掌
山
の
し
ご
ど
だ
け
で
は
、
く
ら
し
を
た
て
て

７１６戸６邸戸７０１戸６Ｚり戸５３８戸

－　－　－　－

６
年

２。０００・

帥０・

０００



相
原
の
三
つ
の
集
落
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
う
び
ん
　
　
し
ん
り
ん
く
み

役
場
・
公
民
館
・
郵
便
局
・
森
林
組

』
こ
に
は
、
村

八あー

　＝　Ｉ

三
徳

が
な
や
み
で
す
。
そ
の
た
め
、
村
民
が
村
の
中
で
は
た
ら
け
る
と
こ
ろ
や
、
楽
し
く
生
活

が
で
き
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
ま
す
。

　
　
倒
　
村
の
中
心
地
区

川
上
村
の
中
心
地
で
あ
り
、
筏
場
・
灰
福

　
　
　
　
　
　
　
も
う
り
　
と
の
さ
ま

こ
れ
は
、
毛
利
の
殿
様
の
と

民
の
碑
が
あ
り
ま
す
。

き
に
、
萩
の
酒
屋
が
、
川
島
の
太
鼓
湾
で
、
川
の
水

－ 義　民　の　碑

　　－６－

了
農
業
協
同

組
合
・
駐
在
所
な
ど
の
役
所
や
、
小
学
校
・
中
学
校

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
相
原
に
は
、
田
も
ひ
ら
け
て
い

ま
す
。

　
阿
武
川
の
ほ
と
り
の
県
道
（
相
原
）
に
は
、
二
義



－

　
　
　
　
　
　
し
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
い
ひ
ょ
う

一
人
の
百
姓
は
。
村
民
の
代
表
と
な
っ
て
、
話
し
合
い
ま
し
た
。
そ
の
け
っ
か
、
多
く
の

を
つ
か
っ
て
、
水
車
場
を
つ
く
り
、
酒
米
を
つ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
川
上

の
人
び
と
は
、
川
舟
で
炭
や
ま
き
な
ど
が
、
萩
に
は
こ
ば
れ
な
く
な
っ
た
の
で
、
毛
利
藩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
じ
わ
ら
へ
い
す
け
　
お
か
ざ
き
ご
ん
ざ
え
し
ん
　
ご
ん
た

の
役
人
に
こ
う
ぎ
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
藤
原
平
助
と
岡
崎
権
左
衛
門
（
権
太
）
　
の

びしゃもんてん像

７－

人
が
と
ら
え
ら
れ
、
二
人
は
身
代

わ
り
と
し
て
、
打
ち
首
に
な
り
ま

し
た
が
、
水
車
場
は
、
と
り
の
ぞ

か
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
村
民
は
、

そ
の
勇
ま
し
い
お
こ
な
い
に
感
じ

て
、
二
義
民
と
し
て
ま
つ
り
ま
し

た
。

　
灰
福
の
玉
泉
寺
に
は
、
県
指
定



こ
の
地
区
に
あ
り
ま
す
。

　
共
栄
　
阿
武
川
ダ
ム
の
下
流
に
は
、
川
を
は
さ
ん

で
、
熊
谷
・
舟
戸
・
岡
・
木
ノ
瀬
の
四
集
落
が
あ
り

ま
す
。
ダ
ム
サ
イ
ト
に
は
、
ダ
ム
管
理
事
務
所
と
新

阿
武
川
発
電
所
が
あ
り
、
近
く
に
は
、
阿
武
川
歴
史

　
　
て
ん
ね
ん
き
ね
ん
ぶ
っ
　
し
て
ぃ

の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
学
校
林
も

有
形
文
化
財
「
び
し
や
も
ん
て
ん
像
」
が
あ
り
ま
す
。

　
遠
谷
　
こ
の
地
区
は
、
遠
谷
川
に
そ
っ
て
家
が
あ
り
ま
す
。
昔
、
銅
の
鉱
山
が
あ
っ
た

金
山
に
は
、
ナ
ン
テ
ン
や
ユ
ズ
が
、
た
く
さ
ん
は
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
自
生
地
は
、
国

民
俗
資
料
館
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
水
の
底
に

し
ず
ん
だ
集
落
を
中
心
に
、
村
民
の
祖
先
が
、
生
活

に
つ
か
っ
て
い
た
、
か
ず
多
く
の
民
俗
資
料
が
保
存

阿武川歴史民俗資料館

　　　　　　　　　－ ８－



ま
す
。

　
　
㈲
　
国
道
に
そ
っ
た
地
区

　
山
田
　
山
田
・
京
床
の
二
つ
の
集
落
か
ら
な
り
、

国
道
二
六
二
号
線
を
は
さ
ん
で
お
り
、
田
も
ひ
ら
け

て
い
ま
す
。
こ
の
地
区
に
は
、
相
原
逆
調
整
ダ
ム
が

あ
っ
て
、
阿
武
川
の
下
流
の
水
量
を
調
整
し
て
い
ま

す
。
新
阿
武
川
発
電
所
を
か
ん
り
す
る
と
こ
ろ
も
こ

こ
に
あ
り
ま
す
。
萩
に
向
っ
て
行
く
と
、
阿
武
川
の

ほ
と
り
に
、
砕
石
場
と
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
場
が
あ

し
て
あ
り
ま
す
。
岡
に
は
、
佐
々
並
川
発
電
所
が
あ
り
ま
す
。

　
長
谷
　
相
原
の
む
こ
う
ぎ
し
に
あ
る
長
谷
川
の
上
流
に
あ
る
地
区
で
、
お
も
に
、
農
林

業
を
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
の
田
は
、
た
な
田
と
よ
ば
れ
る
、
だ
ん
だ
ん
田
が
つ
づ
い
て
い

９－－

相原逆調整ダム



山

陰
ど
山
陽
を
む
す
ぶ
た
い
せ
つ
な
道
路
で
、
バ
ス
や
自
動
車
が
た
く
さ
ん
通
っ
て
い
ま
す
。

り
ま
す
。

　
国
道
二

六
二
号
線
は
、
萩
市
か
ら
山
口
市
・
防
府
市
や
小
↑
郡
町
に
つ
づ
い
て
お
り
、

白　上　団　地

－

ま
た
、
こ
の
地
区
に
は
、
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー
も
あ
り

ま
す
。

　
佐
古
　
山
田
地
区
に
つ
づ
い
て
、
明
木
川
の
そ
ば

の
小
高
い
と
こ
ろ
に
は
、
新
し
く
、
佐
古
団
地
が
っ

く
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
瓜
作
は
、
と
な
り
の
旭
村

の
明
木
と
接
し
て
い
ま
す
。

　
　
匈
　
立
野
地
区

　
白
上
　
こ
こ
に
は
、
川
上
で
一
番
広
い
原
が
あ
り
、

明
治
時
代
に
水
田
と
な
り
、
米
作
り
も
さ
か
ん
で
す
。

１０　－



１１　－

庭

山
手
に
は
、
白
上
団
地
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
、
ダ
ム
エ
事
で
、
水
底
に
し
ず
ん
だ
集
落

の
人
び
と
の
た
め
に
、
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
す
。
色
が
わ
ら
の
家
が
な
ら
べ
て
た
て
ら
れ

て
い
ま
す
。
河
川
敷
に
は
、
萩
ブ
ロ
ッ
ク
・
深
江
金
属
工
業
な
ど
の
工
場
が
あ
っ
て
、
村

民
が
は
た
ら
い
て
い
ま
す
。

　
立
野
・
横
坂
　
立
野
川
の
流
れ
に
そ
っ
て
で
き
た

地
区
で
、
田
も
ひ
ら
け
て
お
り
、
集
落
を
か
こ
む
山

に
は
、
よ
く
手
入
れ
を
さ
れ
た
、
ス
ギ
の
美
林
が
あ

り
、
農
林
業
の
さ
か
ん
な
ど
こ
ろ
で
す
。
む
か
し
は
、

養
蚕
が
さ
か
ん
だ
っ
た
の
で
、
地
区
の
ど
こ
ろ
ど
こ

ろ
で
、
く
わ
畑
が
見
う
け
ら
れ
ま
す
。
今
は
、
も
と

の
立
野
小
学
校
の
校
舎
は
、
山
口
川
上
農
協
の
稚
蚕

飼
育
所
に
な
っ
て
お
り
、
春
か
ら
秋
に
か
け
て
、
稚

－

岳梅 の寺



つ
庭
園
と
、
村
の
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
古
い
釣

ｋ

尺
ら
い
お
坊
さ
ん
が
っ
く
ら
れ
た
と

蚕
の
飼
育
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
に
わ
と
り
を
た
く
さ
ん
か
っ
て
い
る
長
州
農
場
も
あ

り
ま
す
。

梅
岳
寺
ど
い
う
古
い
お
寺
に
は
、
雪
舟
と
い
う

鐘
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
惣
ノ
瀬
に
生
ま
れ
た

は
、
家
の
貧
し
い
中
を
、
ど
う

と
苦
学
し
な
が
ら
努
力
し
、
り
っ
ぱ
な
軍
人
に
な
り

ま
し
た
。
立
野
小
学
校
へ
、
図
書
館
や
本
を
た
く
さ

ん
寄
付
さ
れ
、
今
も
残
っ
て
い
ま
す
。

　
立
野
小
学
校
は
、
今
は
な
く
、
こ
の
地
区
の
子
ど

も
は
、
バ
ス
で
川
上
小
学
校
に
通
っ
て
い
ま
す
。

ノＸ　　道　文　庫

　　　　　　　　－１２　－

じ
や
ひ
ち

道
弥
七
と
い
う
人

し
て
勉
強
し
た
い

か　ノＸや



川
上
村
ど
萩
市
と
接
し
た
ど
こ
ろ
に
あ
る
小
さ
な
集
落
で
す
。
こ
こ
の
山
手
に
、

村
の
文
化
財
の
椿
の
木
が
あ
り
ま
す
。
樹
令
、
や
く

　
立
野
川
の
上
流
に
あ
る
、
横
坂
・
惣
ノ
瀬
・
中
ノ
原
の
田
は
、
ほ
場
整
備
が
な
さ
れ
、

農
作
業
が
じ
ゃ
す
く
な
り
ま
し
た
。
惣
ノ
瀬
を
す
す
ん
で
行
く
と
、
福
栄
村
へ
通
じ
ま
す
。

椿

瀬・

四
百
年
も
た
っ
て
お
り
、
目
の
高
さ
の
周
囲
が
、
や

く
ニ
メ
ー
ト
ル
あ
り
ま
す
。
花
弁
が
、
一
枚
一
枚
散

－

　
　
㈲
　
山
間
の
地
区

　
笹
尾
・
柚
木
谷
　
阿
武
川
歴
史
民
俗
資
料
館
の
先

の
、
急
な
坂
道
を
登
っ
て
い
く
と
、
惣
良
台
・
柚
木

谷
・
笹
尾
の
集
落
が
、
山
の
間
に
あ
り
ま
す
。
笹
尾

地
区
に
は
、
川
上
小
学
校
の
分
校
が
あ
り
ま
し
た
が
、

－１３



に
も
、
い
ろ
い
ろ
と
、
く
ろ
う
が
多
い
の
で
、
こ
れ
　
う

今
は
、
こ
の
地
区
の
子
ど
も
は
、
村
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
で
、
川
上
小
学
校
に
通
っ
て
い
ま

す
。

　
こ
こ
は
、
林
業
や
農
業
が
お
も
な
し
ご
と
で
す
。
田
は
、
田
だ
な
が
多
く
て
、
米
作
り

武井谷・緑の村

　　　　　－１４　－

を
改
良
す
る
た
め
、
田
の
整
備
を
し
ま
し
た
。
村
の

特
産
で
あ
る
、
し
い
だ
け
を
さ
い
ば
い
し
て
い
ま
す
。

旧
分
校
の
そ
ば
に
は
、
川
を
利
用
し
て
つ
く
っ
た
、

プ
ー
ル
が
あ
り
ま
す
。

　
柚
木
谷
は
、
昔
、
奈
良
の
東
大
寺
が
再
建
さ
れ
る

ど
き
、
お
坊
さ
ん
が
、
柚
板
取
り
に
入
っ
て
き
た
と

こ
ろ
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
惣
良
台
の
近
く
に
は
、
「
武
井
谷
・
緑
の
村
」
が
つ



の
中
の
盆
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
な
田
の
多
い
と

こ
ろ
で
し
た
が
、
今
は
、
構
造
改
善
事
業
で
、
田
も

整
備
さ
れ
、
つ
く
り
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

　
こ
こ
は
、
筏
場
か
ら
、
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

も
は
な
れ
て
お
り
、
通
学
用
ス
ク
ー
ル
バ
ス
を
、
一

般
の
人
も
利
用
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
江
舟
地

区
は
、
昭
和
四
十
一
年
の
集
中
豪
雨
で
、
田
・
畑
や

家
・
道
路
に
大
き
な
被
害
を
う
け
ま
し
た
が
、
そ
の

後
、
り
っ
ぱ
に
復
旧
し
て
い
ま
す
。

１５

く
ら
れ
て
お
り
、
果
樹
園
や
運
動
広
場
・
キ
ャ
ン
プ
の
施
設
も
あ
り
、
た
く
さ
ん
の
人
に

利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
江
舟
・
野
戸
呂
　
こ
こ
に
は
、
江
舟
川
と
野
戸
呂
川
が
流
れ
て
お
り
、
野
戸
呂
は
、
山

戸野 呂盆地

－



１６　－

口
県
内
の
多
く
の
人
が
利
用
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
近
く
に
あ
る
長
門
峡
は
、
峡
谷
の
英
し
い
と

こ
ろ
と
し
て
有
名
で
、
た
く
さ
ん
の
人
が
観
光
に
き

ま
す
。
そ
の
昔
、
長
門
峡
の
美
し
さ
が
、
ま
だ
知
ら

れ
て
い
な
い
こ
ろ
、
画
家
で
あ
り
、
地
質
学
者
の
、

高
島
北
海
と
い
う
人
が
、
長
門
峡
の
紹
介
と
、
道
路

　
野
戸
呂
に
は
、
野
戸
呂
小
（
中
）
学
校
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
は
、
こ
の
地
区
の
子
ど

も
は
、
村
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
で
、
川
上
小
（
中
）
学
校
に
通
っ
て
い
ま
す
。
も
と
の
校
舎

は
、
障
害
者
活
動
セ
ン
タ
ー
「
川
上
す
ぎ
の
こ
村
」
の
名
で
、
キ
ャ
ン
プ
場
と
し
て
、
山

の
開
発
に
、
力
を
そ
そ
ぎ
ま
し
た
。
大
正
九
年
、
北

海
が
、
長
門
峡
と
い
う
名
前
を
つ
け
ま
し
た
。

　
　
㈹
　
ダ
ム
に
し
ず
ん
だ
地
区

－

川上すぎのこ村



人
が
、
そ
の
多
く
は
、
萩
市
や
防
府
市
・
山
口
市
な

ど
に
う
つ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
村
で
も
、
白
上

と
佐
古
に
団
地
を
つ
く
っ
て
、
で
き
る
だ
け
、
人
び

と
を
村
に
と
ど
め
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　
　
圈
　
よ
そ
の
町
や
村
と
の
つ
な
が
り

　
川
上
村
は
、
萩
市
や
旭
村
・
阿
東
町
・
福
栄
村
と

接
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
と
は
、
国
道
や
県
道
・

村
道
で
む
す
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
国
道
二
六
二
号
線
　
こ
の
道
は
、
萩
市
か
ら
山
田

十
世
帯
・
や
く
六
百
人
の
人
が
、
ま
た
、
福
栄
村
で
は
、
六
十
四
世
帯
・
や
く
二
百
人
の

　
昭
和
四
十
五
年
に
、
阿
武
川
ダ
ム
の
工
事
が
は
じ
め
ら
れ
、
川
上
村
で
は
、
高
瀬
・
木

津
原
・
藤
蔵
・
大
藤
・
一
ノ
谷
の
集
落
が
、
水
底
に
し
ず
み
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
百
五

