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お 山 参 詣
サイギ、サイギ、ドッコイサイギ……。
津軽地方の秋の風物詩「お山参詣」
お山参詣は津軽地方の年中行事の一つで、藩政時代か

ら津軽の総鎮守岩木山三所三権現の祭りである。
旧暦８月１日を中心としたお山参詣は、ことしは19日

から３日間でした。
長科部落の人たちは、15年ぶりに部落挙げて参拝登山

をすることになり、まず自分九ちの部落の神社に参拝し、
それから近くの部落の神社にお参りして出かけまし九。

１０ 月

昭和54年 発行・青森県蓬田村／編集・広報よもぎた編集委員会



村
一
番
の
長
寿
は

九
十
六
歳村一番の長寿・藤本ツヨさん

明治16年６月14日生まれ

こ
れ
ま
で

永
年
に
わ
た

っ
て
村

の
発
展
の
た
め
に
貢
献
し
て
こ
ら

れ
た
お
年
寄
り
九
ち
に
感
謝
す
る

と
と
も
に
、
今
後
も
、
今
日
毒
て

つ
ち
か

っ
て
き
た
知
識
と
経
験
を

村
の
た
め
に
役
立
て
て
い
た
だ
さ

た
い
も
の
で

す
と
、
九
月
十
四
日

蓬
田
村
敬
老
会
が
玉
松
公
民
館
で

盛
大
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

九
十
歳
以
上
の
長
寿
を
迎
え
ら

れ
た
方
、
八
十
八
歳
の
米
寿
を
迎

え
ら
れ
た
方
、
婚
姻
後
五
十
年
健

在
の
夫
婦
に
、
そ
れ
ぞ
れ
顕
彰
状

と
記
念
品
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
七
十
七
歳
の
喜
寿
を
迎

え
ら
れ
た
方
に
は
、
老
人
安
全
つ

雨

の

日
の

午
後

、
村
で

一
番

の
長

寿
で

あ

る
藤
本

ツ

ヨ
さ

ん

を

訪
ね

て
み

ま
し

た
。
訪

ね
た

と

き

は
昼
ご

は
ん
を

す

ま
せ

、

ゆ

っ
た
り
く

つ

ろ
い
で

い

る
と

こ

ろ
で

し
た

。

藤
本

さ
ん

は
、
ち

ょ
う
ど

二

十
歳
の
と
き
、
今
の
青
森
市
の
瀬

戸
子
か
ら
お
嫁
に
さ
た
そ
う
で

す

。

朝

六
時

に

は
起
き

、

晩
七
時

に
は
床

に
つ

く
と
の

こ

と
で

す

。

食

物
に

つ
い

て
は

、
肉
以

外

は

何
ん
で

も
食
べ

る
そ
う
で

す

。

時

に

は
、
畑

や
庭

の
草
と

り
を

し

て

体
を

動
か

し
て

い

る
そ
う

で

す

。
目

巾
耳

は
丈
夫
で

、
私

か

訪

ね
た
と

き

は
愛
想

よ

く
話

し

を
し

て

く
れ

ま
し
た

。

え
が
交
付
さ
れ
ま
し
た
。

昼
か
ら
は
、
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

が
始
ま
り
、
民
謡
や
踊
り
が
あ
り
、

な
か
に
は
舞
台
に
上
か

つ
て
一
緒

に
踊
り
出
す
お
年
寄
り
も
見
ら
れ

ま
し
た
。

○

蓬
田
村
で

は
、
六
十
五
歳
以
上

の
お
年
寄
り
は
、
五
百
四
人
お
り

ま
す
。

そ
の
う
ち
、
一
人
暮
ら
し
の
お

年
寄
り
は
十
三
人
お
り
ま
す
。

２広 報よもぎた



、田
中
な
か
さ
ん

崩

治
2
4年
７
月
1
4日
生
ま
れ

小
鹿
キ
ソ
さ
ん

明
治
2
4年
８
月
2
8日
生
ま
れ

90 歳 以 上
の 長 寿 者

氏
　
　
　

名
　
　
　

年
令
　
　

部
落

名

●

藤
　

本
　

ッ
　

ヨ
　
　（
9
6
才

・
長
　
　
　

科

●

高
　

田
　

み
　

よ
　

（
9
5
才

・
郷
　
　
　

沢

●
佐
　

井
　

そ
　

め
　
　（
9
1
才

・

広
　
　
　

瀬

88 歳
米 寿

●
田
　
中
　

な
　
か
　
　（
8
8才
・
瀬
　
辺
　

地

●
小
　

鹿
　
キ
　
ソ
　
　（
8
8才
・
長
　
　
　

科

婚 姻 後50 年
健 在夫 婦

77歳
喜寿

老人安全
っえの交
付者

氏
　
　
　

名
　
　
　
　
　

氏
　
　
　

名

●

飯
　

ｍ
　

チ
　

ヨ
　
　

●

坂
