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今
年
も
師
走
と
な
り
、
な
に
か
と
慌
し
い
時
期
と
な

り
ま
し
た
。
十
一
月
二
十
二
日
に
発
生
し
た
長
野
北
部

地
震
で
は
人
命
こ
そ
損
な
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
多

数
の
怪
我
人
と
四
百
十
八
棟
の
民
家
が
損
壊
す
る
等
、

甚
大
な
被
害
が
で
ま
し
た
。
災
害
に
明
け
暮
れ
た
日
本

列
島
の
一
年
で
し
た
が
、
幸
い
本
村
は
大
き
な
災
害
も

な
く
越
年
で
き
そ
う
で
す
。
油
断
は
禁
物
、
何
時
起
き

る
か
わ
か
ら
な
い
大
地
震
へ
の
備
え
を
急
が
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
痛
切
に
感
じ
た
一
年
で
し
た
。
▼
十
一
月

に
成
立
し
た「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
」に
は
、﹃
少

子
高
齢
化
の
進
展
に
的
確
に
対
応
し
、
人
口
の
減
少
に

歯
止
め
を
か
け
る
と
と
も
に
、
東
京
圏
へ
の
人
口
の
過

度
の
集
中
を
是
正
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
住
み
よ
い

環
境
を
確
保
し
て
、
将
来
に
わ
た
っ
て
活
力
あ
る
日
本

社
会
を
維
持
し
て
行
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
﹄
と
あ
り

ま
す
。
▼
今
度
の
法
律
で
は
、
国
は
今
ま
で
以
上
に
積

極
的
に
地
方
自
治
体
と
関
与
し
な
が
ら
政
策
を
進
め
て

い
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
自
治
体
自
ら
が
発

案
し
て
地
域
を
経
営
し
て
行
く
時
代
の
到
来
で
あ
り
、

各
自
治
体
の
政
策
立
案
能
力
や
実
行
力
が
問
わ
れ
る
時

代
と
も
言
え
ま
す
。
▼
今
年
の
全
国
町
村
長
大
会
で
発

表
さ
れ
た
大
会
ス
ロ
ー
ガ
ン
に「
人
口
減
少
を
克
服
し
、

活
力
あ
る
地
方
の
創
生
」「
田
園
回
帰
の
時
代
を
開
き
、

都
市
と
農
山
漁
村
の
共
生
社
会
を
実
現
」
と
い
う
二
項

目
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
二
つ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
こ
そ
東

白
川
村
の
目
指
す
べ
き
方
向
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
東

白
川
村
の
進
む
べ
き
道
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
▼
来
る

新
年
が
こ
の
村
に
と
っ
て
文
字
通
り
新
し
い
出
発
の
年

に
な
る
よ
う
邁ま

い
し
ん進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

村
長
室
か
ら
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平
成
十
九
年
の
道
路
交
通
法
の
改
正

に
よ
り
飲
酒
運
転
等
が
厳
罰
に
な
っ
た

た
め
、
飲
酒
運
転
や
飲
酒
運
転
に
よ
る

事
故
は
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、
無
く

な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
県
内
で
は

本
年
十
月
末
現
在
、
飲
酒
運
転
に
よ
る

事
故
が
四
件
発
生
し
て
い
ま
す
。
飲
酒

運
転
で
検
挙
さ
れ
る
ド
ラ
イ
バ
ー
も
後

を
絶
た
ず
、
飲
酒
運
転
が
横
行
し
て
い

る
事
も
現
状
で
す
。

　
ア
ル
コ
ー
ル
は
少
量
で
も
脳
の
機
能

が
麻
痺
し
、
安
全
運
転
に
必
要
な
判
断

力
や
注
意
力
な
ど
を
低
下
さ
せ
、
死
亡

事
故
を
含
む
重
大
事
故
に
つ
な
が
る
恐

れ
が
多
く
な
り
ま
す
。

　
特
に
こ
れ
か
ら
年
末
年
始
を
控
え
、

忘
年
会
や
新
年
会
、
同
窓
会
、
成
人
式

等
で
飲
酒
の
機
会
が
増
え
て
き
ま
す

が
、「
ち
ょ
っ
と
だ
け
」「
す
ぐ
そ
こ
ま

で
」
と
軽
い
気
持
ち
で
運
転
す
る
こ
と

で
、
仕
事
や
社
会
的
地
位
を
失
い
家
庭

崩
壊
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
飲
酒
に
よ
る
健
康
障
害
に
も
注
意
が

必
要
で
す
。
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
は
、
そ

の
飲
み
方
に
よ
っ
て
は
、
急
性
ア
ル
コ

ー
ル
中
毒
や
肝
臓
や
す
い
臓
な
ど
の
臓

器
疾
患
を
引
き
起
こ
し
た
り
、
生
活
習

慣
病
を
助
長
さ
せ
た
り
、
不
適
切
な
飲

酒
は
重
大
な
病
気
を
引
き
起
こ
す
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　
特
に
大
学
生
や
新
社
会
人
で
は
、
お

酒
の
一
気
飲
み
を
強
要
さ
れ
、
急
性
ア

ル
コ
ー
ル
中
毒
に
よ
り
死
亡
に
至
る
ケ

ー
ス
が
毎
年
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
ア
ル
コ
ー
ル
の
分
解
能
力
は
人
そ
れ