－

阿武川ダ ム

１７



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
こ
　
ど
う
ろ

　
　
こ
の
国
道
は
、
品
物
を
運
ぶ
道
路
と
し
て
も
、
た

い
せ
つ
な
は
た
ら
き
を
し
て
い
ま
す
。
ト
ラ
ッ
ク
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
い

萩
市
か
ら
、
甘
夏
か
ん
類
を
は
じ
め
、
魚
・
か
ま
ぼ

地
区
を
通
り
、
旭
村
佐
々
並
か
ら
山
口
市
に
で
て
、
防
府
市
に
つ
づ
い
て
い
ま
す
。
山
陰

と
山
陽
を
む
す
ぶ
た
い
せ
つ
な
交
通
路
と
し
て
、
防
長
バ
ス
・
国
鉄
バ
ス
・
山
陽
急
行
バ

ス
の
三
つ
の
バ
ス
路
線
が
あ
り
、
一
日
に
七
十
台
以
上
の
バ
ス
が
い
き
き
し
て
い
ま
す
。

さ
ん
い
ん国道２６２号線（山田付近）

　　　　　　　　－１８　－

運
ば
れ
ま
す
。
川
上
か
ら
は
、
木
材
や
ゆ
ず
な
ど
の

農
産
物
が
各
地
に
運
ば
れ
ま
す
。
ま
た
、
大
阪
・
広

島
・
九
州
・
山
陽
方
面
か
ら
、
日
用
品
・
食
料
品
や

工
場
の
原
料
・
機
械
な
ど
が
運
ば
れ
て
き
ま
す
。

　
春
か
ら
秋
の
間
は
、
大
阪
・
広
島
・
九
州
方
面
の

～

二

い
り
こ
な
ど
が
、
大
阪
・
広
島
・
九
州
方
面
に



門
峡
の
観
光
に
く
る
人
が
、
た
く
さ
ん
通
り
ま
す
。

　
県
道
　
長
門
峡
北
入
口
か
ら
阿
武
川
ダ
ム
・
長
門
峡
遊
歩
道
を
通
っ
て
、
阿
東
町
の
長

都
市
か
ら
、

貸
切
バ
ス
や
自
家
用
車
で
、
萩
市
や
阿
武
川
ダ
ム
・
歴
史
民
俗
資
料
館
・
長

門
峡
駅
に
で
る
道
路
（
萩
・
長
門
峡
線
）
、
こ
の
道
の

野
戸
呂
を
通
り
、
阿
東
町
篠
目
に
で
る
道
路
（
迫
田
・

阿
武
川
ダ
ム
ま
で
を
（
萩
・
川
上
線
）
、
筏
場
か
ら
遠

谷
に
入
っ
て
、
中
笹
尾
ま
で
の
道
路
（
笹
尾
・
筏
場
線
）
、

阿
武
川
ダ
ム
か
ら
、
柚
木
谷
・
笹
尾
を
通
っ
て
、
旭

村
佐
々
並
に
で
る
道
路
（
山
口
福
栄
・
須
佐
線
）
の

五
本
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
道
路
は
、
川
上
村
と

ま
わ
り
の
市
町
村
と
の
た
い
せ
つ
な
連
絡
道
と
な
っ

相原付近の県道

篠
目
停
車
場
線
）
、
萩
市
の
舟
津
か
ら
、
立
野
を
通
り
、
一



フ
レ

Ｑ
．
　
　
ト
ー

て
い
ま
す
。
こ
の
県
道
は
、
萩
市
や
各
地

に
つ
と
め
る
人
・
高
等
学
校
に
通
学
す
る

人
た
ち
に
と
っ
て
も
、
た
い
せ
つ
な
道
路

で
す
。

　
村
道
　
こ
れ
ら
の
国
道
や
県
道
と
各
地

区
を
む
す
ぶ
村
道
も
、
村
の
計
画
に
よ
っ

て
、
り
っ
ぱ
な
道
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

立
野
・
福
川
線
、
長
谷
尻
・
足
山
線
、
舟

戸
・
小
郷
線
、
岡
・
笹
尾
線
、
筏
場
・
灰

福
線
、
江
舟
線
、
ヽ
江
舟
・
野
戸
呂
線
、
笹

尾
・
新
茶
屋
線
、
山
田
・
京
床
線
な
ど
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
川
上
村
は
、
林
業
が

’ｉ｀？ｔ

・・

々「

乍帚

村内の道路

　－２０　－



　
　
　
　
　
　
　
　
め
い
り
ん
か
ん
あ
と
　
し
ょ
う
か
そ
ん
じ
ゅ
く

萩
城
の
あ
ど
や
、
明
倫
館
跡
・
松
下
村
塾
・
東
光
寺

大
照
院
な
ど
の
史
跡
や
、
笠
山
・
明
神
池
な
ど
の
名

勝
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　
萩
市
は
、
山
口
県
の
日
本
海
沿
岸
の
ほ
ぼ
中
ほ
ど

に
あ
り
、
北
浦
の
中
心
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
川
内
、

２１　－

い
ま
で
も
．

さ
か
ん
な
の
で
、
木
材
を
運
ぶ
林
道
も
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　
㈲
　
萩
市
の
す
が
た

萩
市
は
、
古
く
か
ら
、
お
城
を
中
心
と
し
て
さ
か
え
た
、
城
下
町
で
す
。

景

椿
東
・
椿
・
山
田
・
三
見
・
大
井
・
六
島
・
見
島
か

ら
な
っ
て
い
ま
す
。
海
岸
は
、
い
そ
浜
海
岸
で
、
ご

つ
ご
つ
し
た
岩
が
、
か
さ
な
り
あ
っ
て
い
る
と
こ
ろ

が
、
た
い
へ
ん
美
し
く
、
北
長
門
海
岸
国
定
公
園
に

萩 市
　
ち
ん
と
う

－

全



萩
市
に
は
、
萩
簡
易
裁
判
所
や
、
県
庁
の
多
く
の

出
先
の
役
所
が
入
っ
て
い
る
山
口
県
萩
総
合
庁
舎
・

（
デ
ル
タ
）
の
上
に
で
き
た
町
で
す
。

は
い
っ
て
い
ま
す
。

　
広
さ
は
、
お
よ
そ
、
百
三
十
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
人
口
は
、
や
く
五
万
三
千

人
で
す
。
川
内
は
、
阿
武
川
か
ら
わ
か
れ
た
、
松
本
川
と
橋
本
川
に
は
さ
ま
れ
た
、
三
角

す

－

な
ど
の
国
や
県
・
市
の
役
所
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　
学
校
も
、
萩
高
等
学
校
の
ほ
か
、
萩
商
業
高
等
学

校
・
萩
工
業
高
等
学
校
な
ど
、
三
つ
の
県
立
高
等
学

校
ど
、
萩
光
塩
学
院
や
萩
女
子
短
期
大
学
な
ど
の
学

校
が
あ
っ
て
、
川
上
村
か
ら
も
、
多
く
の
生
徒
や
学

萩
保
健
所
・
萩
警
察
署
・
萩
市
役
所
・
萩
市
消
防
署

２２　－

山口県萩総合庁舎



いちごのハウス栽培

２３

生
か
通
っ
て
い
ま
す
。

　
川
内
に
は
、
東
田
町
や
吉
田
町
を
中
心
と
し
た
商
店
街
や
、
ま
わ
り
の
田
が
う
め
ら
れ

て
、
新
し
い
商
店
街
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
で
き
て
い
ま
す
。

　
萩
市
は
、
甘
夏
か
ん
や
、
や
さ
い
作
り
の
農
業
も

さ
か
ん
で
、
や
さ
い
や
い
ち
ご
の
ハ
ウ
ス
栽
培
も
お

こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
最
近
は
、
甘
夏
か
ん

の
ほ
か
に
、
ハ
ッ
サ
ク
や
伊
予
か
ん
な
ど
も
植
え
ら

￥
｀
よ
ぎ
ょ
う

漁
業
も

さ
か
ん
で
、
イ
ワ
シ
ー
ア
ジ
・
な
ど
の
魚
が
、
た
く

さ
ん
、
魚
市
場
に
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
ウ

ニ
ー
サ
ザ
エ
ー
ア
ワ
ビ
ー
ワ
カ
メ
な
ど
も
と
れ
ま
す
。

－

れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
日
本
海
に
面
し
て
い
ま
す
か
ら
。



２４　－

東　　萩　　駅

と
っ
た
魚
を
、
か
ま
ぼ
こ
・
ち
く
わ
・
ほ
し
魚
な
ど
に
す
る
加
工
場
も
あ
り
ま
す
。

　
萩
市
に
は
、
毛
利
藩
時
代
か
ら
、
や
き
物
が
さ
か
ん
に
つ
く
ら
れ
、
湯
の
み
茶
わ
ん
・

花
び
ん
な
ど
の
す
ぐ
れ
た
も
の
が
あ
っ
て
、
萩
焼
と
し
て
有
名
で
す
。

　
交
通
は
、
鉄
道
の
山
陰
本
線
が
通
っ
て
い
る
ほ
か
、

国
道
二
六
二
号
線
と
一
九
一
号
線
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
ま
わ
り
の
町
村
と
む
す
ぶ
県
道
も
あ
っ
て
、

春
か
ら
秋
の
間
は
、
史
跡
や
名
勝
を
み
に
く
る
観
光

客
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
萩
市
に
は
、
大
き
な
工
場
も
な
く
、

業
も
さ
か
ん
で
な
い
の
で
、
最
近
は
、
ま
わ
り
の
町

や
村
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
、
北
浦
ふ
る
さ
と
ま
つ

り
な
ど
の
行
事
を
し
た
り
、
広
く
こ
の
地
方
を
活
発

－

さ
ん

産



ニ
、
川
上
村
の
人
び
と
の
し
ご
と

　
川
上
村
の
人
び
と
は
、
ど
の
よ
う
な
し
ご
ど
を
し

て
い
る
か
、
自
分
の
集
落
を
し
ら
べ
て
、
も
ち
よ
っ

て
み
ま
し
ょ
う
。

　
　
〕
‥
　
川
上
村
の
人
び
と
の
し
ご
と
し
ら
べ

　
川
上
村
に
は
、
お
よ
そ
、
千
四
百
人
の
人
が
住
ん

で
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
し
ご
と
を
し
て
い
る
人
が

多
い
か
、
村
で
し
ら
べ
た
も
の
を
、
グ
ラ
フ
に
か
き

ま
し
た
。
い
ち
ば
ん
多
い
の
は
、
農
林
業
の
し
ご
と

共
同
で
努
力
し
て
い
ま
す
。

に
す
る
た
め
に
、

－

（昭和５５年

２５　－

国勢調査）



を
し
て
い
る
人
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
人
た
ち
は
、
農
業
・
林
業
と
土
木
工
事
の
し
ご
ど

を
兼
ね
て
い
る
人
が
多
く
、
次
は
、
土
木
工
事
の
し
ご
ど
や
そ
れ
に
関
係
す
る
会
社
に
つ

と
め
て
い
る
人
で
す
。
ま
た
、
ア
ル
ミ
工
場
で
は
た
ら
い
て
い
る
人
や
、
村
役
場
・
農
業

協
同
組
合
・
森
林
組
合
な
ど
に
つ
と
め
て
い
る
人
も

た
く
さ
ん
い
ま
す
。
ま
た
、
と
な
り
の
萩
市
に
、
は

た
ら
き
に
い
く
人
も
い
ま
す
。

　
川
上
村
は
、
山
が
多
く
て
、
山
の
し
ご
と
を
す
る

人
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
山
の
し
ご
と
は
、

木
を
植
え
た
あ
と
の
十
五
年
ぐ
ら
い
の
間
で
、
木
が

大
き
く
な
る
と
、
人
手
が
い
ら
な
く
な
る
し
、
間
伐

し
て
も
、
値
だ
ん
が
よ
く
な
い
の
で
、
山
を
も
っ
て

い
る
人
の
多
く
は
、
林
業
以
外
の
し
ご
と
を
す
る
日

深江金属工業

　　　　　－２６



よ
｀
つ
Ｏ

２７

数
が
多
く
な
り
ま
す
。

　
村
の
人
び
と
の
し
ご
と
を
、
も
っ
と
く
わ
し
く
、
し
ら
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
　
‐
　
田
や
畑
の
し
ご
と
と
畜
産

　
川
上
村
の
農
業
は
、
ど
ん
な
作
物
を
、
ど
の
よ
う

に
し
て
つ
く
り
、
ど
こ
に
送
り
だ
し
て
い
る
の
で
し

　
米
作
り
　
田
の
植
付
面
積
は
、
や
く
九
十
二
ヘ
ク

タ
ー
ル
で
、
米
の
と
れ
高
は
、
や
く
三
百
八
十
ト
ン

で
す
。
田
が
ま
と
ま
っ
て
あ
る
と
こ
ろ
は
、
阿
武
川

に
そ
っ
た
地
区
で
、
立
野
（
白
上
原
）
・
山
田
（
山
田

原
）
・
三
徳
（
相
原
）
が
お
も
な
も
の
で
、
野
戸
呂
・

ヽ
江
舟
・
笹
尾
な
ど
が
こ
れ
に
つ
づ
い
て
い
ま
す
。

田山 原の田

－



２８

ク
タ
ー
で
田
を
た
が
や
し
、
育
苗
セ
ン
タ
ー
で
つ
く

っ
た
苗
を
、
田
植
機
で
植
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
い

ね
か
り
か
ら
、
も
み
す
り
ま
で
、
す
べ
て
機
械
で
し

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
米
作
り
の
し
ご
と
を
、

機
械
で
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
機
械
の
発

　
米
作
り
は
、
む
か
し
は
、
牛
や
馬
を
つ
か
っ
て
、
田
を
た
が
や
し
て
い
ま
し
た
。
苗
も

手
で
植
え
、
い
ね
も
か
ま
で
か
り
、
も
み
を
お
と
す
こ
と
も
「
せ
ん
ば
」
や
「
あ
し
ふ
み

だ
っ
こ
く
機
」
を
つ
か
っ
て
い
ま
し
た
。
今
は
、
ほ
と
ん
ど
の
農
家
が
、
耕
運
機
や
ト
ラ

た
ら
き
手
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
も
、
え
い
き

ょ
う
し
て
い
ま
す
。

　
農
家
で
は
、
良
い
米
を
つ
く
る
た
め
に
、
い
ね
に

達
も
あ
り
ま
す
が
、
農
家
の
人
口
が
へ
り
、
若
い
は

育苗センター

　　　　　－



で

は

米

田
の
整
備
を
し
ま
し
た
。

ま
た
、
山
田
地
区
で
は
、

い

Ｗ

こ
こ

年　　度 農家戸数 農業人口

昭和５５年 ２８９戸 １，１４３人

昭和６０年 ２８７戸 １，０８８人

年　度 田 畑 樹園地

昭和５５年１３９ｈａ（１２０）３　０ｈａ１８ｈａ

昭和６０年１３６ｈａ（９２）２８ｈａ ２２ｈａ

ろ
な
苦
心
を
つ

ろ
い

　
　
　
　
び
ょ
う
き
　
　
が
い

つ
く
病
気
や
害
虫
を
防
ぐ
こ
と

い
品
種
の
改
良
な
ど
、

づ
け
て
い
ま
す
。

新
農
業
構
造
改
善
事
業
と
い
っ
て
、
田
の
管
理
が
し
や
す

い

よ
り
よ

Ｗ

こ
こ

２９－

ま
た
、

※（川上村のこう地面積

米
の
計
量
・
か
ん
そ
う
・
も
み
す
り
・
袋
入
れ
な
ど

を
し
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
、
も
っ
と
米
作
り
の

し
ご
と
に
つ
い
て
、
し
ら
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
や
さ
い
作
り
　
川
上
村
に
は
、
広
い
畑
が
あ
り
ま