　

本
　

松

太

郎

●

藤
　

本
　

与

三

郎
　
　

●

青
　

木
　

（
　

ナ

●

北
　

山
　

兼
　

松
　
　

●

山
　

舘
　

キ
　

サ

●

山
　

谷
　

留

次

郎
　
　

●

金
　

谷
　

ト
　

キ

●

浜
　

名
　

シ
　

ワ
　
　

●

青
　

木
　

ト
　

ク

●

坂
　

本
　

常
　

男
　
　

●

青
　

木
　

し
　

ま

●

武
　

井
　

（
　
　

ル
　
　
　

●
佐
　

井
　

カ
　

ン

●

森
　
　
　

゛
｀
　
子
　
　

●
八
　

幡
　

サ
　

ナ

●
芳
　

賀
　

（
　
　

ル
　
　
　

●
森
　
　
　
　

卜
　

こ
｀

●

高
　

田
　

金

次

郎
　
　

●

田
　

中
　

栄

之

松

●

久
　

慈
　

三

次

郎
　
　

●

川
　

内
　

イ
　

マ

ご
存
知
で
す
か
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木
　

村
　

達
　

雄

（

木
　

村
　

ふ
よ
う

田
　

中
　

利
三
郎

（
７

、``
　
チ

青
　

木
　

慶
　

作

（

青
　

木
　

ち
　

さ

吉
　

崎
　

喜
一
郎

（

吉
　

崎
　

カ
　

ン

高
　

田
　

金

次
郎

（

高
　

田
　

久
　

に

會
　

谷
　

平

八
郎

（

貪
　

谷
　

ち
　

ゑ

7
3才

6
8才

7
3才

6
6才

7
5才

6
8才

7
5才

6
9才

7
7才

7
0才

7
4才

6
8才

・
瀬
　
辺
　

地

こ
逢
　
　
　
田

・
阿

弥

陀

川

・
蓬
　
　
　

田

・
郷
　
　
　

沢

・
阿

弥

陀

川

建

設

業

黽

職

金

共

済

椡

彦

建

設

業

の

現

場

で

颱

く

人

た

ち

の

幸

廿

の

た
め
肥
国
が

づ
く
う
た
退
職
金
制
度
で
う

建

設

業

の
雇

主

が
み

ん
な

加

入
じ
ゃ

掛

金
を

出

じ
合

っ
て
退

職
金
を

支

給
す

る
の
が

建
設

業

退

職
金

共
済

制
度
で

す

。

事
業
主
の
み
な
さ
ん
へ

あ

な
た
の

職
場
で

働

く
人

左
右

の
幸
せ

の

た

め
共

済
制

度
に
加

入
し

卜
魅

力
あ

る
職

場

と

し

て

希

望

を

持

た

せ

ま

し

よ
う

。

建
設
現
場
で

働
く
作
業
員
の
み
な
さ
ん
へ

退

職

金
の

手
帳
を

お
持

ち
で

し

ょ
う
か

手

帳

は
、
建

設
業

な
ら
全
国

ど

こ

の
事
業

所

［
雇
い
主
］
で

も
適
用
し
ま
す
の
で
ぃ
建
設

業
へ

出

か
せ

ぎ
す

る
み

な
さ
ん

に

も
適
用

さ

れ

ま

す
べ

事
業

所

［
雇

い
主

］
や

現
場

が
か

わ

る
と

き
に
は
、
手
帳
を
受
け
と

っ
て
新
し
い
職
場

に

出
し

、
続

け

て
証

紙
を

は

っ
で

も
ら

っ
て

く
だ

さ
い

。
勵

い
た
日

数
分
の

掛
金

が
全

部

通

算
さ

れ
ま

す

。

こ

の

制

度

の

適

用

を

受

け

て

い

な

い

作

業

員

の
方

は

、
事
業
主

に

お
尋
ね
下

さ
い

こ
の

制
度

に
つ

い
て

、
詳

し
く
お

知
り

に

な

り
た

い
方

は
、
青

森
市

安
方

建
設

業
退

職

金
共
済
組
合
青
森
県
支
部
（
○
一
七
七
Ｉ
二

ニ
ー
七
六
一

】
ま
た
は
七
六

匸

】
）
へ
お
尋

ね
下

さ
い



蓬
田
村
農
業
後
継
者
の
会
交
流
会
開
く

九
月
十
七
日
、
青
森
市
内
で

働

く
若
い
女
性
達
と
農
業
後
継
者
の

会
の
会
員
と
の
交
流
会
が
、
草
地

に
お
い
て
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
交
流
会
は
、
農
業
の
後
継