ぞ
れ
で
す
が
、
成
人
男
性
で
一
日
平
均

純
ア
ル
コ
ー
ル
約
二
十
グ
ラ
ム
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

○
日
本
酒
（
十
五
度
）

　
　
　
　
　
　
　
＝
一
合（
一
八
〇
㎎
）

○
ビ
ー
ル
（
五
度
）

　
　
　
　
　
＝
中
瓶
一
本（
五
〇
〇
㎎
）

○
ワ
イ
ン
（
十
二
度
）

　
　
　
＝
グ
ラ
ス
二
杯
弱（
二
〇
〇
㎎
）

楽
し
い
年
末
年
始
を
過
ご
そ
う

　
正
月
の
縁
起
物
と
し
て
欠
か
せ
な
い
お
酒
や
お
餅
で
す
が
、
毎
年
お
酒
に
よ
る
事
故

や
お
も
ち
を
の
ど
に
詰
ま
ら
せ
る
事
故
が
発
生
し
ま
す
。
た
っ
た
一
度
の
事
故
で
楽
し

い
お
正
月
の
雰
囲
気
が
台
無
し
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
心
身
と
も
に
慌
た
だ

し
く
、
人
や
車
の
移
動
が
多
く
な
る
こ
と
か
ら
、
風
邪
や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
感
染

症
、
交
通
事
故
に
も
注
意
が
必
要
で
す
。

　
今
回
は
、
楽
し
い
年
末
年
始
を
過
ご
す
た
め
に
、
飲
酒
に
よ
る
事
故
と
お
餅
に
よ
る

窒
息
事
故
の
予
防
策
、
感
染
症
対
策
等
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

飲
酒
運
転
の
根
絶
を

～
予
防
の
ポ
イ
ン
ト
～

①
体
調
が
す
ぐ
れ
な
い
時
は
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
飲
酒
は
し
な
い
。

②
一
気
飲
み
な
ど

　
短
時
間
で
の
多
量
飲
酒
は
避
け
る
。

③
飲
酒
の
強
要
は
し
な
い
。

④
周
囲
の
人
は
酔
っ
た
人
に
　
　
　
　

　
　
　
つ
き
添
い
一
人
に
さ
せ
な
い
。

～
予
防
の
ポ
イ
ン
ト
～

①
飲
ん
だ
ら
絶
対
に
運
転
し
な
い
。

②
飲
ん
だ
人
に
は
車
を
貸
さ
な
い
。

③
運
転
す
る
人
に
は
酒
を
出
さ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勧
め
な
い
。

④
飲
ん
だ
人
に
は
運
転
を
さ
せ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
乗
し
な
い
。

東白川村駐在所勤務

三輪義隆　巡査部長

　
東
白
川
村
は
、
県
下
で
最
も
事
件
事

故
の
少
な
い
安
心
安
全
な
村
で
す
。
そ

れ
も
ひ
と
え
に
村
民
皆
様
の
安
心
安
全

に
対
す
る
意
識
の
高
さ
の
賜
物
と
敬
意

を
表
す
次
第
で
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
県
下
的
に
は
、毎
年
、

年
末
年
始
に
悲
惨
な
交
通
事
故
が
多
発

し
て
い
ま
す
。
妨
げ
る
事
故
と
妨
げ
な

い
事
故
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
自
ら

は
防
衛
運
転
に
努
め
、
交
通
事
故
に
遭

わ
な
い
よ
う
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

　
特
に
酒
酔
い
運
転
は
、
五
年
以
下
の

懲
役
、
ま
た
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
が

科
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
免
許
証
取
り
消
し

処
分
と
な
る
重
大
な
犯
罪
で
す
。
車
両

の
提
供
者
、
同
乗
者
、
種
類
の
提
供
者

に
も
同
様
の
厳
し
い
罰
則
が
科
せ
ら
れ

ま
す
。

　
村
内
で
悲
し
い
事
故
が
起
き
な
い
よ

う
、
最
も
安
心
安
全
な
村
で
あ
り
続
け

て
い
く
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
、
赤
い

門
灯
を
灯
し
続
け
ま
す
。
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　「
不
慮
の
窒
息
」の
事
故
は
家
庭
内
で

起
こ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
中
で
も
特

に
、
高
齢
者
の
餅
に
よ
る
窒
息
事
故
が

高
い
割
合
を
占
め
て
い
ま
す
。
毎
年
約

九
千
人
が
、
窒
息
が
原
因
で
亡
く
な
っ

て
い
る
中
、
餅
を
食
べ
る
機
会
が
多
い

十
二
月
か
ら
二
月
が
そ
の
三
分
の
一

と
、
事
故
が
集
中
し
て
い
ま
す
。
年
間

を
通
じ
て
死
亡
者
数
の
八
五
％
以
上
を

六
十
五
歳
の
方
が
占
め
て
い
ま
す
が
、

特
に
一
月
は
、
高
齢
者
の
方
が
占
め
る

割
合
が
約
九
〇
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
高
齢
者
に
な
る
と
、
そ
し
ゃ
く
力
や

飲
み
込
む
力
が
低
下
し
、
食
べ
た
物
を

し
っ
か
り
か
ん
で
な
め
ら
か
に
飲
み
込

む
こ
と
が
難
し
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、

餅
は
口
や
の
ど
の
温
度
に
よ
っ
て
餅
の

温
度
が
下
が
る
と
く
っ
つ
き
や
す
く
な

り
ま
す
。
こ
う
し
た
高
齢
者
の
口
や
の

ど
に
起
こ
る
変
化
や
餅
の
特
徴
を
知
っ

て
お
く
こ
と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
窒
息
事
故
が
起
き
た
場
合
、