せ
ん
。
村
の
畑
の
面
積
は
、
や
く
二
十
八
ヘ
ク
タ
ー

ル
で
、
多
く
の
家
で
は
、
自
分
の
と
こ
ろ
に
つ
か
う
、

－

）は植栽面積

麦
を
年
ご
と
に
交
代
で
植
え
て

よ
う

川上村の農家戸数と農業人口（農業センサス）

い

は
、
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
、

ま
す
。

大
豆
・



は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
売
ら
れ
る
か
、
し
ら
べ
て
み

　
ユ
ズ
　
遠
谷
の
金
山
は
、
ユ
ズ
の
自
生
地
と
し
て

国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
村
の
気

や
さ
い
を
作
っ
て
い
る
ぐ
ら
い
で
す
。
萩
市
の
霧
口
や
沖
原
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
ビ
ニ

ー
ル
ハ
ウ
ス
を
つ
か
っ
て
作
る
、
大
が
か
り
な
や
さ
い
作
り
は
、
み
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
村
で
は
、
ど
ん
な
や
さ
い
が
作
ら
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
た
く
さ
ん
作
ら
れ
る
農
家
で

候
が
、
ユ
ズ
の
さ
い
ば
い
に
あ
っ
て
い
る
の
で
、
昭

和
三
十
八
年
か
ら
、
苗
木
の
育
成
を
は
じ
め
て
、
村

の
特
産
品
と
し
て
、
送
り
だ
す
よ
う
に
力
を
い
れ
て

き
ま
し
た
。

　
ユ
ズ
は
、
み
か
ん
の
な
か
ま
で
、
果
実
の
ま
ま
、

ユ　ズ　の　畑

　　　　　　－３０－



　
そ
の
ほ
か
の
産
物
　
山
の
ふ
も
ど
や
畑
を
利
用
し

て
、
ク
リ
ー
ウ
メ
の
さ
い
ば
い
も
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
山
に
は
、
ナ
ン
テ
ン
が
多
く
は
え
て
お
り
、

植
木
や
切
り
花
用
と
し
て
、
萩
市
や
九
州
に
出
荷
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
畜
産
　
昔
は
、
田
畑
を
た
が
や
す
の
に
、
牛
や
馬

を
つ
か
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
、
農
業
が
機
械
化

さ
れ
た
の
で
、
牛
や
馬
を
か
う
人
が
、
少
な
く
な
り

ま
し
た
。
ほ
か
の
町
村
で
は
、
牛
乳
や
牛
肉
を
と
る

ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
に
入
れ
て
、
広
島
方
面
に
送
る
ほ
か
、
工
場
で
加
工
し
て
、
ユ
ズ
み
そ
や

マ
ー
マ
レ
ー
ド
を
作
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
果
実
の
中
の
し
る
は
、
し
ぼ
っ
て
、
「
ユ
ズ
の

す
」
と
し
て
売
ら
れ
て
い
ま
す
。

ユズの加工品

３１



　
ぶ
た
は
、
や
く
六
百
三
十
頭
、
牛
は
、
や
く
六
十

頭
で
す
が
、
土
つ
く
り
ど
し
て
、
か
う
面
も
あ
り
ま

す
。

　
昔
は
、
農
家
で
、
か
い
こ
を
か
っ
て
、
マ
ユ
を
多

く
だ
し
て
い
ま
し
た
。
村
の
産
業
と
し
て
県
下
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
そ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
り
ょ
う

指
折
り
で
し
た
。
し
か
し
、
戦
争
中
に
、
食
料
ぞ
う

た
め
に
、
た
く
さ
ん
の
牛
を
か
っ
て
い
る
農
家
が
あ
り
ま
す
。

　
村
に
は
、
立
野
に
、
大
き
な
養
鶏
場
が
あ
っ
て
、
た
く
さ
ん
の
に
わ
と
り
を
か
っ
て
い

ま
す
。

３２

さ
ん
が
強
く
い
わ
れ
て
、
く
わ
畑
が
、
田
や
や
さ
い

畑
に
か
わ
り
ま
し
た
。
今
で
は
、
も
と
の
立
野
小
学

校
の
た
て
物
を
つ
か
っ
て
、
稚
蚕
を
飼
育
し
て
、
農

立野の養鶏場



　
山
口
川
上
農
業
協
同
組
合
　
農
業
を
す
る
人
た
ち

は
、
力
を
合
わ
せ
て
、
う
ま
く
し
ご
と
が
で
き
る
よ

う
に
、
農
業
協
同
組
合
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

　
組
合
で
は
、
農
家
の
人
た
ち
が
作
っ
た
産
物
を
集

め
て
、
で
き
る
だ
け
高
く
売
っ
た
り
、
農
業
機
械
や

肥
料
・
農
薬
な
ど
、
農
家
が
つ
か
う
品
物
を
、
山
口

３３

家
に
く
ば
り
、
農
協
の
し
ど
う
に
よ
り
、
り
っ
ぱ
な
マ
ユ
を
し
ゅ
う
か
く
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
マ
ユ
の
生
産
は
、
昭
和
四
十
年
ご
ろ
と
く
ら
べ
て
、
や
く
半
分
に
お
ち
て
い
ま

侑犬

稚

県
農
業
協
同
組
合
連
合
会
か
ら
、
で
き
る
だ
け
安
く

仕
入
れ
て
、
農
家
の
人
に
売
っ
た
り
、
農
家
が
機
械

な
ど
を
買
う
の
に
必
要
な
お
金
を
、
か
し
た
り
し
て

飼育所蚕



ゝ　－ｅ

』
と
も
し
て
い
ま
す
。

　
せ
い
め
い
き
ょ
う
さ
い
　
Ｌ
よ
う
ゆ
こ
う
じ
ょ
う
　
う
ん
そ
う

　
生
命
共
済
・
醤
油
工
場
・
運
送
・
ラ
イ
ス

い
ま
す
。
ま
た
、
組
合
員
の
人
び
ど
の
お
金
を
あ
ず

セ
ン
タ
ー
な
ど
の
し
ご
と
も
し
て
お
り
、
農
家
の
人

が
助
け
あ
っ
て
、
生
活
を
よ
く
す
る
た
め
に
努
力
し

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
よ
い
産
物
や
加
工
食
品
を
作
る
に
は
、
ど

う
し
た
ら
よ
い
か
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
研
究
も
し
て
い

ま
す
。

山口川上農業協同組合

一３４　－

か
る
し

　
ま
た



品　目 昭和４０年 昭和５０年　｜ 昭和６０年

品　目 面積 数量 面積 数量 面積 数量

米 １５０ｈａ２１０ｔ １２０ｈａ５１０ｔ ９２ｈａ ３８０ｔ

麦 ６．６ｈａ １９　ｔ

ま　ゅ （くわ）１０ｈａ６，５００ｋｇ１０ｈａ５，０００ｋｇ６ｈａ １，６４０ｋｇ

木　炭 ８４，０００俵 １９，９００俵 ２，２００俵

う　め ３ｈａ ３，０００ｋｇ３ｈａ ５，０００ｋｇ５ｈａ１２，０００ｋｇ

く　　り １０ｈａ３，０００ｋｇ１０ｈａ５，０００ｋｇ９ｈａ ４，０００ｋｇ

ゅ　ず ５ｈａ５０，０００個１５ｈａ ５０ｔ

玉ねぎ ２ｈａ ６０ｔ

しいたけ １９，８００ｋｇ ８，６５０ｋｇ １，２００ｋｇ

ぶ　た １，８００頭 ８００頭 ６３０頭

牛 ＨＯ頭 ７５頭 ５５頭

川上村の農産物などの生産量

農業協同組合のしごとのしくみ

－ ３５－



　
学
校
を
た
て
た
り
、
道
路
や
橋
を
つ
く
っ
た
り
、

し
ゅ
う
り
し
た
り
す
る
こ
ど
な
ど
、
村
の
山
林
を
売

っ
た
お
金
が
、
つ
か
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
村

の
人
び
と
も
、
山
を
た
い
せ
つ
に
し
て
い
ま
す
。

　
山
の
木
を
育
て
る
に
は
、
な
が
い
年
月
が
か
か
り

ま
す
。
植
林
し
た
木
は
、
用
材
と
し
て
つ
か
わ
れ
る

　
　
尚
　
山
の
し
ご
と

　
川
上
村
は
、
大
部
分
が
山
林
で
あ
っ
て
、
山
の
土
も
、
気
候
も
よ
い
の
で
、
昔
か
ら
、

ス
ギ
ー
ヒ
ノ
キ
を
植
え
て
い
ま
し
た
。
今
で
は
、
山
口
県
で
、
有
名
な
林
業
村
で
す
。

よ
う
に
な
る
に
は
、
や
く
三
十
年
か
ら
四
十
年
も
か

か
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
、
山
の
し
ご
と
の
よ
う
す

を
し
ら
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

学　　校　　林

　　　　　　－３６　－



十
年
間
は
、
山
に
は
え
る
草
や
ぞ
う
木
を
か
り
ま
す
。

こ
の
し
ご
と
を
下
が
り
と
い
っ
て
、
夏
の
暑
い
と
き

に
し
ま
す
。
下
が
り
を
す
る
と
、
苗
木
が
、
ほ
か
の

木
や
か
ず
ら
に
よ
っ
て
い
た
め
ら
れ
な
い
で
、
よ
く

育
ち
ま
す
。

　
枝
う
ち
　
十
年
以
上
た
つ
と
、
木
も
大
き
く
育
つ

－３７

　
植
林
　
苗
木
を
植
え
る
ど
き
は
、
秋
か
ら
春
に
か
け
て
、
山
は
だ
を
き
れ
い
に
、
地
ご

し
ら
え
を
し
ま
す
。
三
月
に
な
る
と
、
二
年
生
か
ら
三
年
生
の
苗
木
を
、
一
本
一
本
て
い

ね
い
に
植
え
ま
す
。

下ｋ

が
り

植
林
が
す
む
と
、
そ
の
年
か
ら
、
や
く

下

て
、
下
枝
が
し
げ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
木
の
成
長
を

よ
く
し
て
、
良
い
木
を
育
て
る
た
め
に
、
下
枝
を
切

り

－

カ



す
。
昔
は
、
「
お
の
」
ど
「
手
び
き
の
こ
」
で
、
し
ご
ど

を
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
、
「
チ
ェ
ン
ソ
ー
」
と
い

う
動
力
の
こ
を
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　
切
ら
れ
た
木
は
、
か
せ
ん
や
木
馬
を
つ
か
っ
て
、

道
路
ま
で
運
び
、
ト
ラ
ッ
ク
で
、
県
森
連
共
販
所
や

く
な
っ
て
、
日
光
も
よ
く
あ
た
る
の
で
、
木
が
よ
く
育
ち
ま
す
。

　
切
り
だ
し
　
山
林
は
、
三
十
年
以
上
た
つ
と
、
り
っ
ぱ
な
材
木
と
し
て
切
り
だ
さ
れ
ま

り
落
し
ま
す
。
こ
の
し
ご
ど
を
枝
う
ち
と
い
い
ま
す
。
枝
う
ち
を
す
る
ど
、
風
通
し
が
よ

木
材
市
場
に
運
ば
れ
、
「
せ
り
」
に
か
け
ま
す
。

　
雪
の
が
い
を
ふ
せ
ぐ
　
川
上
村
は
、
十
二
月
か
ら

二
月
に
か
け
て
、
大
雪
が
ふ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
木
に
雪
が
っ
も
っ
て
、
お
れ
る
こ
と
が

材木の運ぱん

　　　　　ー ３８　－



な
っ
た
の
は
、
昔
の
人
び
と
が
、
努
力
し
て
木
を
育

て
て
き
た
お
か
げ
で
す
。
筏
場
の
阿
武
卯
吉
と
い
う

人
が
、
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
を
植
林
し
た
も
の
で
、
こ
の

と
き
の
ス
ギ
か
ら
さ
し
木
用
の
は
木
を
と
っ
て
、
「
阿

武
一
号
」
ど
い
っ
て
、
県
の
さ
い
ほ
場
で
、
苗
を
作

り
ま
し
た
。

　
こ
の
家
の
人
が
、
そ
れ
を
う
け
つ
い
で
、
造
林
に

つ
く
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
習
っ
て
、
植
林
の
し
ご
と

が
、
村
全
体
の
人
び
と
に
広
ま
り
ま
し
た
。

３９

あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
す
る
た
め
に
、
雪
お
と
し
を
し
た
り
、
植
林
の

方
法
や
間
引
き
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
ど
く
よ
う
し
て
い
ま
す
。

林
業
の
れ
き
し
　
林
業
が
今
の
よ
う
に
さ
か
ん
に
な
っ
て
、
良
い
材
木
を
た
す
よ
う
に

林植 景風



林
を
所
有
し
て
い
て
も
、
山
の
し
ご
と
を
す
る
人
が
、

少
な
く
な
っ
た
の
で
、
植
林
や
下
が
り
・
枝
う
ち
・

切
り
だ
し
、
な
ど
を
う
け
お
っ
て
や
っ
て
い
ま
す
。

　
シ
イ
タ
ケ
さ
い
ば
い
　
川
上
村
に
は
、
シ
イ
タ
ケ

さ
い
ば
い
の
原
木
と
な
る
、
ナ
ラ
木
が
多
く
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
山
林
の
中
は
、
ち
ょ
く
し
や
日
光
が
、

あ
た
ら
な
い
の
で
、
ほ
ど
よ
い
し
め
り
け
が
あ
る
た

め
、
シ
イ
タ
ケ
づ
く
り
に
あ
っ
て
い
ま
す
。
農
家
の

人
は
。
十
一
月
か
ら
十
二
月
に
、
ナ
ラ
木
を
切
り
た

　
川
上
村
森
林
組
合
　
山
を
所
有
し
て
い
る
人
た
ち
が
、
力
を
合
わ
せ
て
、
う
ま
く
し
ご

と
を
し
て
い
く
た
め
に
、
川
上
村
森
林
組
合
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
組
合
員

の
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
な
し
ご
ど
を
し
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
、
大
き
な
し
ご
と
は
、
山

川上村森林組合

　　　　　－４０　－



出
荷
を
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
か
ん
そ
う
さ

せ
て
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱

に
つ
め
、
東
京
・
大
阪

・
名
古
屋
の
市
場
に
送

り
だ
し
て
、
共
同
販
売

を
し
て
い
ま
す
。

　
シ
イ
タ
ケ
は
、
な
ま
の
ま
ま
、
パ
ッ
ク
に
入
れ
て
、

農
協
に
だ
し
、
農
協
か
ら
宇
部
・
広
島
方
面
に
共
同

お
し
、
三
月
に
な
っ
て
、
て
き
と
う
な
長
さ
に
切
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
う
ち
こ
み
機
を

つ
か
っ
て
、
シ
イ
タ
ケ
の
き
ん
を
う
え
つ
け
ま
す
。
二
・
三
年
た
つ
と
、
原
木
に
シ
イ
タ

ケ
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
ど
は
え
て
き
ま
す
。

タヶのほた場シイ

シ　イ　タ　ヶ

４１



川上村林業の生産高

事　業　種　別 昭和４３年 昭和４８年 昭和６０年

林　度

受託（じゅたく） ６６３㎡ ２，５７３㎡５，８３７㎡

買い取り（かいとり） ０ ０ ０

販　売
受　　託 １４㎡ ７０１ｎｓ ７１５ｍｓ

買い取り ０ ２２５㎡ ０

受　託　造　林 ２０ｈａ １７ｈａ ５８ｈａ

受　託　保　育 １７０ｈａ １２４ｈａ３７９ｈａ

森林組合のしごと

区　　分 昭和４３年 昭和４９年 昭和６０年

材　　水 ９，５００㎡ ７，１７０㎡ ８，１００㎡

－ ４２

森林組合のしごとのしくみ



よ
う
を
運
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
。
村
の
道
は
、
川
や

山
の
ほ
と
り
を
通
っ
て
い
る
の
が
多
い
た
め
、
道
は

ば
を
ひ
ろ
げ
た
り
、
川
の
て
い
ぼ
う
を
強
く
す
る
工

本
が
、
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
村
に
は
、
こ
の
よ

う
な
建
設
業
者
か
お
り
、
そ
こ
で
は
た
ら
い
て
い
る

人
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

　
工
場
で
、
は
た
ら
く
人
　
川
上
村
に
は
、
生
コ
ン

ク
リ
ー
ト
工
場
や
ブ
ロ
ッ
ク
工
場
・
製
材
所
な
ど
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
立
野
地
区
に
、
深
ヽ
江
金
属
工
業