者
が
減
っ
て
い
く
今
日
、
私
達
の

世
代
の
次
の
世
代
に
な
る
頃
に
は
、

稲
は
ど
の
よ
う
に
し
て
植
え
付
け

る
の
か
わ
か
ら
な
い
人
も
出
て
く

る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
と
の
こ

と
で

、
ま
た
青
森
市
内
で
働
く
若

い
女
性
達
の
中
に
も
、
お
そ
ら
く

農
業
に
つ
い
て
関
心
は
あ
っ
で
も

よ
く
知
ら
な
い
と
い
う
人
が
多
い

の
で

は
な
い
か
と
開
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
少
し
で

も
農
業
に
つ

い
て
知
っ
て
も
ら
い
、
ま
た
い
く

ら
か
で

も
私
達
の
農
業
に
対
す
る

考
え
方
、
農
業
に
取
り
組
ん
で

い

る
様
子
を
わ
か
っ
て
も
ら
え
れ
ば

よ
い
と
思
い
、
さ
ら
に
は
、
若
い

女
性
達
が
最
近
の
農
業
に
従
事
す

る
青
年
を
み
て
、
ど
う
思

う
か
知

り
た
い
と
思

い
開
き
ま
し
た
。

当
日
は
、
天
気
も
あ
ま
り
よ
く

な
か
っ
た
の
で

す
が
、
女
性
達
と

会
員
は
お
互
い
に
年
も
に
か
よ
っ

て
い
る
せ
い
か
、
和
気
あ
い
あ
い

と
話
し
て
い
ま
し
た
。

▽
蓬
田
村
の
印
象
に
つ
い
て

女
性
達
は
、
蓬
田
に
来
だ
の
は

今
回
が
初
め
て
だ

そ
う
で

す
。
蓬

田
と
い
う
地
名
も
は
じ
め
て
聞
く

そ
う
で

、
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
な
と

思
い
つ
つ
、
青
森
市
内
か
ら
も
っ

と
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
と

思
っ
て
い
た
そ
う
で

す
。

し
か
し
、
草
地
か
ら
な
が
め

る

景
色
の
よ
さ
に
喜
ん
で

い
ま
し
た
。

▽
農
業
に
従
事
す
る
気
が
あ
る
か

ど
う
か
。

昔
か
ら
、
農
家
の
大
は
朝
早
く

か
ら
晩
遅
く
毒
て
働
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
印
象
が
、
今
も

っ
て
残
っ
て
い
る
。

今
は
、
機
械
化
さ
れ
て
さ
て
い

る
の
で

、
昔
ほ
ど
労
働
は
き
つ
く

は
な
い
と
思

い
ま
す
が
。
そ
れ
で

も
、
勤
め
て
い
る
人
の
よ
う
に
日

曜
日
か
お

る
わ
け
で

な
し
、
働
い

た
割
に
は
報
わ
れ
る
も
の
が
少
な

い
の
で

は
な
い
か
。

し
か
し
、
農
業
は
も
の
を
作

る

と
い
う
喜
び
か
お
り
、
ま
た
土
を

い
じ

る
の
が
好
き
な
の
で

、
ま
っ

た
く
嫌
い
だ
と
い
う
わ
け
で

は
な

い
。

▽
農
家
に
嫁
ぐ
気
持
は

農
業
だ
け
で

生
計
を
立
て
て
ゆ

け
る
の
で

あ
れ
ば
い
い
が
、
他
に

働
き
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

合
に
は
ち
ょ
っ
と
考
え
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
相
手
の
大
次
第
で