窒
息
し
た
人
に
は
喉
に
手
を
当
て
て
呼

吸
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
す
動

作
（
チ
ョ
ー
ク
サ
イ
ン
）
が
見
ら
れ
ま

す
。
餅
を
食
べ
て
い
る
人
に
こ
う
し
た

動
き
が
見
ら
れ
た
り
、
急
に
顔
色
が
悪

く
な
っ
た
り
し
た
時
は
窒
息
が
疑
わ
れ

ま
す
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
救
急
へ

通
報
し
、
速
や
か
に
応
急
手
当
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

～
予
防
の
ポ
イ
ン
ト
～

①
外
出
時
は
マ
ス
ク
を
着
用
す
る
。

②
帰
宅
後
、
手
洗
い
・
う
が
い
を
行
う
。

③
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
事
を
と
る
。

④
風
邪
の
症
状
が
出
た
ら
、　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
外
出
を
控
え
る
。

⑤
十
分
な
睡
眠
時
間
を
確
保
す
る
。

～
予
防
の
ポ
イ
ン
ト
～

①
餅
は
小
さ
く
切
っ
て
、

　
　
　
食
べ
や
す
い
大
き
さ
に
す
る
。

②
お
茶
や
水
を
飲
ん
で
、

　
　
　
喉
を
湿
ら
せ
て
か
ら
食
べ
る
。

③
ゆ
っ
く
り
か
ん
で
、
お
餅
を

　
　
　
細
か
く
し
て
か
ら
飲
み
込
む
。

④
口
の
中
の
分
が
飲
み
込
め
て
か
ら
、

　
　
　
次
の
食
べ
物
を
口
に
入
れ
る
。

⑤
な
る
べ
く
一
人
で
食
べ
な
い
で
、　

　
　
周
り
に
人
が
い
る
時
に
食
べ
る
。

　
①
の
写
真
が
チ
ョ
ー
ク
サ
イ
ン
で
す

が
、
こ
の
他
に
、
の
ど
を
か
く
よ
う
な

動
作
を
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
動
作
が
見
ら
れ
た
ら
、
ま
ず
は

１
１
９
番
通
報
を
し
て
、
次
の
応
急
手

当
に
移
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
窒
息
時
の
応
急
手
当
に
は
、
大
き
く

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
感
染
力
は
非
常

に
強
く
、
日
本
人
の
約
十
人
に
一
人
は

感
染
し
て
い
ま
す
。
年
末
年
始
は
帰
省

や
外
出
な
ど
、
人
の
移
動
が
多
く
な
る

た
め
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
始
め
と
す

る
感
染
症
の
予
防
が
必
要
で
す
。

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
感
染
経
路
に
は

二
種
類
あ
り
ま
す
。
一
つ
目
は
、
感
染

者
の
せ
き
や
く
し
ゃ
み
の
飛
沫
を
吸
い

込
む
こ
と
に
よ
る
飛
沫
感
染
で
す
。
も

う
一
つ
は
接
触
感
染
で
す
。
感
染
者
が

せ
き
や
く
し
ゃ
み
、
鼻
水
の
付
い
た
手

で
ド
ア
ノ
ブ
や
ス
イ
ッ
チ
等
を
触
る
と

そ
こ
に
ウ
イ
ル
ス
が
付
着
し
ま
す
。
そ

の
場
所
に
別
の
人
が
触
れ
、
さ
ら
に
そ

の
手
で
鼻
や
口
に
触
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
粘
膜
等
を
通
じ
て
感
染
し
ま
す
。

　
も
し
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
感
染
し
て

し
ま
っ
た
時
は
「
他
の
人
に
う
つ
さ
な

い
」
こ
と
が
大
切
で
す
。
同
居
す
る
家

族
や
重
篤
に
な
り
や
す
い
高
齢
者
、
子

ど
も
、
妊
婦
等
に
は
な
る
べ
く
接
触
し

な
い
よ
う
心
が
け
、
患
者
は
な
る
べ
く

離
れ
て
静
養
し
ま
し
ょ
う
。

分
け
て
二
種
類
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
腹
部
突
き
上
げ
法
（
②
）
で

す
。片
方
の
手
で
握
り
こ
ぶ
し
を
作
り
、

傷
病
者
を
後
ろ
か
ら
抱
え
る
よ
う
に
腕

を
組
み
ま
す
。
へ
そ
の
上
、
み
ぞ
お
ち

の
下
に
こ
ぶ
し
を
当
て
、
手
前
上
方
向

に
圧
迫
す
る
よ
う
に
素
早
く
つ
き
上
げ

ま
す
。
も
う
一
つ
は
背
部
叩
打
法（
③
）

で
、
傷
病
者
の
肩
甲
骨
と
肩
甲
骨
の
間

を
連
続
し
て
叩
き
ま
す
。
③
の
方
法
は

妊
婦
や
乳
児
に
も
行
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
傷
病
者
が
起
き
上
が
れ
な

い
時
は
、
横
に
な
っ
た
状
態
で
背
部
叩

打
法
（
④
）
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

咳
が
出
る
よ
う
な
ら
咳
を
さ
せ
て
く

だ
さ
い
。
腹
部
突
き
上
げ
法
を
行
っ
た

場
合
は
、
内
臓
を
痛
め
て
い
る
可
能
性

が
あ
る
た
め
、
そ
の
こ
と
を
救
急
隊
員

に
伝
え
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
異
物
が

と
れ
た
場
合
も
、
医
師
の
診
察
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。

餅
に
よ
る
窒
息
を
無
く
そ
う

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
注
意
し
よ
う

窒
息
時
の
応
急
手
当

①

②

④

③

チョークサイン

背部叩打法

腹部突き上げ法

背部叩打法
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東
白
川
村
文
化
祭
が
十
一
月
二
、三

日
の
二
日
間
、
は
な
の
き
会
館
と
別
館

で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
三
日
に
行
わ
れ
た
芸
能
発
表
会
で
は