　
　
圖
　
い
ろ
い
ろ
な
し
ご
と

　
道
路
工
事
で
、
は
た
ら
く
人
　
村
内
で
は
、
大
き
な
ト
ラ
ッ
ク
や
ダ
ン
プ
カ
ー
・
シ
ョ

ペ
ル
カ
ー
な
ど
を
よ
く
見
か
け
ま
す
。
こ
れ
ら
の
車
は
、
道
路
や
川
岸
の
エ
事
の
ざ
い
り

－

道路工事風景

４３



部
品
な
ど
の
も

ル
ミ
ニ
ュ
ー
ム
板
を
う
す
く
の
ば
し
、
日
用
品
の
食
器
や
、
電
気
製
品
の

と
い
う
ア
ル
ミ
を
加
工
す
る
工
場
が
あ
り
ま
す
。
ア
ル
ミ
工
場
は
、
村
に
や
っ
て
き
た
、

最
初
の
大
き
な
工
場
で
す
。
日
本
で
新
し
く
開
発
し
た
、
最
高
の
技
術
を
つ
か
っ
て
、
ア

か
っ
て
、
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
、
い
ろ
い
ろ
な
形
の

ブ
ロ
ッ
ク
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
作
ら
れ
た
も
の
は
、

村
内
や
近
く
の
市
町
村
の
、
道
路
や
川
・
海
な
ど
の

工
事
を
す
る
と
こ
ろ
や
、
家
を
た
て
る
と
こ
ろ
に
、

運
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
製
材
所
で
は
、
山
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
材
木
を
、

生コンクリート工場

　　　　　　－４４　・

と
に
な
る
製
品
を
作
っ
て
い
ま
す
。

　
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
場
や
ブ
ロ
ッ
ク
工
場
で
は
、

近
く
の
山
か
ら
切
り
だ
し
た
砕
石
や
、
川
の
砂
を
つ



町－
－

き
ま
っ
た
長
さ
に
切
っ
た
り
、
わ
い
た
り
し
ま
す
。
で
き
あ
が
っ
た
板
材
や
角
材
は
、
た

て
物
や
道
具
な
ど
を
作
る
と
こ
ろ
に
運
ば
れ
ま
す
。
工
場
で
は
、
大
き
な
電
動
の
こ
が
、

高
い
音
を
た
て
て
動
い
て
い
ま
す
。　

　
　
こ
れ
ら
の
工
場
で
は
、
村
の
人
び
と
が
、
た
く
さ

　
　
ん
は
た
ら
い
て
い
ま
す
。
製
品
が
っ
く
ら
れ
る
ま
で

　
　
の
よ
う
す
を
し
ら
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
も
っ

所
　
と
大
き
な
工
場
の
こ
と
も
ヽ
し
ら
べ
て
み
た
い
も
の

材
　
で
す
。

阿
武
川
は
、
県
内
で
二
番
目
に

長
い
川
で
す
。
岩
国
の
錦
川
・
防
府
の
佐
波
川
な
ど

と
な
ら
ん
で
、
ア
ユ
つ
り
で
に
ぎ
わ
う
と
こ
ろ
で
す
。

ア
ユ
や
ハ
ヤ
つ
り
に
、
県
内
や
遠
く
九
州
か
ら
、
た

川
魚
を
と
る
人

製



こ
れ
か
ら
の
川

魚
は
、
稚
魚
を
放
流
し
た
り
、
育
て
る
こ
と
が
、
た

く
さ
ん
の
人
が
、
自
動
車
で
や
っ
て
き
ま
す
。
秋
に
は
、
川
原
で
、
ご
っ
た
ア
ユ
を
料
理

し
て
、
楽
し
く
す
ご
し
て
い
る
風
景
が
、
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
阿
武
川
ダ
ム
が
で
き
て
か

ら
は
、
ダ
ム
の
放
水
に
よ
り
、
水
の
流
れ
が
、
た
び
た
び
か
わ
る
の
で
、
ア
ユ
つ
り
の
よ

い
場
所
が
、
少
な
く
な
り
ま
し
た
・

落アユどり（ヤナ）

－

い
せ
つ
で
し
ょ
う
。

　
阿
武
川
の
下
流
に
あ
る
松
本
川
で
は
、
春
に
な
る

と
、
四
つ
手
あ
み
を
つ
か
っ
て
、
シ
ロ
ウ
オ
と
り
が
、

は
じ
ま
り
ま
す
。
春
が
き
た
こ
と
を
し
ら
せ
る
行
事

の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
お
店
　
村
内
に
あ
る
店
は
、
丁
二
年
で
勉
強
し

た
よ
う
に
、
よ
ろ
ず
や
の
形
を
し
た
お
店
で
す
。

４６－



　
　
㈲
　
萩
市
の
人
び
と
の
し
ご
と

　
み
か
ん
づ
く
り
　
萩
の
夏
み
か
ん
は
、
今
か
ら
お

よ
そ
、
百
年
前
か
ら
作
ら
れ
は
じ
め
ま
し
た
。
今
ま

で
は
、
市
内
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
た
く
さ
ん
作
ら

れ
て
い
ま
し
た
が
、
消
費
者
の
好
み
な
ど
も
あ
っ
て
、

１７

す
。
村
の
人
び
と
も
、
萩
市
の
商
店
に
買
物
に
行
く
人
が
多
い
の
で
、
商
店
で
は
た
ら
く

人
に
つ
い
て
は
、
萩
市
の
と
こ
ろ
で
し
ら
べ
ま
し
ょ
う
。

車
に
、
魚
や
い
ろ
い
ろ
な
食
料
品
を
つ
ん
で
、
売
り
に
や
っ
て
く
る
行
商
の
人
も
い

ま

畑ス

ら
れ
て
い
ま
す
。
甘
夏
か
ん
の
と
れ
高
は
、
お
よ
そ

二
千
ト
ン
・
夏
み
か
ん
は
、
お
よ
そ
千
七
百
ト
ン
・

ね
だ
ん
が
安
く
な
り
、
こ
の
ご
ろ
で
は
、
甘
夏
か
ん

温
用
み
か
ん
・
は
っ
さ
く
・
伊
予
か
ん
な
ど
が
、
作

んカ



題
な
ど
も
あ
っ
て
、
生
産
者
も
大
き
な
問
題
を
か
か
え
て
い
ま
す
。

肥
料
や
農
薬
の
ね
だ
ん
も
高
く
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
な
ど
の
輸
入
問

は
っ
さ
く
は
、
お
よ
そ
三
百
三
十
ト
ン
・
温
州
み
か
ん
は
、
お
よ
そ
三
百
ト
ン
で
す
。

萩　加　工　場

　　　　　－４８

μ．１　１

　
萩
の
加
工
場
　
松
本
川
の
す
ぐ
そ
ば
に
あ
る
「
山

口
県
経
済
農
業
協
同
組
合
連
合
会
萩
加
工
場
」
は
、

市
内
の
大
き
な
工
場
の
一
つ
で
す
。

　
こ
こ
で
は
、
夏
み
か
ん
や
温
州
み
か
ん
か
ら
、
ジ

ュ
ー
ス
や
マ
ー
マ
レ
ー
ド
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
ほ
か
に
、
た
け
の
こ
・
く
り
な
ど
を
、
か
ん

ず
め
に
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

　
加
工
場
に
く
る
み
か
ん
は
、
市
内
や
近
く
の
町
村

ば
か
り
で
な
く
、
遠
く
県
内
の
大
島
郡
や
、
四
国
・



中

－

の

九
州
の
各
県
か
ら
、
ト
ラ
ッ
ク
で
運
ば
れ
て
き
ま
す
。
つ
く
ら
れ
た
ジ
ュ
ー
ス
は
、
か
ん

や
び
ん
に
つ
め
ら
れ
て
、
飲
料
会
社
に
お
く
り
だ
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
工
場
の
中
に
は
、
皮
む
き
・
実
を
し
ぼ
る
な
ど
の
機
械
が
あ
っ
て
、
た
く
さ
ん
の
人
が
、

手
ぎ
わ
よ
く
、
は
た
ら
い
て
い
ま
す
。

　
魚
を
と
る
　
川
上
村
の
人
が
食
べ
る
魚
は
、
萩
市

や
、
ま
わ
り
の
町
の
り
ょ
う
し
が
、
と
っ
た
も
の
が

多
い
で
す
。
み
な
さ
ん
が
食
べ
る
魚
は
、
ど
の
よ
う

に
し
て
、
と
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

４９

萩
市
に
は
、
越
ヶ

の
港
が
あ
り
、
大
小
の
漁
船
が
、
遠
く
は
、
東
支
那

潔
や
日
本
海
の
お
き
に
で
て
、
タ
イ
ー
フ
グ
ー
イ
ヵ

ア
ジ
な
ど
を
と
り
ま
す
。

加工場

は
ま

浜

玉
江
・
大
井
・
三
見
な
ど



れ
ん
ら
く
を
ど
り
な
が
ら
、
魚
を
お
い
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
が
、
大
き
な
長
い
あ
み
を
、
機

械
で
、
ま
き
あ
げ
て
ど
っ
て
い
ま
す
。
ご
っ
た
魚
は
、
下
関
・
長
崎
・
福
岡
な
ど
の
魚
市

船
に
は
、
船
長
や
り
ょ
う
し
が
乗
り
、
無
線
電
話
を
つ
か
っ
て
、
な
か
ま
の
船
や
港
と
、

萩　の　漁　港

　　　　　　　－５０

場
に
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　
川
上
に
く
る
魚
は
、
お
も
に
近
く
の
海
で
ど
ら
れ

た
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、
小
型
の
漁
船
を
つ
か
っ
て
、

あ
み
や
一
本
づ
り
な
ど
の
方
法
で
と
っ
た
も
の
で
す
。

イ
カ
ー
ア
ジ
ー
イ
ワ
シ
ー
イ
サ
キ
な
ど
が
多
い
よ
う

で
す
。
こ
れ
ら
の
船
に
は
、
一
人
か
ら
四
人
の
人
が

乗
り
こ
ん
で
、
夕
方
か
ら
で
て
、
つ
ぎ
の
朝
、
萩
の

港
に
あ
る
魚
市
場
に
魚
を
あ
げ
ま
す
。
そ
れ
を
、
魚

屋
さ
ん
が
買
っ
て
、
村
に
売
り
に
き
ま
す
。
萩
の
近
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あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
工
場
で
は
、
萩
市
や
近
く
の

町
村
の
人
が
、
た
く
さ
ん
は
た
ら
い
て
い
ま
す
。

　
と
く
に
、
食
品
を
つ
く
る
工
場
で
は
、
い
つ
も
、

え
い
せ
い
に
気
を
つ
け
て
、
き
れ
い
に
す
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。

　
萩
市
へ
の
遠
足
の
と
き
に
、
市
内
の
工
場
に
行
っ

て
、
よ
う
す
を
し
ら
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
が
し
た
ま
ち
　
ょ
Ｌ
だ
ち
・
ｔ
つ

　
商
店
　
川
内
の
中
心
に
は
、
東
田
町
や
吉
田
町
な

く
の
海
で
は
、
魚
の
ほ
か
に
、
貝
や
海
そ
う
も
と
れ
ま
す
。

　
工
場
の
し
ご
と
　
萩
に
は
、
萩
加
工
場
の
ほ
か
、
新
川
や
浜
崎
の
製
材
所
・
浜
崎
を
中

心
と
し
た
、
か
ま
ぼ
こ
工
場
や
、
魚
・
海
そ
う
の
加
工
場
な
ど
中
小
工
場
が
、
た
く
さ
ん

ど
の
商
店
街
が
あ
り
ま
す
。
洋
品
店
・
本
屋
・
お
も

－

かまぼこ工場



　
店
で
は
た
ら
く
人
は
、
市
内
や
近
く
の
町
村
の
人

が
多
く
、
お
客
さ
ん
を
相
手
に
す
る
し
ご
と
だ
か
ら

ち
や
屋
・
く
つ
屋
・
か
し
屋
な
ど
の
専
門
店
が
あ
り
ま
す
。
最
近
は
、
こ
れ
ら
の
商
店
街

の
ほ
か
に
も
、
新
し
い
商
店
街
や
、
大
き
な
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
が
で
き
て
お
り
、

自
分
に
あ
っ
た
好
き
な
も
の
を
買
う
こ
ど
が
で
き
ま
す
。

ショッピングセンター

　　　　　　　－５２　－

よ
く
そ
う
な
ど
き
ち
ん
と
し
て
、
こ
と
ば
づ
か
い
も

て
い
ね
い
に
し
、
親
切
に
す
る
よ
う
つ
と
め
て
い
ま

す
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
の
店
は
、
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
、

組
合
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
組
合
で
は
、
大
売
り
出

し
や
、
町
の
か
ざ
り
つ
け
、
し
ご
と
を
休
む
日
な
ど

を
、
そ
う
た
ん
し
て
き
め
て
い
ま
す
。
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ま
す
。

　
問
屋
と
市
場
　
萩
市
に
は
、
大
き
な
問
屋
が
な
い

た
め
、
専
門
店
な
ど
で
は
、
大
阪
・
岐
阜
・
名
古
屋

　
そ
の
ほ
か
、
商
店
や
工
場
の
し
ご
と
が
、
う
ま
く
い
く
よ
う
に
、
商
工
会
議
所
が
あ
っ

て
、
せ
わ
を
し
て
い
ま
す
。

　
川
上
村
に
も
、
商
工
会
が
あ
っ
て
、
商
店
や
工
場
の
経
営
に
つ
い
て
の
せ
わ
を
し
て
い

青　果　市

広
島
・
福
岡
な
ど
の
問
屋
か
ら
品
物
を
仕
入
れ
ま

す
。

　
店
で
、
も
っ
と
も
多
い
の
は
、
食
料
品
店
や
、
や

お
屋
・
魚
屋
で
、
そ
れ
ら
の
店
で
は
、
朝
早
く
か
ら

青
果
市
場
や
魚
市
場
に
行
っ
て
、
品
物
を
仕
入
れ
ま

す
。
青
果
市
場
は
、
萩
の
消
防
署
の
そ
ば
に
あ
り
ま

場
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近
ご
ろ
は
、
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
を
つ
か
っ
て
、
一
年