あ

り
、
農
業
に
対
す
る
考
え
方
が
し

っ
か
り
し
て
、
農
業
に
意
欲
を

も

っ
て
取
り
組
ん
で

い
る
大
で

あ
れ

ば
い
い
の
で

は
な
い
か
。

ま
た
、
農
業
は
、
二
人
で

一
緒

に
慟
く
こ
と
が
で

き
る
と
こ
ろ
が

い
い
と
も
言
っ
て
ま
し
た
。

最
後
に
、
こ
の
日
参
加
さ
れ
た

女
性
達
は
、
機
会
が
あ
れ
ば
ま
た

来
て
み
た
い
と
言
っ
て
ま
し
た
。会長・細谷靖信

交
流
会
を
振
り
返
っ
て

匸
頁
て
い
う
と
、
こ
の
交
流
会

は
大
成
功
で

あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。

話
は
ス
ム
ー
ズ
に
進
み
、
か
な
り

熱
心
に
話
し
あ
っ
た
よ
う
で

す
。

交
流
会
に
お
い
て
私
か
一
番
う

れ
し
か
っ
た
こ
と
と
い
う
と
、
今

迄
会
合
が
あ
っ
で
も
一
度

も
出
席

し
た
こ
と
の
な
い
人
が
出
席
し
て

く
れ
た
と
言
う
こ
と
で

す
。

後
継
者
の
会
は
、
こ
れ
か
ら
の

蓬
田
村
の
土
台
に
な
っ
て
い
く
人

達
の
集
ま
り
だ
と
思

い
ま
す
。
年

に
数
回
よ
り
会
合
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
会
員
の
出
席
率
は
非
常
に
少

な
い
状
況
で

す
。

会
合
に
初
め
て
出
席
し
て
く
れ

た
人
は
、
今
回
の
交
流
会
を
機
会

に
し
て
、
こ
れ
か
ら
は
積
極
的
に

出
席
し
て
く
れ
る
も
の
と
信
じ
て

い
ま
す
。

村
民
の
み
な
さ
ん
、
農
業
後
継

者
の
会
員
に
、
こ
れ
か
ら
も
御
指

導
御
鞭
韃
お
願

い
致
し
ま
す
。
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水
田
利
用
再
編
対
策
も
今
年
で