民
謡
や
踊
り
、
合
唱
、
演
奏
等
、
村
内

の
九
団
体
、
百
人
以
上
が
熱
の
こ
も
っ

た
発
表
を
し
ま
し
た
。ま
た
別
館
で
は
、

二
日
間
を
通
し
て
文
化
展
が
開
か
れ
、

訪
れ
た
人
は
展
示
さ
れ
た
小
中
学
生
や

サ
ー
ク
ル
等
か
ら
出
品
さ
れ
た
写
真
や

生
け
花
等
の
作
品
、
四
百
八
十
点
を
興

味
深
そ
う
に
鑑
賞
し
て
い
ま
し
た
。

　
文
化
祭
は
日
頃
の
活
動
を
村
民
に
紹

介
す
る
晴
れ
舞
台
、
文
化
協
会
が
企
画

し
毎
年
開
催
さ
れ
ま
す
。

むらの話題

文
化
活
動
の
成
果
を
披
露

三
百
人
が
訪
れ
盛
大
に
開
催

小学生による息の合った檜茶太鼓

　
十
一
月
八
日
、
中
学
校
の
合
唱
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
が
は
な
の
き
会
館
で
開
か

れ
、
全
十
二
曲
を
歌
い
上
げ
ま
し
た
。

　
今
年
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
結
ぶ
～
つ

な
ぐ
声
と
心
～
」、
合
唱
の
向
上
を
図

る
と
同
時
に
仲
間
へ
の
思
い
や
絆
、
信

じ
る
心
を
深
め
よ
う
と
す
る
思
い
が
込

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
年
は
三
年
生
有

志
の
四
人
が
四
重
唱
に
挑
戦
し
た
り
、

苦
手
な
部
分
を
繰
り
返
し
練
習
し
た
り

す
る
な
ど
、
合
唱
に
積
極
的
な
姿
勢
で

取
り
組
み
ま
し
た
。

　
音
楽
指
導
の
横
山
先
生
か
ら
あ
げ
ら

れ
た
「
声
に
表
情
を
つ
け
る
」
等
の
ア

ド
バ
イ
ス
を
も
と
に
、
合
唱
に
さ
ら
な

る
磨
き
を
か
け
伝
統
を
引
き
継
い
で
い

き
ま
す
。

即
売
会
で
は
多
く
の
人
が
先
を
争
っ
て

買
い
求
め
て
い
ま
し
た
。

　
約
二
千
人
の
来
場
者
で
会
場
は
賑
わ

い
を
み
せ
、
村
の
秋
の
イ
ベ
ン
ト
を
思

い
思
い
に
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
　
　

　
な
お
、
開
会
式
で
表
彰
さ
れ
た
方
は

次
の
通
り
で
す
。

産
業
振
興
功
労
賞
・
奨
励
賞
受
賞
者

　
功
労
賞

　
　
村
雲

光
好
さ
ん
（
加
舎
尾
）

　
　
安
江

道
則
さ
ん
（
大
明
神
）

　
　
杉
山

信
男
さ
ん
（
大
沢
）

　
　
安
江

力
男
さ
ん
（
下
野
）

　
奨
励
賞

　
　
田
口

泰
宏
さ
ん
（
大
明
神
）

農
産
物
品
評
会

　
可
茂
農
林
事
務
所
長
賞

　
　
田
口

美
佐
子
さ
ん
（
西
洞
）

　
東
白
川
村
長
賞

　
　
熊
澤

清
子
さ
ん
（
黒
渕
）

　
め
ぐ
み
の
農
業
協
同
組
合
長
賞

　
　
村
雲

知
巳
さ
ん
（
西
洞
）

　
東
白
川
村
園
芸
振
興
会
長
賞

　
　
今
井

義
尚
さ
ん
（
平
）

美
し
い
村
東
白
川
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト

　
最
優
秀
賞
　
田
口
芳
宏
さ
ん（
中
谷
）

　
　
優
秀
賞
　
田
口
廣
美
さ
ん（
親
田
）

　
　
優
秀
賞
　
安
江
良
浩
さ
ん（
親
田
）

　
　
優
秀
賞
　
小
池
捷
一
さ
ん（
西
洞
）

最
高
の
合
唱
を
披
露

受
け
継
が
れ
る
中
学
校
の
伝
統圧巻だった全校合唱

　
村
の
産
業
祭
（
秋
フ
ェ
ス
タ
）
が
十

一
月
十
六
日
に
は
な
の
き
会
館
周
辺
で

行
わ
れ
ま
し
た
。

　
開
会
式
で
は
、
村
の
産
業
振
興
に
貢

献
し
た
人
・
今
後
の
活
躍
が
期
待
さ
れ

る
人
や
農
産
物
品
評
会
、
美
し
い
村
東

白
川
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
の
入
賞
者
の

表
彰
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
会
場
で
は
、
村
内
外
の
事
業
所
が
テ

ン
ト
を
並
べ
特
産
物
の
販
売
等
が
、
ま

た
ス
テ
ー
ジ
で
は
、
中
学
校
吹
奏
楽
部

や
檜
茶
太
鼓
の
演
奏
、
大
道
芸
人
に
よ

る
曲
芸
、
餅
つ
き
、
抽
選
会
等
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
恒
例
の
農
産
物
品

評
会
に
は
二
百
十
八
点
が
出
品
さ
れ
、

村
の
産
業
一
堂
に

秋
の
一
大
行
事瞬く間に売れた品評会に出された農産物



5 広報ひがししらかわ12H26.