中
、
休
み
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
く
だ
も
の
や
、
や
さ

い
が
出
荷
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
遠
く
の
市
町
村

か
ら
も
、
さ
つ
ま
い
も
・
ば
れ
い
し
よ
・
に
ん
じ
ん

な
ど
が
、
送
ら
れ
て
き
ま
す
。

す
。
朝
、
早
く
か
ら
「
せ
り
」
が
は
じ
ま
る
た
め
、
市
内
や
近
く
の
町
村
の
農
家
で
は
や

さ
い
や
く
だ
も
の
な
ど
を
、
朝
早
く
も
っ
て
い
き
ま
す
。

　
夏
に
は
、
萩
の
お
き
に
あ
る
島
で
作
ら
れ
た
、
す
い
か
も
た
く
さ
ん
だ
さ
れ
ま
す
。

魚　　市　　場

こ
の
市
場
に
は
、
市
内
の
漁
船
が
ど
っ
て
き
た
魚
が
、

水
あ
げ
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
も
「
せ
り
」
に
か

け
ら
れ
た
魚
は
、
市
内
の
魚
屋
さ
ん
に
運
び
こ
ま
れ

魚
市
場
の
主
な
も
の
は
、
中
小
畑
に
あ
り
ま
す
。

－



や
萩
市
役
所
を
は
じ
め
、
多
く
の
役
所
や
学
校
・
駅

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
で
は
た
ら
く
人
も
た
く

さ
ん
い
ま
す
。

　
ま
た
、
高
等
学
校
に
は
、
ま
わ
り
の
町
村
か
ら
、

－５５

た
り
、
工
場
で
、
か
ま
ぼ
こ
な
ど
に
作
ら
れ
た
り
し
ま
す
。
ま
た
、
一
部
の
魚
は
、
下
関

に
送
ら
れ
、
遠
く
京
都
・
大
阪
な
ど
に
出
荷
さ
れ
ま
す
。
川
上
村
に
売
り
に
く
る
人
も
、

魚
市
場
で
買
っ
て
も
っ
て
き
ま
す
。

そ
の
他
の
し
ご
と
　
萩
市
に
は
、
県
の
総
合
庁
舎

校

ハ
ス
で
通
っ
て
い
る
学
生
も
た
く
さ
ん
い
ま

高

　
萩
焼
の
窯
元
も
た
く
さ
ん
あ
り
工
場
で
働
く
人
も

た
く
さ
ん
い
ま
す
。

学等

れ
っ
し
や

列
車
や

す
。



み
な
さ
ん
は
、
け
ん
こ
う
で
安
全
な
生
活
を
す
る
た
め
に
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が
、

い

ろ

四
－

－

け
ん
こ
う
で
安
全
な
生
活

い
ろ
な
こ
と
に
注
意
し
て
や
っ
て
い
ま
す
。
川
上
村

た
め
に
、
多
く
の
し
ご
と
や
せ
つ
び
を
し
て
い
ま
文

ど
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
か
、
み
な
さ
ん
も
、
し
ら

べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
　
‥
｝
‥
　
村
民
の
つ
か
う
水

　
村
で
は
、
水
に
恵
ま
れ
て
い
る
の
で
、
多
く
の
家

が
、
き
れ
い
な
山
の
水
や
井
戸
水
を
つ
か
っ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
昭
和
四
十
五
年
に
、
白
上
団
地
に

村内共同給水施設の表

　　　　　　　－５６－

水道　名 できた年 給水区域

白　上　水道 昭和４５年３月 白　　上

佐古　　μ １１　４７年３月 佐　　古

岡　　　　１１ ・・４８年５月 岡

木ノ瀬　　１１ 木　ノ　瀬

舟　戸　　　１１ 舟戸・熊谷

灰椙　　μ １１　４９年４月 灰　　福

浅場　　１１ 筏　　場

で
も
、
村
の
人
た
ち
の
、
け
ん
こ
う
と
安
全
を
守
る



５７

卜池

　
共
同
給
水
施
設
は
、
地
下
水
を
貯
水
場
に
く
み
あ

げ
て
、
こ
こ
か
ら
、
地
下
の
水
道
か
ん
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
家
ま
で
送
り
ま
す
。

　
水
は
、
毎
日
つ
か
う
た
い
せ
つ
な
も
の
で
す
か
ら

阿
武
川
の
水
を
利
用
し
て
．
「
集
落
共
同
給
水
施
設
」
が
つ
く
ら
れ
、
昭
和
四
十
九
年
ま
で

に
、
七
地
域
に
つ
き
ま
し
た
。
そ
れ
以
外
の
地
区
で
も
、
ボ
ー
リ
ン
グ
し
て
、
ポ
ン
プ
で

く
み
あ
げ
た
水
を
つ
か
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

‐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ
ょ
う
ｘ
｀

配
　
き
れ
い
に
し
て
、
病
気
に
か
か
ら
な
い
よ
う
に
し
な

毒
し
た
り
、
ま
た
、
毎
年
、
検
査
を
し
ま
す
。

　
ど
な
り
の
萩
市
で
は
、
上
水
道
と
い
っ
て
、
大
き

な
配
水
池
に
、
阿
武
川
の
水
を
く
み
あ
げ
、
大
し
か

萩 の

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
村
で
は
、
水
を
消



の
ゴ
ミ
が
で
ま
す
。
そ
れ
を
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お

く
と
、
く
さ
っ
て
、
い
や
な
に
お
い
が
し
た
り
、
ハ

子
兄
ゴ
キ
ブ
リ
ー
ネ
ズ
ミ
な
ど
が
ふ
え
て
、
で
ん
せ

ん
病
の
も
と
に
な
り
ま
す
。
村
の
家
で
は
、
近
く
の

け
な
せ
つ
び
で
、
水
を
き
れ
い
に
し
て
、
家
々
に
送
っ
て
い
ま
す
。

　
　
隣
　
、
ゴ
Ｚ
｀
の
し
よ
り

　
わ
た
し
た
ち
の
家
か
ら
は
、
毎
日
、
や
さ
い
の
切
り
は
し
ゃ
紙
く
ず
な
ど
、
た
く
さ
ん

ミ
の
量
が
し
だ
い
に
多
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た

や
け
な
い
ゴ
ミ
も
ふ
え
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
ゴ

ミ
を
、
な
ん
と
か
し
て
、
し
ま
つ
し
、
家
や
村
を
き

れ
い
に
し
た
い
ど
か
ん
が
え
ま
し
た
。

ゴミしょり場（福井）

　　　　　　　－５８　－



う所

集
め
て
し
ょ
り
し
て
い
ま
す
。

　
　
㈲
　
け
ん
こ
う
を
守
る
し
く
み

　
村
に
は
、
し
ん
り
ょ
う
所
が
、
役
場
の
そ
ば
に
あ

り
ま
す
。
村
の
人
び
と
は
、
こ
の
し
ん
り
ょ
う
所
や
、

萩
市
の
病
院
で
、
病
気
の
ち
り
ょ
う
を
し
ま
す
。

　
お
い
し
や
さ
ん
が
、
病
人
を
し
ん
さ
つ
し
て
、
伝

　
そ
こ
で
、
村
で
は
、
萩
市
や
旭
村
・
む
つ
み
村
・
福
栄
村
・
阿
武
町
な
ど
と
相
談
し
て
、

大
き
な
ゴ
ミ
や
き
場
を
つ
く
り
ま
し
た
。
村
で
は
、
毎
週
、
曜
日
を
き
め
て
、
各
地
区
を

ま
わ
っ
て
、
ゴ
ミ
を
集
め
て
い
ま
す
。
も
え
な
い
ゴ
ヽ
こ
も
、
一
年
に
何
回
か
日
を
き
め
て

５９

所
に
し
ら
せ
ま
す
。
ほ
か
の
人
に
う
つ
ら
な
い
よ
う

に
、
病
人
を
伝
染
病
院
に
う
つ
し
、
ま
た
、
そ
の
家

染
病
と
わ
か
っ
た
と
き
は
、
す
ぐ
に
役
場
や
萩
保
健

村のしんりょ



つ
所
で
し
ま
す
。
近
ご
ろ
は
医
学
が
す
す
ん
で
、
昔
、
多
か
っ
た
病
気
は
少
な
く
な
り
ま

や
近
所
を
消
毒
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
人
び
と
は
、
力
を
合
わ
せ
て
、
伝
染
病
が
ひ
ろ

が
る
の
を
ふ
せ
ぎ
ま
す
。
ま
た
、
悪
い
病
気
が
は
や
る
ど
き
は
、
予
防
注
射
を
し
ん
り
よ

し
た
が
、
が
ん
や
し
ん
ぞ
う
病
が
多
く
な
っ
て
き
ま

し
た
。
村
で
は
、
毎
年
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
車
や
、
が
ん

け
ん
し
ん
車
な
ど
で
、
村
民
の
け
ん
さ
を
す
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
、
今
ま
で
に
、
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
や
日
本
の
う
炎
の
予
防
注
射
を
う
け
て

い
ま
す
ね
。
こ
の
よ
う
に
、
病
気
に
か
か
ら
な
い
よ

う
に
、
ま
た
、
病
気
を
早
く
み
つ
け
る
た
め
に
、
い

ろ
い
ろ
と
、
力
を
つ
く
し
て
い
ま
す
。

　
夏
に
な
る
ど
、
水
泳
が
は
じ
ま
る
前
に
、
プ
ー
ル

けんしん風景

６０



所

６１

　
萩
保
健
所
　
病
気
は
食
べ
物
か
ら
お
こ
る
こ
と
が

多
い
の
で
、
食
品
え
い
せ
い
係
の
人
を
お
い
て
、
市

の
水
の
中
に
、
ば
い
き
ん
が
い
な
い
か
、
よ
ご
れ
は
な
い
か
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
と
検
査
を

し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
み
な
さ
ん
は
、
安
心
し
て
生
活
が
で

き
、
た
の
し
い
水
泳
が
で
き
る
の
で
す
。

や
町
村
に
あ
る
、
食
堂
や
食
料
品
店
・
学
校
の
給
食

萩

ん
の
け
ん
こ
う
に
つ
い
て
、
相
談
を
う
け
た
り
、
か

安
全
か
、
室
内
や
入
れ
物
は
、
い
つ
も
せ
い
け
つ
に

し
て
あ
る
か
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
と
し
ど
う
を
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
赤
ち
ゃ
ん
の
育
て
か
た
や
、
お
母
さ

健保
　
室
な
ど
を
し
ら
べ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
食
料
品
は



６２　－

め
た
り
、
け
ん
こ
う
を
守
る
し
ご
と
を
し
て
い
ま
す
。

　
病
院
で
大
き
な
手
術
を
す
る
と
き
、
た
く
さ
ん
の

血
が
い
る
こ
ど
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
の
た
め
に
、

け
ん
け
つ
の
せ
わ
も
し
て
い
ま
す
。

　
か
い
主
の
い
な
い
犬
を
と
っ
た
り
、
か
い
犬
の
予

ら
だ
の
け
ん
さ
を
し
た
り
し
ま
す
。
保
健
所
に
い
る
保
健
婦
は
、
市
町
村
の
保
健
婦
の
し

ど
う
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
村
の
保
健
婦
は
、
家
を
ま
わ
っ
て
、
病
気
の
予
防
を
す
す

防
注
射
を
す
る
の
も
保
健
所
の
し
ご
と
で
す
。

　
み
な
さ
ん
も
、
け
ん
こ
う
を
守
る
た
め
に
、
自
分

た
ち
で
で
き
る
こ
と
を
、
考
え
て
や
っ
て
み
ま
し
よ

　
　
匈
　
火
事
を
ふ
せ
ぐ

－

体力づく　り



し

は
、
自
分
の
家
や
会
社
で
、
し
ご
と
を
し
て
い
ま
す
。
火
事
の
サ
イ
レ
ン
を
き
く
と
、

消
防
団
　
村
に
は
、
五
つ
の
消
防
分
団
が
あ
り
ま
す
。
消
防
団
の
人
た
ち
は
、
ふ
だ
ん

ご
と
を
や
め
て
、
消
防
自
動
車
で
、
す
ぐ
に
火
事
の
現
場
に
か
け
つ
け
、
消
火
に
あ
た
り

し
た
り
、
自
動
車
や
ホ
ー
ス
の
手
入
れ
を
し
ま
す
。

　
火
事
が
お
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
消
防
団
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６
３

は
、
地
区
の
家
々
や
学
校
・
工
場
な
ど
を
ま
わ
っ
て
、
一

火
事
の
お
こ
り
そ
う
な
ど
こ
ろ
は
な
い
か
、
火
事
が

お
き
た
と
き
に
、
に
げ
る
と
こ
ろ
は
あ
る
か
、
消
火

器
は
そ
な
え
つ
け
て
あ
る
か
な
ど
、
検
査
し
て
、
し

ど
う
し
て
い
ま
す
。

　
村
に
は
、
川
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
水
の
ふ

分　団 機　　械 配　　置

本分団 消防自動車
長谷・三徳
共栄・遠谷

第１分団
小型動力ポンプ
つきせきさい車

立野・白上
椿瀬・横坂

第２　ＪＩ 佐古一山田

第３　１ダ 笹尾・柚水谷

第４　７７ 野戸呂・江舟

役場　１７

ま
す
。
ま
た
、
日
を
き
め
て
、
火
本
を
消
す
訓
練
を



ひ
る
も
夜
も
つ
ど
め
て
い
ま
す
。
日
ご
ろ
は
、
い
ろ

い
ろ
な
訓
練
を
し
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
に
は
、
消
防
自
動
車
や
、
は
し
ご
車
・
け
が

６４－

べ
ん
な
と
こ
ろ
や
、
家
の
多
い
と
こ
ろ
に
は
、
消
火
栓
や
貯
水
そ
う
が
つ
く
ら
れ
て
い

す
。

　
消
防
署
　
萩
市
に
は
、
消
防
署
が
あ
っ
て
、
お
よ
そ
三
十
人
の
人
が
、
こ
う
た
い
で

ま

人
や
急
病
人
を
は
こ
ぶ
救
急
車
が
あ
り
ま
す
。
早
く

車
が
通
る
と
き
は
、
サ
イ
レ
ン
を
な
ら
し
て
走
り
ま

す
。
そ
の
と
き
は
、
ほ
か
の
車
は
、
じ
ゃ
ま
を
し
な

い
よ
う
に
、
道
の
は
し
な
ど
に
、
よ
け
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

萩消防署

　　　　　　　－

し
ご
と
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の



６５

と

　
町
や
村
の
き
ょ
う
力
　
川
上
村
で
は
、
と
な
り
あ
っ
て
い
る
萩
市
や
旭
村
・
福
栄
村
・

阿
武
町
な
ど
と
相
談
し
て
、
大
火
事
や
山
火
事
の
と
き
は
、
た
が
い
に
、
お
う
え
ん
す
る

た
め
の
ど
り
き
め
が
で
き
て
い
ま
す
。

　
　
㈲
　
大
水
を
ふ
せ
ぐ

　
水
害
の
多
か
っ
た
川
上
村
　
村
の
中
を
流
れ
て
い

る
阿
武
川
は
、
お
く
が
深
く
、
多
く
の
支
流
が
あ
る

の
で
、
昔
か
ら
、
大
雨
の
た
び
に
、
こ
う
水
が
で
て
、

家
や
橋
・
田
畑
が
流
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
四
十
一
年

と
四
十
七
年
の
集
中
豪
雨
の
と
き
に
は
、
ど
く
に
大

き
な
被
害
を
う
け
ま
し
た
。
四
十
七
年
の
と
き
に
は
、

で
き
あ
が
っ
た
ば
か
り
の
学
校
プ
ー
ル
が
流
れ
た
り
、

川
上
小
学
校
も
水
に
つ
か
り
ま
し
た
。

害卜 あの



事
務
所
が
世
話
を
し
て
、
大
雨
が
降
っ
て
も
、

　
山
口
県
で
は
、
阿
武
川
の
災
害
を
ふ
せ
ぐ
た
め
に
、

村
と
相
談
し
て
、
昭
和
五
十
年
に
、
阿
武
川
ダ
ム
を

つ
く
り
ま
し
た
。
こ
の
ダ
ム
は
、
阿
武
川
ダ
ム
管
理

　
大
水
に
そ
な
え
る
　
大
水
に
よ
る
被
害
を
ふ
せ
ぎ
、
人
び
と
の
生
活
を
守
る
た
め
に
、

昔
か
ら
、
人
び
と
は
、
川
の
て
い
ぼ
う
を
強
く
し
た
り
、
川
底
を
深
く
ほ
っ
て
き
ま
し
た
。

に
水
が
流
れ
な
い
よ
う
に
た
め
て
お
き
、
時
間
を
き

め
て
、
少
し
ず
つ
流
し
て
い
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

村
の
五
つ
の
集
落
が
、
水
の
底
に
し
ず
み
ま
し
た
が
、

昔
の
よ
う
な
大
水
の
し
ん
ぱ
い
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
災
害
か
ら
村
民
を
守
る
た
め
に
、
役
場
の
人
た
ち