二
年
目
を
む
か
え
ま
し
た
。
春
の

第
一
回
確
認
時
点
で

め
作
目
は
、

別
表
の
と
お
り
で

す
。

ま
た
、
各
作
物
の
転
作
状
況
を

昨
年
度
と
比
較
し
て
み
ま
す
と
、

青
刈
稲
や
牧
草
類
な
ど
が
減

っ
て
、

逆
に
小
麦
や
野
菜
類
が
大
幅
に
増

加
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、

転
作
農
家
が
転
作
に
対
す
る
考
え

方
を
変
え
て
き
た
た
め
で

は
な
い

で

し
ょ
う
か
。
で

さ
る
だ
け
農
家

の
所
得
に
結
び
つ
く
よ
う
な
作
物

を
、
選
択
し
た
表
れ
の
よ
う
で

す
。

米
を
め
ぐ

る
情
勢
は
、
益
々
さ

び
し
く
な

っ
て
き
ま
し
た
の
で

、

こ
れ
か
ら
は
、
良
質
米
の
生
産
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で

す
が
、
転
作

の
定
着
化
を
含
め
た
畑
作
の
振
興

と
あ
わ
せ
て
地
力
を
高
め

る
た
め

の
畜
産
の
導
入
は
、
今
後
の
村
の

農
業
発
展
の
大
き
な
課
題
で

は
な

い
で
し

ょ
う
か
。

農
業
の
み
な
お
し
、
た
て
な
お

し
を
み
ん
な
で

考
え
よ
う
。

昭和54年度蓬田村作物別転作等一覧表

（ ８月１ 日農 林水 産課 調 ）

区分 作　 物　 名 農　家　数 水田枚数 転作面積 同左率

特

定

作

物

大　　　　　　　豆 42戸 63枚 55,455 m' 5.03%

飼

料

作

物

青　　刈　　り　　稲 48 81 32,095 2.91

オーチャードグラス ２ ４ 7,136 0.65

チ　　モ　　シ　　ー ７ 18 25,033 2.27

ラジ ノ クローバー 78 237 222,757 20.21

ミ　ト　リ　ヒ　ェ ２ ２ 292 0.03

計 137 342 287,313 26.07

小　　　　　　 麦 176 432 522,145 47.37

ソ　　　　　　　バ 77 190 177,482 16.10

小　　　　　　 計 432 1,027 1,042,395 94.57

永

年

作

物

リ　　　　ン　　　　ゴ ２ ９ 3,581 0.32

日　　本　　ナ　　シ ２ 16 3,777 0.34

モ　　　　　　　　　モ １ 12 2,849 0.26

ク　　　　　　 リ ６ 10 10,673 0.97

ク　　　ル　　　ミ １ 12 1,480 0.13

小　　　　　　 計 12 59 22,360 2.02

一

般

作

物

野

菜

ト　　 マ　　 ト ９ 12 13,757 1.25

カ　 ボ　 チ　 ャ ２ ２ 452 0.04

ﾉ丶　　ク　 サ　 イ １ １ 2,826 0.26

ホ ウ レ ン ソ ウ １ １ 4,559 0.41

ブ ロ ッ コ リ ー １ １ 1,756 0.16

ﾐｾｲ ｼﾞｭｸﾄｳﾓﾛｺｼ ２ ３ 6,745 0.61

ショクヨウバレイショ １ １ 108 0.01

計 17 21 30,203 2.74

小　　　　　　　豆 １ １ 810 0.07

タ　　　バ　　　コ ３ 11 5,425 0.49

花 １ １ 633 0.06

生 産 施 設 用 地 １ １ 491 0.05

小　　　　　　 計 23 35 37,562 3.41

合　　　　　　　　計 1,121 1,102,317 100.00

国民年金

し　
の

知ﾉ　 識

母

子

年

金

国
民
年
金
に
加
入
し
て

い
る
妻
が
、
夫
と
死
別
し

て
母
子
家
庭
に
な
っ
た
場

合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

《
受
け
ら
れ
る
条
件
〉

母
子
年
金
を
受
け
る
に
は
、
夫

が
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
た
か

ど
う
か
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
が
、

次
の
よ
う
な
条
件
に
該
当
し
て
い

る
こ
と
が
必
要
で

す
。

①
夫
が
死
亡
し
た
と
き
、
妻
が
、

十
八
歳
未
満
（
障
害
児

な
ど
の
場

合
は
二
十
歳
未
満
）
の
子
供
と
生

活
を
共
に
し
て
い
る
こ
と

②
妻
の
保
険
料
納
付
状
況
が
、
次

の
ど
れ
か
に
あ
て
は
ま

っ
て
い
る

こ
と

∽

最
近
の
一
年
間
、
す
べ
て
保
険

料
を
納
め
て
い
る
こ
と

倒
最
近
の
三
年
間
、
保
険
料
を
す

べ

て
納
め
た
か
、
ま
た
は
保
険
料

の
免
除
を
受
け
て
い
る
こ
と

㈲
保
険
料
を
十
五
年
以
上
納
め
て

い
る
こ
と

〈
受
給
年
金
額
〉

▽
子
供

】
人
の
場
合

一

四
十
七
万
八
千
円
（
月
額
三
万

八
千
八