明るい話題をご提供下さい

　
東
白
川
村
歴
史
講
座
が
十
一
月
三
日

に
こ
も
れ
び
の
館
で
開
か
れ
、
村
内
外

の
約
七
十
人
が
受
講
し
ま
し
た
。

　
文
化
財
審
議
会
が
村
の
歴
史
を
多
く

の
人
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
企
画
し

ま
し
た
。
講
師
を
務
め
た
中
津
川
市
苗

木
遠
山
資
料
館
の
千
早
保
之
さ
ん
は

「
言
い
伝
え
で
は
な
い
、
資
料
に
残
る

史
実
を
知
っ
て
ほ
し
い
」
と
、
廃
仏
毀

釈
が
行
わ
れ
た
当
時
を
解
説
し
ま
し

た
。
中
に
は
村
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
歴

史
も
あ
り
、
当
時
の
村
の
情
勢
を
聴
い

た
参
加
者
は
驚
い
た
様
子
で
し
た
。

　
来
年
は
「
安
江
」「
今
井
」
等
の
村

に
多
い
の
苗
字
に
つ
い
て
の
講
座
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

「歴史は様々な視点から見てほしい」と話す千早さん

「
お
寺
の
な
い
村
」
の
歴
史

残
さ
れ
た
資
料
を
解
説

ま
ず
は
地
元
の
方
か
ら

　
お
茶
の
淹
れ
方
講
座
が
十
一
月
十
四

日
に
は
な
の
き
別
館
で
開
か
れ
、
お
茶

の
歴
史
や
お
い
し
い
淹
れ
方
等
が
説
明

さ
れ
ま
し
た
。

　
美
濃
白
川
茶
匠
会
の
「
お
も
て
な
し

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
一
環
で
行
わ
れ
た

講
座
は
、
安
江
真
治
副
会
長
（
黒
渕
）

が
講
師
を
務
め
ま
し
た
。
一
煎
目
と
二

煎
目
の
淹
れ
方
の
違
い
や
、
濃
い
目
の

お
茶
を
氷
の
入
っ
て
い
る
コ
ッ
プ
に
直

接
注
ぐ
、「
ロ
ッ
ク
」
の
作
り
方
を
実

演
し
、
参
加
者
は
「
風
味
豊
か
な
お
茶

を
味
わ
え
た
」
と
話
し
ま
し
た
。

　
講
座
は
、
お
い
し
い
お
茶
の
淹
れ
方

を
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
お
う
と
随

時
開
催
し
て
い
ま
す
。

お
茶
の
需
要
拡
大
を
目
指
す

メモをとりながら講義を受ける

　
十
一
月
十
五
日
、
小
学
校
音
楽
発
表

会
が
開
か
れ
、
学
級
ご
と
に
合
唱
と
演

奏
を
披
露
し
ま
し
た
。

　
こ
の
日
に
向
け
、
授
業
や
休
み
時
間

を
使
い
練
習
を
重
ね
、
合
唱
中
の
振
り

や
合
奏
の
隊
形
等
に
工
夫
が
み
ら
れ
ま

し
た
。
ま
た
、高
学
年
の
合
奏
で
は「
責

任
感
を
持
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
音
楽

指
導
の
飯
塚
先
生
の
考
え
の
も
と
、
多

種
の
楽
器
を
使
い
、
な
る
べ
く
一
人
一

人
が
違
う
楽
器
を
担
当
す
る
よ
う
に
し

ま
し
た
。

　
会
場
を
訪
れ
た
保
護
者
の
一
人
は

「
元
気
の
良
い
発
表
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

も
ら
っ
た
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

迫力のあった６年生の合唱

心
に
残
る
歌
声
、
演
奏
を

元
気
い
っ
ぱ
い
の
音
楽
発
表
会

自
分
を
信
じ
る
こ
と
が
大
切

　
文
化
講
演
会
が
十
一
月
三
十
日
に
、

は
な
の
き
会
館
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　
今
年
は
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
つ
な
げ
よ

う
と
、
プ
ロ
野
球
解
説
者
の
工
藤
公
康

氏
が
講
師
と
し
て
招
か
れ
ま
し
た
。「
諦

め
な
い
心
」
と
題
さ
れ
た
講
話
で
は
、

自
身
の
生
い
立
ち
や
経
歴
を
話
す
中

で
、
子
ど
も
の
体
力
を
伸
ば
す
育
て
方

や
制
球
力
を
鍛
え
る
練
習
な
ど
、
実
際

に
取
り
組
ん
だ
成
功
体
験
等
を
紹
介
し

ま
し
た
。

　
隔
年
で
開
か
れ
る
文
化
講
演
会
、
広

く
村
民
の
方
に
文
化
に
親
し
ん
で
も
ら

お
う
と
教
育
委
員
会
が
企
画
し
、
今
後

も
続
け
て
い
き
ま
す
。

工
藤
公
康
氏
の
生
き
方３５０人の来場者を前に熱弁を振るう
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【
東
白
川
村
】

■
ふ
る
さ
と
思
い
や
り
基
金

金
二
万
円
⋮
山
下
妙（
大
阪
府
）

金
二
万
円
⋮

　
　
　
　
西
村
栄
司（
京
都
府
）

金
二
万
円
⋮
匿
名

金
一
万
円
⋮
匿
名

■
医
療
・
保
健
福
祉
部
門

金
六
万
円
⋮
安
江
一
生（
陰
地
）

金
一
万
円
⋮

　
　
今
井
巳
智
夫（
中
津
川
市
）

■
保
育
園
指
定

竹
網
籠
二
籠
⋮

　
　
纐
纈
英
男
（
白
川
町
）

【
社
会
福
祉
協
議
会
】

金
十
万
円
⋮
今
井
利
隆（
日
向
）

金
二
万
九
千
五
十
円
⋮

　
秋
フ
ェ
ス
タ
農
産
物
品
評
会

清
拭
布
⋮
わ
か
ば
会

古
切
手
⋮
桂
川
　
和
子（
日
向
）

古
切
手
⋮
安
江
　
敏
宏（
黒
渕
）

古
切
手
⋮

　
　
　(

有)