は
、
「
ど
う
し
た
ら
・
災
害
を
ふ
せ
ぐ
こ
と
が
で
き
る

阿武川ダム管理事務所

　　　　　　－６６－

一
度



つ
て
、
地
区
の
人
た
ち
と
き
ょ
う
力
し
て
、
て
い
ぼ

う
の
く
ず
れ
を
ふ
せ
い
た
り
、
き
け
ん
を
人
び
と
に

早
く
し
ら
せ
ま
す
。

か
」
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
ま
す
。
大
水
の
で
る
し
ん
ぱ
い
の
あ
る
と
き
に
は
、
役
場

に
「
災
害
対
策
本
部
」
が
お
か
れ
ま
す
。
本
部
は
、
消
防
団
ど
れ
ん
ら
く
を
と
り
ま
す
。

大
雨
で
、
あ
ぶ
な
い
と
こ
ろ
が
見
つ
か
る
と
、
ま
夜
中
で
も
、
い
そ
い
で
、
そ
こ
に
集
ま

Ｋ　害　の　あ　と

６７－



プ
災害金額

　　　（円）

こ　わ　れ　た　か　ず

ていぼう 道路 橋 家 山・田畑

昭和４１．８１，５７８，２５１，０００１４４ ２６３ ２６ １３５ １，０２４

／ｊ　４２．７７，０１６，０００１ １５ １ １

μ　４３．９１６，２００，０００３ ２５ １

ｌｙ　４４．６ ５，９９２，０００１２ １５ １

１／４５．８１４，２６２，０００２ ２２ １

／／４６．８５１，３３９，０００４ ２０ ２７ １３

μ４７．７１，２１２，５４６，０００１５ １１５ ２ １２９ ４１

１１４８ － － － － － －

１１４９．７２３２，７５３，０００３３ ３１ ３

り５０．７ １７，５６０，０００３ １５ １１

１１　５１．９２５，８５０，０００９ １ １

１１　５２ － － － － － －

７１　５３．９４，０００，０００ ２

１１　５４．６５２，３５０，０００９ ６ １

１１５５．５１４３，４５２，０００８ ３６ １１ ３４

ｊ１　５６．６８８，４４２，０００１８ ４７ ５０

１／　５７．７２４，７００，０００ ８ １

１１５８．６２６，９００，０００９ ４ ２

１１　５９ － － － － － －

１１　６０．６１１７，８２５，０００１０ ２６ ３

川上村の災害じょうきょう

－ ６８－



　
　
】
」
　
村
役
場
と
村
議
会

　
村
役
場
　
役
場
に
は
、
村
民
の
生
活
に
ひ
つ
よ
う

な
、
い
ろ
い
ろ
な
係
が
あ
っ
て
、
多
く
の
人
が
は
た

ら
い
て
い
ま
す
。

　
税
金
を
つ
な
い
だ
り
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き

や
、
ひ
っ
こ
し
を
し
た
と
き
の
と
ど
け
を
う
け
た
り
、

予
防
注
射
や
、
げ
ん
こ
う
し
ん
だ
ん
の
世
話
を
し
た

り
、
い
ろ
い
ろ
な
せ
つ
び
を
と
と
の
え
た
り
し
ま
す
。

川
上
村
の
人
び
ど
が
、
こ
れ
か
ら
も
、
明
る
く
安
心
し
て
住
め
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
う
な
し
く
み
が
あ
る
か
、
し
ら
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

四
、
す
み
よ
い
村
に

６９

村 役 場



画
を
つ
く
っ
て
、
実
行
し
て
い
ま
す
。

教育委員会事務局

給食センター・資料館

企画室…企画

総務課…庶務・財政

住民課…民生・税務・保育園

診療所…保健

経済課…産業・林政

施設課…施設

７０－

村
民
に
よ
っ
て
、
せ
ん

村
議
会
　
村
議
会
で
は
、

村役場のしくみ

に
し
、

ろ
な
計

ま
た
、

道
路
、

橋
の
か
け
か
え
、
学
校
な
ど
の
た
て
物
を
た
て
る
世
話
を
し
た
り
、
火
事

村
民
が
、

　
ま
た
、
村
で
は
、
林
業
・
農
業
を
さ
か
ん

村
民
の
生
活
を
よ
く
す
る
た
め
に
、
い
ろ
い

　Ｗ

ま

を
ふ
せ
ぐ
消
防
団
の
世
話
も
、
み
ん
な
役
場
の
し
ご
と
で
す
。
村
役
場

生
活
を
す
る
た
め
の
い
ろ
い
ろ
な
用
事
で
、
毎
日
や
っ
て
き
ま
す
。

収入役一収入役室

十
二
月

・
九
月
・

村
議
会
は
、
三
月

に
、

村
の

Ｗ

き
ま
っ
て
開
か
れ
ま
す
。
三
月
は
、
と
く

六
月

上長村

｀ ●

教育委員会一教育長－

き
ょ
さ
れ
た
議
員
が
集
ま
っ
て

村
民
の
く
ら
し
を

助役

い

ろ

い

よ
く
し
、
村
を
は
っ
て
ん
さ
せ
る
た
め
に
、

ろ
な
相
談
を
し
て
い
ま
す
。



会

７１

議

お
金
を
ど
の
よ
う
に
つ
か
っ
た
ら
よ
い
か
な
ど
、
時
間
を
か
け
て
話
し
合
わ
れ
ま
す
。

き
め
ら
れ
た
月
以
外
で
も
、
議
会
を
開
く
ひ
つ
よ
う
が
あ
る
と
き
は
、
り
ん
じ
に
村
議
会

を
開
い
て
、
だ
い
じ
な
こ
と
が
話
し
合
わ
れ
ま
す
。

役
場
で
は
、
村
議
会
で
き
ま
っ
た
こ
と
を
も
と
に
し

て
、
し
ご
と
を
す
す
め
ま
す
。
学
校
で
み
な
さ
ん
が

っ
か
っ
て
い
る
、
い
ろ
い
ろ
な
道
具
は
、
村
議
会
で

き
め
ら
れ
た
お
金
で
買
っ
た
も
の
で
す
。

－

村

な
し

り
ま
す
。
そ
の
お
金
は
、
村
に
住
ん
で
い
る
人
び
と

が
お
さ
め
た
税
金
と
、
国
や
県
か
ら
は
い
っ
て
く
る

お
金
な
ど
で
す
。

～゛～φ

‘
と
に
つ
か
う
金
　
村
役
場
で
は
、
い
ろ
い
ろ

』
と
を
す
る
た
め
に
、
た
く
さ
ん
の
お
金
が
い

し



７２－

ま
た
、
学
校
か
ら
遠
い

ら
の
世
話
を
す
る
と
こ
ろ
で
す

○

ル
バ
ス
で
運
ん
だ
り
し
ま
す
。
公
民
館
や
体
育
館

プ
ー
ル
の
世
話
も
し
ま
す
。

地
区
の
子
ど
も
を
ス
タ
ー

－

商工費

災害復旧費

ま
た
、

き
よ
う
い
く
い
　
い
ん
か
い

き
め
ら
れ
た
予
算
の
中

役
場
の
人
た
ち
は
、
お
金
を
む
だ
な
く
つ
か
う
よ
う
に
、

で
、
役
だ
つ
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　
　
㈹
　
教
育
委
員
会

昭和５９年度一般会計歳出決算額の割合

し
た
り
、
給
食
を
た
べ
た
り
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

育
委
員
会
　
わ
た
し
た
ち
が
、
学
校
で
、
勉
強
淡

教

こ
こ詩

吟
な
ど
を
な
ら
っ
た
り
し
ま
す 料

理

・
お
茶
・

○

●

お
ど
り
・

習
字

で
は

が

消防費１

衛生費ｌ

こ
う
み
ん
か
ん

公
民
館

　
　
　
り
よ
う

公
民
館
　
昭
和
五
十
四
年
に
、
新

　
い
　
　
ば
な

生
け
花

り

し
い

完
成
し
ま
し
た
。



７３

道
な
ど
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
夜
も
、
た
ぐ
さ

ん
の
人
が
利
用
し
て
い
ま
す
。
体
育
館
の
ど
な
り
に

は
、
運
動
広
場
が
あ
り
、
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
が
た
の
し

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
　
㈲
　
こ
れ
か
ら
の
計
画

　
村
で
は
、
阿
武
川
ダ
ム
が
で
き
て
か
ら
、
道
路
を

よ
く
し
て
い
く
こ
と
に
、
力
を
い
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
人
口
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
こ
れ
以

ま
た
、
図
書
室
に
は
、
た
く
さ
ん
の
本
が
あ
り
ま
す
。
大
会
議
室
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
演

劇
や
講
演
が
開
か
れ
ま
す
。
ま
た
、
結
婚
式
場
に
も
つ
か
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
体
育
館
　
昭
和
五
十
八
年
に
完
成
し
ま
し
た
。
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
ー
イ
ン
デ
ィ
ア
カ
・
剣

上
、
村
民
が
へ
ら
な
い
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
、
だ

－

体　　育　　館



生
活
が
で
き
る
よ
う
に
、
た
く
さ
ん
の
計
画
が
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
を
や
る
た
め
に
は
、
多
く
の

お
金
が
い
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
三
ヵ
年
と
か
五
ヵ
年

と
い
う
長
期
の
計
画
を
た
て
て
、
し
ご
と
を
す
す
め

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
た
ち
が
、

村
の
は
っ
て
ん
の
た
め
に
、
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い

わ
た
し
た
ち
が
、
た
の
し
く
充
実
し
た
勉
強
や
、

い
じ
な
し
ご
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ま
わ
り
の
市
町
村
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て

施
設
を
つ
く
り
、
う
ま
く
つ
か
う
こ
と
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

　
阿
武
川
ダ
ム
や
長
門
峡
を
中
心
ど
し
た
観
光
事
業
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

７４　－

努
力
し
て
い
ま
す
。

－

大　藤　大　橋



－７５

村

あ
っ
て
、
村
の
子
ど
も
が
、
十
人
か
ら
二
十
五
人
ぐ

ら
い
集
ま
っ
て
、
勉
強
し
て
い
ま
し
た
。

　
　
人
に
お
話
し
を
き
い
て
し
ら
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
Ｈ
　
か
わ
っ
て
き
た
学
校

　
　
　
ぶ
し
の
世
の
お
わ
り
ご
ろ
　
ぶ
し
の
世
の
時
代
に

塾
　
は
ヽ
遠
谷
・
筏
場
゛
長
谷
な
ど
の
地
区
に
寺
小
屋
が

五
、
村
の
う
つ
り
か
わ

り

学
校
や
村
の
よ
う
す
が
、
ぶ
し
の
世
の
中
か
ら
ど
の
よ
う
に
か
わ
っ
て
き
た
か
、
古
い

か
そ
ん
じ
ゅ
く

下
村
塾
が

し
」
｀
う

松

さ
ん
の
で
し

　
そ
の
こ
ろ
、
萩
に
は
毛
利
藩
の
学
校

が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
椿
東
に
は
、

あ
っ
て
、
吉
田
松
陰
の
も
と
で
、
た
く

下松

　
め
い
り
ん
か
ん

（
明
倫
館
）



旧高瀬小学校

　　　　　－７６　－

つ
て
か
ら
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
、
ぶ
し
と
一
部
の
人

だ
け
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
明
治
に
な
っ
て
　
明
治
六
年
三
月
に
、
高
瀬
に
川

上
小
学
校
が
で
き
ま
し
た
。
明
治
八
年
六
月
に
は
、

川
上
小
学
野
戸
呂
支
校
と
川
上
小
学
立
野
支
校
が
っ

く
ら
れ
、
明
治
十
二
年
に
、
筏
場
に
川
上
小
学
校
が

う
つ
さ
れ
て
、
高
瀬
は
支
校
に
か
わ
り
ま
し
た
。

明
治
十
五
年
五
月
に
は
、
川
上
小
学
校
笹
尾
分
教
場

が
あ
つ
ま
り
勉
強
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
教
え
を
う
け
た
人
た
ち
の
中
に
は
、
明
治
の
新
し

い
世
の
中
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に
、
大
き
な
力
と
な
っ
た
人
び
と
が
い
ま
す
。

　
だ
れ
も
が
、
学
校
で
勉
強
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
の
新
し
い
世
の
中
に
な

易

か
ん

簡
一

が
っ
く
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
そ
れ
ぞ
れ



年
・
中
学
校
三
ヵ
年
の
教
育
を
だ
れ
も
が
う
け
る
こ

と
を
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
昭
和
四
十
六
年
の
三
月
に
、
阿
武
川
ダ
ム
の
建
設

に
よ
っ
て
、
高
瀬
小
学
校
は
、
は
い
校
に
な
り
ま
し

７７

新
し
い
世
の
中

小
学
校
・
尋
常
小
学
校
・
尋
常
高
等
小
学
校
・
国
民
学
校
な
ど
と
、
な
ま
え
が
か
わ
り
ま

し
た
。

昭
和
二
十
二
年
四
月
よ
り
、
新
し
い
制
度
の
も
と
に
、
小
学
校
六
力

立野小学校旧

も
昭
和
五
十
三
年
三
月
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
百
年
余
り

の
歴
史
を
と
し
、
川
上
小
学
校
と
い
っ
し
ょ
に
な
り

ま
し
た
。

八
年
三
月
に
、
笹

　
野
戸
呂
小
学
校

た
。
立
野
小
学
校
も
、
昭
和
四
十

尾
分
校
は
昭
和
四
十
八
年
三
月
に

｀　ふ



　
昭
和
五
十
三
年
三
月
に
、
野
戸
呂
中
学
校
も
川
上
中
学
校
と
い
っ
し
ょ
に
な
り
、
小
学

校
も
中
学
校
も
村
で
一
校
ず
つ
と
な
り
ま
し
た
。

　
昔
は
、
学
校
の
施
設
や
設
備
な
ど
、
と
ぼ
し
い
も
の
で
し
た
が
、
今
は
、
り
っ
ぱ
な
学

校
で
教
育
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　
　
圖
　
む
か
し
の
川
上
村

　
村
の
お
い
た
ち
　
川
上
村
は
、
ず
い
ぶ
ん
昔
か
ら
、

開
け
て
い
た
ど
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
か
ら
お
よ
そ
二
百
九
十
年
前
の
記
録
に
は
、
椿

村
の
支
郷
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
川
上
村
と
し
て
、

ど
く
り
つ
し
た
の
は
、
お
よ
そ
二
百
四
十
年
前
の
こ

と
で
す
。

旧野戸呂小学校

　　　　　　－７８



行
政
区
を
そ
の
ま
ま
の
こ
し
て
、
各
区
に
区
長
を
一

名
お
い
て
、
村
役
場
を
相
原
に
お
き
ま
し
た
。
そ
の

こ
ろ
の
十
八
区
と
は
、
佐
古
・
山
田
・
立
野
・
椿
瀬

・
横
坂
・
足
山
・
長
谷
・
灰
福
・
相
原
・
岡
・
遠
谷

・
笹
尾
・
長
者
原
・
柚
木
谷
・
藤
蔵
・
高
瀬
・
江
舟

・
野
戸
呂
の
各
区
で
す
。

　
村
の
行
政
区
は
、
一
九
一
六
年
（
大
正
五
年
）
十
月

に
、
灰
福
区
ど
相
原
区
を
あ
わ
せ
て
三
徳
区
と
し
、

ま
た
、
佐
々
並
叫
ダ
ム
の
建
設
に
よ
り
、
長
者
原
区

　
そ
の
後
、
一
八
七
一
年
（
明
治
四
年
）
の
は
い
藩
置
県
、
一
八
八
九
年
（
明
治
二
十
二
年
）

に
町
村
制
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
村
の
大
き
さ
と
な
ま
え
は
、
そ
の
ま
ま
現
在
ま
で
か