百
三
十
三
円

）

▽
子
供
二
人
の
場
合

一

五
十
万
二
千
円
（
月
額
四
万

一

千
八
百
三
十
三
円
）

▽
子
供
三
人
の
場
合

一

子
供
二
人
の
と
き
の
年
額
に
、

一
人
に
つ
き
四
千
八
百
円
（
月

額
四
百
円
）
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

広報よもぎた５ －

転作作物の

紹　　介
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お

山

参
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（ よい こら しよっ と ）



蓬

田

城

址

を

訪

ね

て

森

谷
弘
孝

大
倉
岳
の
石
垣
の
事

八
月
二
十
五
日
、
森
仁
氏
、
二

唐
久
氏
、
坂
本
万
蔵
氏
、
私
及
び

二
唐
享
氏
、
坂
本
勝
教
氏
、
写
真

係
と
し
て
細
谷
忠
正
氏
の
七
名
が

大
倉
岳
に
登
っ
た
。
目
的
は
大
倉

兵
周
辺
の
調
査
で

あ
っ
た
。
こ
の

調
査
は
、
文
化
財
審
議
委
員
会
に

お
い
て
、
今
年
度
の
調
査
の
一
つ

と
し
て
決
っ
た
も
の
で

あ
る
。

さ
っ
そ
く
石
垣
を
調
査
し
て
い

る
う
ち
に
、
大
小
不
揃
い
の
一
つ

一
つ
の
石
が
、
た
が
ね
で

割
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
左
。
石

が
や
お
ら
か
い
た
め
、
左
が
ね
の

跡
が
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。
石
垣

は
、
坂
本
豊
道
氏
が
「
蓬
門
」
で

述
べ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
め
ん

め
ん
と
帯
状
に
続
い
て
い
る
。
あ

た
か
も
万
里
の
長
城
を
彷
彿
さ
せ

る
。石

垣
の
高
さ
は
約
一
メ
ー
ト
ル

ぐ
ら
い
、
幅
は
五
メ
ー
ト
ル
ぐ

ら

い
で
人
が
し
ゃ
が
ん
で
敵
に
備
え

る
こ
と
が
で

さ
る
高
さ
で
あ
る
。

金
木
方
面
に
降
り
て
い
く
道
路
の

右
側
の
石
垣
づ
た
い
に
歩
く
と
少

し
平
ら
な
所
か
お
る
。
こ
こ
に
見

張
台
が
立
っ
て
い
た
の
で

は
な
い

か
と
思

う
。

調
査
員
一
同
、
大
倉
岳
の
頂
上

に
立
っ
た
。
空
は
晴
れ
て
心
地
よ

い
凰
が
、
私
達
を
と
り
ま
い
て
い

た
。陸

奥
湾
を
見
る
と
蓬
田
城
、
小

館
野
、
後
潟
の
尻
八
館
が
、
日
本

海
側
を
見
る
と
福
島
城
が
見
え
る
。

森
仁
氏
は
「
ま
さ
に
こ
こ
は
要
害

の
坤
で
あ
る
。
大
倉
岳
そ
の
も
の

が
砦
み
た
い
な
も
の
で

は
な
か
っ

た
だ

ろ
う
か
ご
と
語
っ
て
い
た
。

こ
こ
に
蓬
田
城
主
と
敵
対
す
る

大
将
が
た
っ
た
ら
、
蓬
ｍ

城
主
の

配
下
の
動
き
は
、
手
玉
に
と
る
よ

う
に
わ
か

る
。
戦
略
的
に
敵
に
渡

し
て
は
い
け
な
い
場
所
で
あ
る
。

あ
た
り
を
調
査
す
る
と
石
垣
の
上

に
も
た
が
ね
の
跡
が
つ
い
九
石
が

か
た
よ
っ
て
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら

図
一
の
よ
う
に
武
器
と
し
て
使
っ

た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
敵
が
登

っ
て
き
た
ら
、
石
を
落
し
て
あ
る

い
は
投
げ
て
放
逐
す
る
方
法
で

あ

る
。大

倉
岳
の
頂
上
付
近
に
こ
の
よ

う
に
大
規
模
に
一
つ
一
つ
だ
が
ね

で

割
り
、
手
間
を
か
け
て
作
ら
せ

る
に
は
村
人
を
総
動
員
し
た
と
思

う
。
こ
れ
は
よ
ほ
ど
の
権
力
考
て

な
け
れ
ば
で
さ
な
い
。
そ
こ
で
思

い
出
さ
れ
る
の
が
、
蓬
田
城
主
・

尻
八
館
主
で

も
あ
る
安
東
一
族
で

あ
る
。
蓬
田
側
か
ら
登
る
の
と
後

潟
側
か
ら
登
る
道
が
い
っ
し
よ
に

な
る
と
こ
ろ
周
辺
も
何
か
建
物
が

あ
っ
た
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。

今
後
の
調
査
で

は
、
大
倉
岳

そ

の
も
の
を
砦
と
み
な
し
て
、
全
体

的
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。

(表土をはいで石垣を出したところ)