伸
光
電
氣
工
事

御
寄
付

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

※
敬
称
略

お
し
ら
せ

役
場
は
十
二
月
二
十
七
日
か
ら

一
月
四
日
ま
で
お
休
み
で
す
。

○
各
種
証
明
書
の
発
行

　
十
二
月
二
十
七
日
～
一
月
四

日
ま
で
の
間
、
各
種
証
明
書
の

発
行
が
で
き
ま
せ
ん
。
各
種
証

明
書
の
必
要
な
方
は
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　
住
民
票
と
印
鑑
証
明
に
限

り
、
二
十
六
日
ま
で
に
予
約
い

た
だ
け
れ
ば
（
電
話
可
）、
右
記

期
間
で
も
お
渡
し
で
き
ま
す
。

　
受
け
取
り
の
際
は
、
本
人
確

認
が
で
き
る
物
と
手
数
料
三
百

円
（
お
釣
り
の
無
い
よ
う
に
）、

印
鑑
証
明
の
場
合
は
、
印
鑑
登

録
証
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
こ
の
期
間
に
限
ら
ず
、

予
約
を
い
た
だ
け
れ
ば
、
休
日

や
夜
間
で
も
お
渡
し
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

︻
お
問
い
合
わ
せ
・
予
約
先
︼

役
場
住
民
窓
口（
内
線
１
２
１
）

︻
電
話
受
付
時
間
︼

平
日
　
八
時
三
十
分
～

　
　
　
　
　
　
十
七
時
十
五
分

○
診
療
所
休
診
の
お
知
ら
せ

　
診
療
所
は
、
二
十
七
日
の
午

前
に
土
曜
診
療
を
行
い
、
午
後

か
ら
一
月
四
日
（
日
）
ま
で
お

休
み
と
な
り
ま
す
。

　
お
休
み
の
間
、
病
気
の
こ
と

で
心
配
に
な
っ
た
り
、
近
隣
の

病
院
を
探
し
た
り
す
る
際
は
安

心
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

︻
お
問
い
合
わ
せ
先
︼

℡
７
８
︲
２
０
２
３

○
年
末
年
始
の
ご
み
回
収

　
可
燃
ご
み
回
収
年
末
最
終

十
二
月
三
十
日
で
す
。
年
始
最

初
は
一
月
五
日
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
ガ
ラ
ス
類
、
ビ
ン
、

粗
大
ご
み
回
収
は
一
月
九
日
、

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
、発
泡
ト
レ
イ
、

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
包
装
回
収

は
一
月
十
八
日
に
な
り
ま
す
。

　
ご
迷
惑
お
か
け
し
て
申
し
訳

あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
間
違
え
の

無
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
告
知
放
送
の
受
付

　
年
末
年
始
の
放
送
原
稿
は
十

二
月
十
九
日
ま
で
に
ご
提
出
く

だ
さ
い
。

　
こ
れ
以
後
は
、
一
月
五
日
ま

で
受
付
で
き
ま
せ
ん
。
自
治
会

の
集
会
や
新
年
互
例
会
等
に
つ

い
て
放
送
を
希
望
す
る
方
は
お

早
め
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

︻
お
問
い
合
わ
せ
先
︼

情
報
通
信
係
（
内
線
２
４
５
）

確
定
申
告
書
の
作
成

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ

ー
」
で
は
、
画
面
の
案
内
に
従

っ
て
金
額
を
入
力
す
れ
ば
申
告

書
を
自
分
で
作
成
で
き
ま
す
。

　
ま
た
作
成
し
た
デ
ー
タ
は
、

国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ

ム
を
利
用
し
て
提
出
で
き
る
ほ

か
、
印
刷
し
た｢

書
面
」
で
提

出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

︻
お
問
い
合
わ
せ
先
︼
関
税
務
署

℡
０
５
７
５
︲
２
２
︲
２
２
３
３

　
自
動
音
声
に
よ
り
案
内
し
ま

す
。
確
定
申
告
、
贈
与
税
の
申

告
に
関
す
る
相
談
は
（
０
）
を
、

国
税
に
関
す
る
相
談
は
（
１
）

を
、
税
務
署
か
ら
の
照
会
や
お

尋
ね
は
（
２
）
を
選
択
し
て
く

だ
さ
い
。

放
送
大
学
公
開
講
演
・
説
明
会

講
演
会

①
迫
り
く
る
動
物
性
感
染
症

︻
日
時
︼　
一
月
十
七
日

　
　
　
十
三
時
半
～
十
五
時
半

︻
会
場
︼
ふ
れ
あ
い
福
寿
会
館

二
棟
三
階
　
講
堂

︻
講
師
︼
深
田

恒
夫
氏

︻
定
員
︼
二
百
名

説
明
会

②
医
療
関
係
者

　﹁
大
卒
学
位
取
得
﹂
説
明
会

︻
日
時
︼　
一
月
十
八
日

　
　
　
十
三
時
半
～
十
五
時

︻
会
場
︼
ふ
れ
あ
い
福
寿
会
館

二
棟
六
階
六
Ａ
研
修
室

︻
講
師
︼
目
黒

亮
子
氏

　
　
　
　
高
橋

さ
と
み
氏

︻
定
員
︼
五
十
名

　
①
②
い
ず
れ
の
講
演
・
説
明

会
も
参
加
費
は
無
料
で
す
が
、

事
前
の
申
し
込
み
が
必
要
で

す
。

︻
申
込
先
︼
放
送
大
学
　
岐
阜

学
習
セ
ン
タ
ー
窓
口（
電
話
可
）

℡
０
５
８
︲
２
７
３
︲
９
６
１
４

（
月
・
祝
日
を
除
く
九
時
～
十

七
時
半
）

※
両
日
の
十
時
半
～
十
一
時
半

に
放
送
大
学
説
明
会
を
ふ
れ
あ

い
福
寿
会
館
に
て
開
催
し
ま

す
。

広報ひがししらかわ12H26. 6
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体
で
常
時
十
名
未
満
の
場
合
に