わ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
と
き
の
町
村
制
施
行
に
よ
っ
て
、
村
は
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
、
十
八
の

７９

むかしの 家



上
地
区
が
で
き
、
今
の
十
四
地
区
と
な
り
ま
し
た
。
　
レ
賃

　
農
林
業
の
う
つ
り
か
わ
り
ぶ
し
の
世
の
時
代
に
ぶ

が
な
く
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
岡
区
を
共
栄
区
と
あ
ら
た
め
ま
し
た
。

　
阿
武
川
ダ
ム
の
建
設
に
よ
り
、
足
山
・
藤
蔵
・
高
瀬
の
区
が
な
く
な
り
、
新
し
く
、
白

は
山
の
杉
・
ひ
の
き
な
ど
大
木
約
二
千
五
百
ヘ
ク
タ
　
バ

ー
ル
が
毛
利
藩
の
所
有
で
御
立
山
と
呼
ば
れ
直
接
管
①

１

理
さ
れ
、
ま
た
、
二
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
は
し
ば
草
刈
地
繋
犬

と
し
て
自
由
に
処
理
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
残
る
四
截
づ

千
ヘ
ク
タ
ー
ル
は
、
ま
き
や
木
炭
を
作
る
民
有
の
共

川上村の英林

　　　－８０－



８１

田

　
明
治
や
大
正
の
こ
ろ
は
、
苗
木
も
山
に
は
え
た
も
の
を
育
て
て
植
林
し
て
い
ま
し
た
。

今
は
、
た
ね
や
さ
し
木
で
、
よ
い
苗
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

　
村
に
は
、
平
地
が
少
な
い
た
め
、
農
民
は
、
毛
利
藩
が
農
業
に
力
を
入
れ
た
と
き
、
山

を
で
き
る
だ
け
多
く
た
が
や
し
、
た
な
田
を
つ
く
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
大
水
で
流
れ
た
り
、
鳥
や
け
も

の
に
、
実
を
た
べ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
て
、
た
い
へ

ん
、
く
ろ
う
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
明
治
に
な
っ
て
、
農
業
の
や
り
か
た
が
、
か
わ
っ

て
き
た
こ
ろ
、
新
し
い
方
法
を
と
り
い
れ
て
、
白
上

原
を
り
っ
ぱ
な
田
に
し
ま
し
た
。

　
最
近
で
は
、
新
し
い
農
業
を
め
ざ
し
て
、
ほ
場
整

び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
か
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
χ
ヽ

備
が
お
こ
な
わ
れ
、
大
型
機
械
を
つ
か
っ
て
の
農
作

上白 の原



を
瑞
‘
。
て
　
Ｉ
助
力
ら
萩
へ
庄
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
…
…
…
…
｀
…
…
一
…
…
…
『
・

野
戸
呂
・
江
舟
は
、
矢
櫃
・
大
藤
を
通
っ
て
、
高
瀬
　
…
…
…
…

へ
出
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
阿
武
川
と
い
う
大
き

な
川
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
利
用
す
る
舟
・
い
か
　
…
…

を
通
っ
て
、
立
野
か
ら
萩
へ
出
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
…
…
…
…
‘
宍

ヽ
業
が
し
や
す
く
な
り
、
生
産
量
を
ふ
や
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
交
通
の
う
つ
り
か
わ
り
　
川
上
村
は
、
昔
の
街
道
す
じ
で
な
か
っ
た
の
で
、
き
わ
め
て

　
は
ば
の
せ
ま
い
山
道
が
、
高
瀬
か
ら
足
山
を
通
っ
て
長
谷
へ
出
た
り
、
足
山
か
ら
中
ノ
原

むかＬの川舟

　　　　－８２

十
二
そ
う
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
薪
と
炭
を
萩
ま
で
運

ぶ
舟
が
、
百
二
十
六
そ
う
あ
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て

い
ま
す
。

川
舟
が
百
六

だ
が
、
早
く
か
ら
開
け
て
い
ま
し
た
。

　
今
か
ら
、
百
四
十
年
前
の
記
録
に
、
川



た
。
一
九
二
〇
年
（
大
正
九
年
）
、
萩
か
ら
山
田
を
通
っ
て
明
木
に
出
る
新
し
い
県
道
が
で

き
ま
し
た
。
一
九
二
二
年
（
大
正
十
一
年
）
五
月
に
、
阿
武
川
下
り
客
舟
組
合
が
つ
く
ら
れ
、

明
治
も
終
わ
り
ご
ろ
、
よ
う
や
く
、
荷
車
や
人
力
車
の
通
れ
る
道
路
が
つ
く
ら
れ
ま
し

舟
で
高
瀬
か
ら
萩
市
の
松
本
ま
で
、
観
光
客
を
運
び

ま
し
た
。
ま
た
、
川
舟
で
い
ろ
い
ろ
な
品
物
を
運
ん

で
い
ま
し
た
。
萩
か
ら
筏
場
ま
で
、
バ
ス
が
通
る
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
舟
に
の
る
人
も
少
な
く
な
り
、

川
舟
も
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
川
を
へ
だ
て
た
集
落
を
む
す
ぶ
た
め
に
、
わ
た
し

舟
も
、
白
馬
－
一
ノ
瀬
・
灰
福
－
筏
場
な
ど
六
ヵ
所

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
で
、
白
上
と
小
郷
の
開
は
、

一
九
五
六
年
（
昭
和
三
十
一
年
）
小
郷
橋
が
で
き
る

いかだ流しの風景

８３



筏
流
し
の
中
心
は
高
瀬
で
、
大
正
の
終
わ
り
ご
ろ
ま

で
あ
り
ま
し
た
。

萩
で
日
用
品
な
ど
を
買
い
、
帰
り
は
歩
き
ま
し
た
。
。

ま
で
つ
づ
き
ま
し
た
。

　
山
の
木
を
運
ぶ
筏
流
し
は
、
多
く
の
地
区
の
筏
場
や
、
「
は
た
ば
」
と
よ
ば
れ
る
波
止
場

な
ど
で
、
か
ず
ら
で
筏
を
く
み
、
一
人
か
二
人
が
の
り
、
萩
ま
で
流
し
て
い
ま
し
た
。

明
治
時
代
に
あ
り
ま
し
た
が
、
川
上
村
で
は
、
ど
ち

ら
も
、
お
い
し
ゃ
が
自
家
用
と
し
て
つ
か
っ
て
い
ま

し
た
。
一
八
七
四
年
（
明
治
七
年
）
ご
ろ
か
ら
、
日

本
で
は
、
客
烏
車
が
は
じ
ま
り
、
山
口
県
で
も
そ
の

後
萩
ど
小
郡
の
間
を
、
お
客
を
運
ぶ
よ
う
に
な
り
ま

陸
地
の
乗
り
物
と
し
て
は
、
か
ご
と
人
力
車
が
、

人力車とかご

　　　　－８４



｀　ふ

し
た
。
　
一
九
二
一
年
（
大
正
九
年
）
に
、
防
長
バ
ス
が
、

よ
う
に
な
っ
た
の
で
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
ろ
の
道
は

ハ
人
の
り
で
三
時
間
で
い
く

萩
の
大
屋
か
ら
明
木
を
通

つ
て
い
た
の
で
、
村
民
は
、
明
木
ま
で
い
っ
て
、
バ
ス
に
乗
っ
て
い
ま
し
た
。
バ
ス
が
山

貸切代替運行バス

８５

田
を
通
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
二
三
年
（
大

正
十
二
年
）
で
す
。

　
筏
場
と
萩
の
間
に
、
バ
ス
が
通
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
一
九
二
五
年
（
大
正
十
四
年
）
の
こ
と
で
、

竜
宮
渕
ま
で
定
期
バ
ス
が
通
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

一
九
四
一
年
（
昭
和
十
六
年
）
の
こ
と
で
す
。
そ
の

後
、
か
す
か
す
の
歴
史
を
へ
て
、
世
の
中
も
自
家
用

車
の
時
代
と
な
り
、
バ
ス
の
利
用
者
が
少
な
く
な
り

ま
し
た
。
村
も
い
ろ
い
ろ
対
策
を
考
え
ま
し
た
が
、



ま
た
、
萩
に
鉄
道
が
し
か
れ
た
の
は
、
一
九
二
五
年
（
大
正
十
四
年
）
で
す
。

さ
ん
い
ん

山
陰
本

線
の
全
部
が
で
き
あ
が
っ
た
の
は
、
一
九
三
三
年

　
（
昭
和
八
年
）
の
こ
と
で
す
。

　
　
向
　
く
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り

　
し
ご
と
と
く
ら
し
　
昔
の
人
び
と
の
し
ご
と
の
し

運
行
バ
ス
に
か
わ
り

か
し
き
り
だ
い
た
い

貸
切
代
替

ん

～
４

つ

一
九
八
五
年
（
昭
和
六
十
年
）
よ
り
、
民
営
バ
ス
か
ら

ま
し
た
。

８６－

ま
た
、
肥
料
や
作
物
を
も
ち
運
ぶ
に
は
、

「
に
こ
」

や
、
「
と
り
の
す
」
な
ど
の
道
具
が
、
つ
か
わ
れ
て
い

け
た
、
す
き
で
た
が
や
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

たけど一し

－

か
た
は
、
今
と
は
た
い
へ
ん
ち
が
っ
て
い
ま
し
た
。

田
や
畑
は
、
く
わ
で
た
が
や
し
た
り
、
牛
や
馬
に
つ



は
、
た
い
て
い
自
分
の
家
で
作
っ
て
い
ま
し
た
。

で
作
ら
れ
な
い
も
の
は
、
萩
に
買
い
に
行
く
か
、

行万家

ま
し
た
。
大
正
時
代
に
は
、
道
は
ば
も
ひ
ろ
が
り
、
村
内
を
道
路
が
通
じ
る
に
し
た
が
っ

て
、
牛
や
馬
や
リ
ヤ
カ
ー
な
ど
で
、
荷
物
を
運
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
朝
早
く
か
ら
夕

が
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
ぐ

方
く
ら
く
な
る
ま
で
、
田
の
草
と
り
、
器
具
の
手
入
れ
な
ど
し
て
、
は
た
ら
き
ま
し
た
。

ま
た
、
く
ら
し
に
必
要
な
、
み
そ
や
Ｌ
よ
う
ゆ
な
ど

８７－

ノ叉大 車
舶
人
の
も
っ
て
く
る
も
の
を
買
っ
て
い
ま
し
た
・
そ

の
こ
ろ
は
、
お
米
な
ど
と
行
商
人
の
も
っ
て
く
る
も

の
を
と
り
か
え
る
物
々
交
換
も
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
今
で
は
、
村
に
も
、
い
ろ
い
ろ
な
品
物
を
そ
ろ
え

た
店
が
ふ
え
ま
し
た
。
道
路
も
よ
く
な
り
、
自
家
用

車
も
多
く
な
っ
た
の
で
、
萩
に
買
い
も
の
に
行
く
の



こ
ろ
に
、
電
灯
が
つ
い
た
の
は
、
一
九
一
七
年
（
大

正
六
年
）
の
こ
と
で
す
。

　
お
な
じ
こ
ろ
に
、
萩
で
は
、
電
話
も
つ
か
え
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
が
、
川
上
で
は
、
一
九
二
八
年

　
（
昭
和
三
年
）
に
役
場
に
電
話
が
っ
き
ま
し
た
。

一
九
六
〇
年
（
昭
和
三
十
五
年
）
に
電
話
機
が
十
七

台
あ
っ
て
、
一
九
六
九
年
（
昭
和
四
十
四
年
）
　
に
は
、

農
集
電
話
が
つ
け
ら
れ
、
三
百
二
十
九
台
に
ふ
え
ま

し
た
。
一
九
七
七
年
（
昭
和
五
十
二
年
）
　
一
月
か
ら

も
便
利
に
な
り
ま
し
た
。
行
商
人
も
、
自
動
車
で
た
く
さ
ん
の
品
物
を
も
っ
て
、
ど
の
集

落
に
も
行
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
夜
の
あ
か
り
は
、
油
を
つ
か
う
、
あ
ん
ど
ん
や
ラ
ン
プ
で
し
た
が
、
川
上
村
の
主
な
と

８８

と　う　λ

－



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
８
９

こ
ま
・
わ
ま
わ
し
・
お
に
ご
っ
こ
・
す
ご
ろ
く
・
か
　
一

る
た
・
ま
り
つ
き
・
お
て
た
ま
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
ご
ろ
は
、
テ
レ
ビ
を
楽
し
む
こ
と
が
多
く
な

っ
た
の
で
、
に
ぎ
や
か
だ
っ
た
お
ま
つ
り
も
、
し
だ

い
に
、
さ
び
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
村
で

は
、
農
作
物
の
収
か
く
を
終
え
た
十
一
月
に
、
川
上

　
昔
は
、
お
ま
つ
り
が
い
ち
ば
ん
の
た
の
し
み
で
し

た
。
遠
く
へ
行
っ
て
い
る
人
も
、
か
な
ら
ず
家
に
帰

っ
て
き
ま
し
た
。
子
ど
も
の
遊
び
で
は
、
た
こ
あ
げ

は
、
電
話
機
が
全
部
ダ
イ
ヤ
ル
式
に
か
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
た
の
し
み
の
う
つ
り
か
わ
り
　
お
じ
い
さ
ん
の
子
ど
も
の
こ
ろ
と
、
今
の
人
び
と
の
た

の
し
み
は
、
ど
ん
な
に
ち
が
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

ひむかし の 遊



　
今
、
川
上
村
で
は
、
横
坂
の
神
明
社
の
的
祭
り
（
四
月
二
十
九
日
）
　
・
夏
祭
り
（
八
月

十
五
日
）
　
・
山
田
の
実
相
寺
の
地
蔵
祭
り
（
八
月

村
ふ
る
さ
と
ま
つ
り
を
開
い
た
り
、
ス
ポ
ー
ツ
を
と
り
入
れ
た
大
会
を
開
い
た
り
し
て

村
民
の
け
ん
こ
う
づ
く
り
と
楽
し
み
を
あ
わ
せ
て
や
っ
て
い
ま
す
。

二
十
三
日
）
　
・
遠
谷
の
秋
祭
り
の
神
楽
舞
（
十
月

二
十
七
・
八
日
）
な
ど
が
、
お
こ
な
お
れ
て
い
ま
す
。

　
萩
市
で
は
、
住
吉
神
社
の
夏
祭
り
や
、
金
谷
天
神

の
祭
り
な
ど
を
、
さ
か
ん
に
す
る
よ
う
、
い
ろ
い
ろ

と
く
ふ
う
し
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、
萩
市
や
ま
わ

り
の
町
村
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
、
北
浦
ふ
る
さ
と

祭
り
を
し
て
い
ま
す
。

　
　
匈
　
こ
れ
か
ら
の
川
上
村

神明社の的祭り

　　　　－９０　－



べ
た
り
、
ご
ほ
ん
の
か
わ
り
に
、
い
も
や
か
ぼ
ち
ゃ

な
ど
を
食
べ
た
り
し
ま
し
た
。
学
校
の
運
動
場
に
も

や
さ
い
な
ど
植
え
ら
れ
ま
し
た
。
苦
し
い
生
活
の
中

で
、
人
び
と
は
よ
く
は
た
ら
き
、
少
し
ず
つ
生
活
を

し
ゅ
う
で
や
か
れ
ず
に
す
み
ま
し
た
が
、
食
べ
る
も
の
や
生
活
に
必
要
な
も
の
が
、
た
い

へ
ん
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
米
や
麦
な
ど
配
給
制
に
な
り
、
麦
ご
は
ん
や
ぞ
う
す
い
を
食