図
一
　「
市
浦
村
史
資
料
編
」
よ
り

村
・
県
民
税
３
期
分

固
定
資
産
税
２
期
分

1
0月
3
1日
ま
で

☆
納
税
貯
蓄
組
合
に
加
入
し
て

い
る
か
た
は
、
必
ず
組
合
を
通

じ

て
お
納
め
く
だ
さ
い
。

に
っ
こ
り
と
納
め
た
あ
と
の

さ
わ
や
か
さ

広報よもぎたﾌ･



わ
が
村
に

畜
産
の
定
着
を
森
　
秀
夫

さ

わ
や
か

な
風

が
吹
き

、
青

々

と

そ
し

て
広

々
と

し
た
牧

草
地

、

青

い
空
か

広
が

り

、
眼
下

に

は
青

い
海
を

望
む

こ
と
が
で

き

る

。
丸

々
と
肥

っ
た
親

牛
が

群
を

な
し

、

の

ん
び

り
と
豊

か

な
牧
草

を
腹

い

っ

ぱ

い
に
食
べ

て

い

る
。
そ
の

後

で

、
春

に
生

れ
た
ば

か
り

の
子

牛

が

、
元
気

よ

く
動
き

ま
わ

っ

て
い

る
。私

は

わ
が
村

の
あ

の
放

牧
地
を

な
が

め

る
と
さ

、

こ
の
よ

う
に
想

像
せ

ず
に

は

い
ら

れ
な
い

。

わ
が
村

の
肉

牛
の
歴

史

は
皆
無

で

あ

る
が

、
戦

後

、
乳

牛

の
振
興

で

牛

飼

い
の
経

験

は
、
い

ろ
ん

な

問
題

は
あ

っ
た

か

も
し
れ

な
い
が

十
分
で

あ

る
と
思

う
。
す
で

に

、

わ
が

村
の

畜
産

の
土

台
は
で

き

て

い

る

。

牛

肉

は
、
今

後
ま

す
ま

す
消
費

の
拡
大

が

み
ら

れ
、
世

界
的

に

も

不

足

の
傾
向

に

あ

る
。

し

か
し

、
流
通

問
題

、
収

益
性

粗
飼

料
の

確
保
等

改
善

す
べ

き
問

題

は
た

く
さ
ん

あ

る
が

、
農

業
経

営
を

た
だ
単

に

砂
上
の

楼
閣

に
終

ら
せ

る
こ

と
な

く
、

わ
れ

わ
れ
の

次
の

次
の
世

代

に
通
じ

る
ぐ

ら

い

の
大
計

を

九
て

て
、
ど

っ
し

り
と

し
た

経
営
を

築

く
べ
き
だ
と
思

う

。

米
以

外

の
作
物
で

あ

る
ト

マ
ト

花
牛

、
葉

タ
バ
コ

そ
の

他
の

部
門

を

ま

す
ま

す
発
展

さ
せ

る
た

め
に

も
是
非

と

も
…
…

。

生
産

者

、
農
協

、
村

の
三
者

の

力

を
合

わ
せ

努
力

し

た
暁

に
は

、

わ
が
村

に
農

業

の
健

全
さ
と

豊
か

さ
を
築

く

こ
と
が
で

き

る
と

信
じ

て
い

る
。

一
国

の
基

盤

は
農
業
で

あ

り

、

農

業
の

基

盤
は
畜

産
で

あ

り
、
畜

産

の
基

盤

は
草
で

あ
リ
土
で

あ
る

。

税　　務

コーナー

○
土
地
や
建
物
を

売
っ
た
と
き
の

税
金

土
地
や
建
物
を
売
っ
九
と
き
の

利
益
を
譲
渡
所
得
と
い
い
、
こ
の

譲
渡
所
得
に
対
し
て
税
金
が
か
か

り
ま
す
。
譲
渡
所
得
の
計
算
は
次

の
と
お
り
で

す
。

譲
渡
所
得
＝
譲
渡
価
額
ｊ
（
取

得
費
十
譲
渡
費
用
）

譲
渡
価
額

と
は
、
売
っ
た
土
地

や
建
物
の
売
却
代
金
て

あ
り
、
取

得
費
は
売
っ
た
土
地
や
建
物
を
買

入
れ
た
と
き
の
価
額
で

す
。
こ
の

取
得
費
が
分
か
ら
な
い
と
き
は
、

譲
渡
価
額
の
五
％

と
す
る
こ
と
が

で
さ
ま
す
。

譲
渡
費
用
と
は
、
そ
の
土
地
や

建
物
を
売

る
と
き
に
か
か
っ
た
仲

介
手
数
料
や
測
量
費
、
立
退
料
な

ど
で

す
。

譲
渡
所
得
は
、
昭
和
四
十
三
年

以
前
に
取
得
し
た
も
の
を
売
っ
た

と
き
は
長
期
譲
渡
所
得
、
昭
和
四

十
四
年
以
降
に
取
得
し
九
も
の
を

売
っ
た
と
き
は
短
期
譲
渡
所
得
と

に
区
分
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
計
算
方

法
や
税
率
が
異
っ
て
い
ま
す
。

ま

た
、

一
定

の
条
件

に
あ

て

は

ま

っ
た

と

き
は

、
最
高
三

千
万

円

の
特
別

控

除
が
で

さ
ま

す

。

○

マ
イ

ホ

ー
ム

と
税
金

「

い
つ
か

自
分

の
家
を

持
ち

た

い
」
と

い

う
夢

は
、
多

く
の

大
が

持

っ
て

い
よ

す
が

、
実
際

に

マ
イ

ホ

ー
ム

づ

く
り
に

と
り
か
か
る
と
、

い
ろ

い
ろ
な

問
題

が
で

て
き
ま
す
。

そ
こ
で

、

マ