は
、
納
入
す
る
市
町
村
長
の
承

認
を
受
け
る
こ
と
で
年
二
回
の

納
入
で
済
ま
せ
ら
れ
ま
す
。

︻
お
問
い
合
わ
せ
先
︼

中
濃
県
税
事
務
所
事
業
税
係

℡
０
５
７
５
︲
３
３
︲
４
０
１
１

役
場
税
務
係
（
内
線
１
３
０
）

林
業
退
職
金
共
済
制
度

　
林
業
の
仕
事
を
し
て
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
か
。
林
退
共

制
度
に
加
入
し
て
い
た
が
、
退

職
金
を
ま
だ
受
け
取
っ
て
い
な

い
方
を
探
し
て
い
ま
す
。以
前
、

林
業
の
仕
事
を
し
て
い
た
が
、

ご
自
身
が
林
退
共
へ
加
入
し
て

い
た
か
分
か
ら
な
い
方
に
つ
い

て
も
お
調
べ
し
ま
す
。

　
ま
た
、
罹
災
さ
れ
た
共
済
契

約
者
及
び
非
共
済
者
の
皆
様
に

対
し
、
各
種
手
続
き
の
必
要
が

生
じ
た
場
合
は
、
で
き
る
限
り

の
範
囲
に
お
い
て
速
や
か
に
対

応
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
の

で
、
最
寄
り
の
支
部
又
は
本
部

へ
お
問
い
合
わ
せ
、
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
も
案
内
し
て
い
ま
す
。

︻
お
問
い
合
わ
せ
先
︼

林
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部

℡
０
３
︲
６
７
３
１
︲
２
８
８
７

特
別
徴
収
義
務
者
指
定
の

　
　
　
　
　
　
　
　

完
全
実
施

①
個
人
住
民
税
を
納
税
す
る
に

あ
た
り
、
従
業
員
に
代
わ
っ
て

事
業
者
の
方
が
、
従
業
員
に
支

払
う
毎
月
の
給
与
か
ら
所
得
税

等
と
同
様
に
個
人
住
民
税
を
天

引
き
し
て
納
入
す
る
こ
と
を
、

「
特
別
徴
収
」
と
言
い
ま
す
。

②
所
得
税
を
給
与
か
ら
天
引
き

し
て
い
る
事
業
者
は
、
個
人
住

民
税
も
天
引
き
し
て
納
入
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
場
合
、
事
業
主
は

「
特
別
徴
収
義
務
者
」
と
な
り

ま
す
。

︻
注
意
︼
個
人
住
民
税
の
給
与

天
引
き
は
、
給
与
支
払
者
で
あ

る
事
業
者
に
義
務
付
け
ら
れ
て

お
り
、
給
与
支
払
額
か
ら
の
法

定
控
除
と
な
り
ま
す
。

︻
ポ
イ
ン
ト
︼
給
与
所
得
者
の

個
人
住
民
税
は
、
特
別
徴
収
に

よ
っ
て
事
業
者
が
納
入
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
従
業
員
が
居

住
し
て
い
る
市
町
村
へ
給
与
支

払
報
告
書
を
提
出
す
る
際
に

は
、
給
与
支
払
報
告
書
に
「
特

別
徴
収
切
替
」
と
朱
書
し
て
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
事
業
者
は
、
給
与
の
支
払
い