日
本
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
そ
の
ほ
か
の
国
と
戦
争
を
し
た
と
き
、
川
上
村
は
、
空

－

　
そ
し
て
、
今
、
川
上
村
は
、
緑
の
多
い
、
水
の
き

れ
い
な
村
で
す
。
人
口
は
少
な
い
が
、
農
休
業
を
中

心
に
し
て
、
村
お
こ
し
に
は
げ
ん
で
い
ま
す
。
ま
た

名
勝
の
長
門
峡
や
阿
武
川
ダ
ム
が
あ
り
ま
す
の
で
、

９］

さと祭り



そ
の
た
め
、
近
ご
ろ
で
は
、
キ
ャ
ン
プ
や
レ
ク
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
な
ど
で
、
遠
く
か
ら
村
に
お
と
ず
れ
る
人

も
多
く
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
り
っ
ぱ
な
村

づ
く
り
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

川上村の中心地区

　　　　　　－９２

観
光
地
と
し
て
も
、
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
す
。
一
九
八
二
年
（
昭
和
五
十
七
年
）
に
、
火
牛

谷
・
緑
の
村
が
オ
ー
プ
ン
し
、
一
九
八
三
年
（
昭
和
五
十
八
年
）
に
野
戸
呂
小
・
中
学
校

の
あ
と
地
に
、
障
害
者
活
動
セ
ン
タ
ー
「
川
上
す
ぎ
の
こ
村
」
が
、
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

展
し
て
い
く
た
め
に
は
、
み
な
さ
ん
が
力
を
合
わ
せ

て
、
村
づ
く
り
に
は
げ
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

け
ん
こ
う
で
明
る
い
、
住
み
よ
い
村
ど
し
て

発



９３－

　
　
六
、
村
の
民
話

　
】
‥
長
者
が
原
の
長
者

　
昔
、
長
門
峡
に
、
年
と
っ
た
母
と
猟
師
の
む
す
こ
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
冬
の
あ
る
日

猟
師
は
、
え
も
の
を
も
と
め
て
、
長
門
峡
の
中
ほ
ど
の
淵
を
と
お
り
か
か
り
ま
し
た
。
そ

の
淵
は
、
そ
の
中
に
竜
宮
が
あ
る
と
い
い
つ
た
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
竜
宮
淵
と
よ

ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　
「
も
う
し
、
も
う
し
。
」
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
、
や
さ
し
い
声
が
し
ま
し
た
。
猟
師
が
、

－

　
「
こ
の
淵
の
あ
た
り
は
、
化
け
も
の
が
で
て
、
ど
お
り
か
か
る
人
を
お
そ
っ
て
食
べ
ま
丈

ど
う
か
、
あ
な
た
の
弓
と
矢
で
、
た
い
じ
し
て
く
だ
さ
い
。
ど
ん
な
望
み
の
も
の
で
も
、

さ
し
あ
げ
ま
す
。
」
と
い
っ
た
か
と
思
う
と
、
す
う
っ
と
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
毎
日
、

化
け
も
の
を
た
い
じ
し
ょ
う
と
、
さ
が
し
歩
き
ま
し
た
。
あ
る
夕
ぐ
れ
ど
き
、
つ
い
に
、

立
ち
ど
ま
る
と
、
若
く
て
美
し
い
娘
が
あ
ら
わ
れ



９４

「
化
け
も
の
を
た
い
じ
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
、
お
礼
に
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の
船
に
お

化
け
も
の
に
で
あ
い
ま
し
た
。
ら
ん
ら
ん
と
し
た
目
、
大
き
な
口
…
…

「
お
の
れ
、
化
け
も
の
め
。
」
猟
師
は
、
矢
を
は
な
ち
ま
し
た
。
ギ
ャ
ー
と
い
う
声
が
あ
か

っ
て
、
化
け
も
の
は
、
た
お
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
全
身
銀
色
の
大
カ
ワ
ウ
ソ
で
し
た
。

川
ま
で
引
き
ず
っ
て
い
っ
て
、
淵
に
投
げ
す
て
ま
し
た
。
そ
こ
の
岩
の
上
で
、
つ
か
れ
か

ら
、
つ
い
う
と
う
と
と
し
て
い
る
と
、
こ
の
ま
え
の
若
い
娘
が
あ
ら
わ
れ

と
な
り
、
母
と
し
あ
わ
せ
に
く
ら
し
た
ど
い
う
こ
と
で
す
。
猟
師
の
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ

を
「
長
者
が
原
」
、
カ
ワ
ウ
ソ
を
投
げ
こ
ん
だ
淵
を
「
カ
ワ
ウ
ソ
淵
」
、
竜
宮
へ
向
け
て
、
船

を
出
し
た
あ
た
り
を
「
江
舟
」
と
名
づ
け
ら
れ
、
今
も
そ
の
地
名
が
あ
り
ま
す
。

－

の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
め

乗
り
く
だ
さ
い
Ｊ
ご
て
ん
に
つ
い
た
猟
師
は
、
月
日
の
た
つ
の
も
忘
れ
、
毎
日
、
夢
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
え

う
に
す
ご
し
て
い
ま
し
た
が
、
や
が
て
母
の
と
こ
ろ
へ
帰
り
た
く
な
り
ま
し
た
。
ぞ
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
か
ら
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ょ
う
じ
ゃ

き
、
お
と
ひ
め
た
ち
か
ら
、
た
く
さ
ん
の
宝
物
を
も
ら
い
ま
し
た
。
村
い
ち
ば
ん
の
長
者



ま
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
同
じ
時
間
に
、
そ
の
若
者
の
家
か
ら
、
あ
や
し
い
煙
が
た
ち
の

ぼ
り
、
お
そ
ろ
し
い
化
け
も
の
が
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
。
ぶ
き
み
な
な
き
声
が
、
村
の
空
を

か
け
め
ぐ
り
ま
し
た
。

　
朝
に
な
っ
て
、
村
の
人
び
と
は
、
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
体
を
ひ
き
さ
か
れ
た
、
牛
や

馬
の
死
が
い
、
病
気
に
な
っ
た
村
の
人
び
と
、
貧
し
い
け
れ
ど
も
平
和
な
村
だ
っ
た
の
に

ら
を
お
さ
え
て
苦
し
み
は
じ
め
、
手
当
て
の
か
い
も
な
く
、
あ
っ
と
い
う
ま
に
、
死
ん
で
し

圖
空
か
け
る
魔
鬼

今
か
ら
四
百
年
も
昔
の
話
で
す
。
あ
る
夏
の
夜
、
ひ
と
り
の
若
者
が
、
と
つ
ぜ
ん
、
は

悪
魔
の
住
む
村
と
な
っ
た
の
で
す
。
人
び
と
は
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
、
つ
ぎ
つ

ぎ
と
、
死
ん
で
い
き
ま
し
た
。

　
さ
い
し
ょ
に
死
ん
だ
若
者
の
仲
間
に
、
弓
矢
の
じ
ょ
う
ず
な
三
人
の
若
者
が
い
ま
し
た
。

さ
い
わ
い
に
、
こ
の
三
人
の
若
者
は
、
ま
だ
、
元
気
だ
っ
た
の
で
、
化
け
も
の
を
た
い
じ

－ ９５



る
ど
い
つ
め
が
、
屋
根
を
け
や
ぶ
り
、
牛
を
め
が
け
て
、
お
そ
い
か
か
り
ま
し
た
。
三
人

は
、
い
っ
せ
い
に
矢
を
は
な
ち
ま
し
た
。
ね
ら
い
た
が
わ
ず
、
化
け
も
の
に
あ
た
り
、
青

つ
が
え
て
、
い
ま
か
い
ま
か
と
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
う
ち
に
、
な
ま
ぐ
さ
い
風
が
ふ
き
、
お
そ
ろ
し
い
声
が
ひ
び
き
、
化
け
も
の
の
す

し
て
や
ろ
う
と
相
談
し
、
村
は
ず
れ
の
家
に
、
よ
く
ふ
ど
っ
た
牛
を
お
い
て
、
弓
に
矢
を

黒
い
血
を
の
こ
し
て
、
深
い
谷
間
に
消
え
て
い
き
ま
し
た
。

　
二
日
後
、
家
の
前
の
川
に
今
ま
で
見
た
こ
ど
も
な
い
、
大
う
な
ぎ
が
流
れ
て
い
ま
し
た
。

何
か
の
霊
に
ち
が
い
な
い
と
、
神
明
さ
ま
に
ま
つ
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
は

病
気
に
か
か
る
人
は
、
い
な
く
な
り
ま
し
た
。
的
を
化
け
も
の
に
み
た
て
て
、
矢
を
い
る

と
い
う
、
横
坂
の
神
明
社
の
「
的
祭
り
」
の
行
事
は
、
昔
の
い
い
つ
た
え
を
ま
も
り
い
つ

９６ －



新　し　　ぃ　　時　代 武士の世の中 時

代明　　　　　　　治 ｊ工　　　戸

一　　一　一一一一一　一一一一一　一一

／Ｘ　　　ノ＼　／ＸノＸ　／Ｘ　ノＸ　／Ｘ　／Ｘ　７Ｘ　ノＸノＸノＸ　ノＸノＸ
／Ｘ　　　　　　七　七七七七七　六五四三三　－○
九　　九　五四三二ー　七五九六二　ー九

せ

い
れ
き

●●●●●●●●●●　　●●●●●　　●●
町戸高裁野立相高字藩が江吉萩大喪任平た
村長瀬場戸野原瀬制をは戸田の洪者者助い
制役はに呂支でに発やじ幕松江水原と　｀こ

施場支川支校石川布めま府陰向　｀村し権わ
行を校上校閲灰上　てるががに家でて左ん
　置と小開校石小　山　ほ松明がいし衛ぜ
　くな学校　を学　ロ　ろ下倫七つよ門き
　♀る咬　　ほ校　県　ん村館十きけのの
　　　　を　　　りを　が　で塾が軒がいこい
　公　弓　　はた　で　天をで余おさ人っ
　行　　　転　　　　　じて　き　皇ひきりこれがき

　萱　　　　める　た　中らる流るるい　お

　－　　　　　る　　　　　　心く　　失　　　っこ

　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　きる
　　　　　　　　　　　　　政　　　　　　　の
　　　　　　　　　　　　　治　　　　　　　責

で

き

－ｆ
乙

と

武士　の世の中 きぞくの世の中 大むかし 時

代江　　戸 室町 鎌倉 平安 奈　良

一一一一一一一一　　　一

六六六六六五五四　　　一　　七
九五五二〇九五－　　　７Ｘ　　　　　　Ｏ

九八五五八四七一　　　七　　－

せ

い
れき

　●●●●●●●●　　　●　　　●　　　　●ぇ椿惣実村萩稲毛悔　　　そ　　　阿　　米石
ひ村ノ相は城寿利岳　　　ま　　　武　　づ器
ねの瀬寺椿が院元寺　　　仮　　郡　　くや
村支がか東でが就が　　　を　　　の　　り土

とごまた西きたがた　　　切　　　戸　　を器
本ぅをつのるつ周つ　　　り　　　数　　はを
に川ひ一川　　↓防－　　　だ　　千　　じ使
の上ら山上　椙長立　　　し　　　戸　　　めっ
ら村ぃ豆と　昌門君　　，ょ　　　以　　　るた

　・た　　　ぃ　　　院を　　　　　じ　　　下
　野と　ぅ　こ平　　　　め　戸ぃ　　　　　　　ｉ考定　　　　６
　呂ぅ　　　　忿

　村

で

き

－φ－

ど

川
上
村
の
歴
史
年
表

－ ９７ －



新　　し　　　い　　　　時　　代 時

代昭　　　　　　　　　和

一一　一一　　　　－　　－－－　　－
九九　九九　　　　九　　九九九　　九
四四　四四　　　　四　　三三三　　二

七六　五二　　　　ー　　七三一　　　八

せ

い
れ
き

　●●●●●●　　●●●　　●●●●●　　●
　国新農戦広萩をぶ太萩山椿立山発高指‾１
　民憲地争島に天１平｜休載野陰昌測定川
　学法かが・保然　洋長千・小本寺｜　上
　校が｀｀お長健記討戦門五惣学線が渦　　村ヱをでかわ竹所念ュ争峡百良佼がたヶ　の

ぺ小きぐるにが物ス・起関町台へ全つ原　ム

＝ｆに‘　７でにおるバ歩大道通　間　ク
７校　行　　ばき指よ　ス焼火文す　バ　ゲ

づ　欠　言句万　いロド　晶　；

四ｂ　　る　　ん　　　ど　　　　戸館　　　通　　天
引ｌ　　　　萱　　　ご　　　　ｊ鬘　　　　　　　塁

ド　｛　Ｘ　　　　　ヅｙ

で

き

－ｆ～

と

新　　し　　　　ぃ　　　　時　　代
時

代大　　　　　　　　　正 明　治

一一　　一　一一　一一　一一　－一一
九九　　九　九九　九九　九九　九九八
二二　　二　二二　二ー　一一　－○九

五四　　三　二ー　○八　　　七二　　ー○二

せ
ｔｘ

れき
●●●●●●●●●●●●●●●　　●●●
萩殺ｊェ山‾・川玉阿相殺‾１二村映萩命い白川
「　１舟田長上泉武原｜長義の場｜名ま上上
東映・け門ゅ寺川の山門民主に小　の原で
殺場野い芦うか下大田で。なゅ郡　長を奏
聞関戸ゅをぴたり火｜ぱひとう間　門田蚕
にに呂殺名んつ客で明けをこびに　峡にが
鉄バに１勝菊２舟役木ごたろん東　　をかは
道ス電明地で堡組場のをてに菊合　．いじ
開ｙ灯木指電葱合な道－・６電ヵ，自　長たま
通通が間定信　でど路長　灯で動　門ぐる

　るつの　を　きやが門　がき車　やす
　　　ぐ　ノぐ　　　は　るけで芦　つる走　ばる
　　　　ス　　じ　　　るきと　　く　　る　　け
　　　　が　め　　　　る改　　　　　　　　　　い
　　　　通　　る　　　　　　め　　　　　　　゛
　　　　る　　　　　　　　る　　　　　　　と

で

き

－か～

と

－ ９８－



新　　し　　　ぃ　　　　時　　代 時

代昭　　　　　　　　　和

－　一一　一一　　一　　一一一一
九　九九　九九　　九　　九九九九
七　七六　六六　　六　　六六六五

－　○九　八七　　六　　四三一九

せ

Ｘゝ

れ
き

●●●●●●　　●●●　　●●　　●●●●
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小
学
校
三
年
の
郷
土
川
上
の
学
習
、
四
年
の
萩
市
の
学
習
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
、
社

会
科
の
副
読
本
「
か
わ
か
み
」
で
す
が
、
初
版
か
ら
十
年
の
年
月
が
た
ち
、
村
や
萩
市
の

よ
う
す
も
、
大
き
く
か
わ
り
ま
し
た
の
で
、
改
訂
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
た
び
は
、
子
ど
も
だ
け
で
な
く
、
一
般
の
人
に
も
読
ん
で
も
ら
お
う
と
思
っ
て
、

編
集
し
ま
し
た
の
で
、
中
に
は
少
し
む
ず
か
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
先
生

や
お
う
ち
の
人
に
教
え
て
も
ら
っ
て
、
村
の
こ
と
を
よ
く
知
り
、
村
を
愛
す
る
人
に
な
っ

あ
と
が
き

－

昭
和
六
十
一
年
九
月
　
　
川
上
村
立
川
上
小
学
校
長
　
　
鍵
　
村
　
　
勝

て
く
だ
さ

Ｘ
Ｏ

―
・
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