を
受
け
る
者
が
そ
の
事
業
所
全

春
休
み
海
外
派
遣

　
国
際
青
少
年
研
修
協
力
会

は
、
体
験
を
通
し
て
お
互
い
の

理
解
や
交
流
を
深
め
、
国
際
性

を
養
う
こ
と
を
目
的
に
実
施
し

て
い
ま
す
。
お
一
人
で
参
加
さ

れ
る
方
が
八
割
以
上
、
初
め
て

海
外
に
行
か
れ
る
方
が
六
割
以

上
の
参
加
で
す
の
で
、
事
前
研

修
会
で
は
仲
間
作
り
か
ら
丁
寧

に
指
導
し
ま
す
。

︻
内
容
︼
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
、
文
化

交
流
、
学
校
体
験
、
英
語
研
修

︻
派
遣
先
︼
米
国
、英
国
、豪
州
、

カ
ナ
ダ
、
フ
ィ
ジ
ー
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

︻
日
程
︼
三
月
二
十
五
日
～
四

月
五
日
　
九
～
十
一
日
間(

事

業
に
よ
り
異
な
る
）

︻
対
象
︼
小
学
三
年
か
ら
高
校

三
年
（
事
業
に
よ
り
異
な
る
）

︻
締
切
︼
二
月
二
日
ま
で

︻
お
問
い
合
わ
せ
・
資
料
請
求
︼

国
際
青
少
年
研
修
協
会

℡
０
３
︲
６
４
１
７
︲
９
７
２
１

危
険
物
取
扱
者
試
験

　
可
茂
地
区
危
険
物
安
全
協
会

で
は
、
危
険
物
取
扱
者
試
験
受

験
者
の
た
め
の
講
習
会
を
開
催

し
ま
す
の
で
、
希
望
さ
れ
る
方

は
可
茂
地
区
危
険
物
安
全
協
会

事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
の

上
、申
込
書
を
提
出
く
だ
さ
い
。

︻
日
時
︼
一
月
二
十
九
日
　

九
時
十
分
か
ら
十
七
時
ま
で

︻
場
所
︼
可
児
福
祉
セ
ン
タ
ー

︻
講
習
内
容
︼
乙
種
第
四
類
危

険
物
取
扱
者
試
験
に
関
す
る
。

︻
受
講
料
︼
①
会
員
及
び
そ
の

従
業
員
は
三
千
円
　
②
そ
の
他

は
四
千
円

︻
受
付
期
間
︼
十
二
月
十
五
日

か
ら
一
月
二
十
日
ま
で

︻
申
込
先
︼
事
務
局
及
び
各
消

防
署
、
分
署
、
出
張
所

︻
お
問
い
合
わ
せ
先
︼
可
茂
地

区
危
険
物
安
全
協
会
事
務
局

℡
０
５
７
４
︲
２
８
︲
１
２
７
８

近
隣
の
休
日
診
療
情
報

日 曜日 加茂医師会 午前９時～午後５時 下呂市立休日診療所

1 木 みのかも西クリニック　( 美濃加茂市西町／ 28-5310) ■診療日時
　毎週日曜日・祝日
　午前 9 時～午後 3 時
■所在地
　下呂市森 801-10
　下呂市民会館１階
　℡ 0576-24-1200
※原則として
　内科・小児科の急病患者

2 金 岐阜健康管理センター ( 美濃加茂市西町／ 28-8425)

3 土 日江井外科　（美濃加茂市古井町／ 25-2624）

4 日 太田メディカルクリニック（美濃加茂市太田／ 26-2220）

11 日 木沢記念病院　（美濃加茂市古井町／ 25-2181）

12 月 西田醫院 ( 美濃加茂市本郷町／ 28-3371)

18 日 安藤小児科 ( 美濃加茂市太田町／ 26-0812)

25 日 堀部医院 ( 美濃加茂市蜂屋町／ 25-2910)

東白川森林組合報告
第 704 回共販会（12/2）

ひのき

13cm 以下小丸太
平均単価 /8,800 円

14cm 以上
平均単価 /220,300 円

　高値 /103,000 円

すぎ 平均単価 /011,600 円
　　高値 / 27,000 円

赤まつ
平均単価 / 08,000 円

　高値 / 12,300 円

総取扱量 836 ㎥
総販売高 1,395 万 8千円

1月

下呂市立休日診療所

■診療日時
毎週日曜日・祝日

　午前 9時～午後 3時
■所在地
下呂市森 801-10

　下呂市民会館 1階
　℡ 0576-24-1200
※原則として
　内科・小児科の急病患者
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岐
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／
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■
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／
下
呂
印
刷
株
式
会
社

　

早
い
も
の
で
今
年

も
あ
と
半
月
と
な
り
ま
し
た
。
大
学
の

卒
業
式
が
つ
い
こ
の
間
あ
っ
た
か
と

思
っ
た
ら
、
も
う
年
の
瀬
。
年
を
重
ね

る
た
び
に
一
年
の
早
さ
を
感
じ
ま
す
。

　
こ
の
感
覚
を
持
つ
の
は
私
だ
け
で
は

な
い
と
思
い
ま
す
。
実
は
「
ジ
ャ
ネ
ー

の
法
則
」
と
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
簡
単
に
言
う
と
、
年
を
と
る
た
び

に
、
記
憶
さ
れ
る
月
日
を
み
じ
か
く
感

じ
る
と
言
う
も
の
で
、
子
ど
も
の
頃
と

比
べ
、
社
会
を
一
通
り
経
験
し
た
大
人

は
新
鮮
な
経
験
が
少
な
く
な
る
こ
と
が

理
由
の
一
つ
だ
そ
う
で
す
。

　
し
か
し
、
何
歳
に
な
っ
て
も
一
年
を

振
り
返
っ
た
と
き
に
、
充
実
感
や
満
足

感
を
抱
け
る
よ
う
な
生
活
を
送
り
た
い

で
す
。（
Ｍ
）

世帯数� …�867世帯
人　口� … 2,516人
(男1,211人　女1,305人)

転　入� ……��4人
転　出� ……��2人
出　生� ……��1人
死　亡� ……��3人

先月との比較増減無し
昨年との比較62人減

11月末住民登録人口から

お
誕
生
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

安
江

大と

き

や

輝
弥
（
将
利
・
三
和
／
栃
山
）

お
悔
み
申
し
上
げ
ま
す

今
井

眞
平
　
九
十
二
歳
（
日
向
）

No.45

※
敬
称
略

ひ
とこ
と

　

俳
　
句

晴
空
に　

紅
尽
し
け
り　

冬
紅
葉安

倍
栄
香

秋
相
撲
や　

ま
た
外
人
の　

多
く
な
り

村
雲
と
も
子

夕
暮
れ
に
取
り
込
む
大
豆
も
は
じ
け
た
り

村
雲
と
み
子

ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム

着
こ
な
す
曾
孫

菊
香
る

安
江
と
く
よ

軒
下
の　

干
柿
甘
く　

香
り
を
り安

倍
富
子

方
言
で

い
い
な
も
と
秋
を

ほ
め
に
け
り

村
雲

春
子

大
御
所
の　

字
に
重
み
あ
り　

文
化
の
日

村
雲

春
子