イ
ホ

ー
ム
づ

く

り
に

関

係
の

あ

る
税
金

に
つ

い
て

そ
の

あ

ら
ま

し
を

説
明

し
ま
す

と

〔
登

録
免
許

税
－

国

税
〕

土
地

や
建
物

な
ど

の
不

動
産
を

取
得

し

、
所
有

権

の
登
記

を

す
る

と

き
に

か
か

り
ま

す

。
税

率

は
、

新

築
や

売
買

な
ど
取

得
の

原
因

に

よ

っ
て
違

い
ま

す
が

、
新

築
の

と

き

は
不
動

産

の
価
額

（
固

定
資

産

税

の
評

価
額

）
の
〇

・
六
％

、
売

買

の
と

濟

は
五
％
で

す

。

な
お

、
一
定

の
要

件
に

あ
て

は

ま

る
と
税

率
が

軽

減
さ
れ

ま
す

。

〔
不

動

産
取

得
税
－

地

方
税
〕

不

動

産
を
取

得
し

た
と

き
に
か

か

る
税
金
で

、
税
率

は
不
動

産

の

価
額

（

固
定
資

産
税

の
評

価
額

）

の
三
％
で

す
が

、
一
定

の
要

件

に

あ
て

は

ま

る
と

軽
減

さ
れ

ま
す

。

ま

た

、
所

得

税
で

は
一
定

の
要

件
に

あ

て
は
ま

っ

九
住

宅
を

新
築

し
た

り

、
購
入

し
た

と
き

は
「
住

宅
取

得
控

除
」

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

な

お

、
手

続

や
計

算
で

分

か

ら

な

い
と
き

は

、
最
寄

り
の
税

務
相

談
室

や
税

務
署

に
お
尋

ね

く
だ

さ

い

。

(牧草を集めながら畜産への夢がふくらむ)
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児

童

手

当

制

度

〈
受

給

資
格
〉

剛
1
8
歳
未

満
の

児
童

を
３

人
以

上

養
育

し

て
お
り

、

そ
の

う
ち
の

一

人
以
上

が

、
義

務
教

育
終

了
前

の

児

童

（
中
学

校
を

卒

業
す

る
毒
で

の
児
童

）
で

あ

る
こ

と

。

な

お
、
児

童

に
つ

い
て

は
、

自

分

の
子

ど

も
で

あ

る
必

要

は
あ

り

ま

せ
ん

。（
養

育

し
て
い
れ
ば
よ
い
）

②
そ
の

人
の

前
年

（

一
月
か

ら
五

月

奥

て
の
月

分
の
児

童

手
当

に
つ

い

て

は
前

々
年

）
の
収

入
が

、

一

定

の
額

（
例
え

ば

、
給

与
所

得
者

に

つ
い

て
は

、
六

人
世
帯

の

場
合

四
九
七
万

円

）
に

満
た

な
い

こ
と

。

〈

支
給
額

〉

出

生
順

に
数

え

て
３
人

目
以

降

で

あ

る
義

務
教

育

終
了
前

の
児
童

一
人

に
つ

き
Ｉ

月

額
五

千
円

（
村

民

税
所
得

割

の
額

が
な

い

受

給
者

、

六
人

世
帯

の
場

合
5
3
年

の

収
入

が

お
お

む
ね
2
1
0万

円
以
下

の

大
　
　
　
　
　

六
千

円

な
お

、
村

民
税

所
得

割

の
額
が

な

い
受

給
者

に

つ
い

て
は

、
昭
和

5
4年
1
0月
分
か
ら
Ｉ

六
千
五
百
円

〈
児
童
手
当
の
認
定
と
支
給
〉

児
童
手
当
の
受
給
資
格
か
お
る

人
の
住
所
地
の
長
が
、
そ
の
人
の

請
求
に
基
づ
い
て
認
定
し
支
給
し

ま
す
。

〈
児
童
手
当
の
支
払
〉

児
童
手
当
は
、
認
定
を
し
た
長

が
、
毎
年
、
２
月
、
６
月

、
1
0月

の
３
回
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
月
の
前
月
毒
で
の
４

ヵ
月
分
を

ま
と
め
て
支
払
い
ま
す
。

〈
い
ろ
い
ろ
な
届
〉

圉
児
童
手
当
認
定
請
求
書

は
じ

め
て
児
童
手
当
の
支
給
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
や
児
童
手

当
の
受
給
者
が
住
所
を
他
の
市
町

村
に
か
え
た
場
合
に
は
、
す
ぐ
に

児
童
手
当
認
定
請
求
書
を
市
役
所

町
村
役
場
に
提
出
し
て
下

さ
い
。

児
童
手
当
の
支
給
を
受
け
ら
れ

る
の
は
認
定
請
求
を
し
た
月
の
翌

月
か
ら
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

受
給
資
格
が
生
じ
た
場
合
や
住
所

が
か
わ
っ
た
場
合
に
は
す
ぐ
に
認

定
請
求
を
し
て
下
さ
い
。

②
児
童
手
当
現
況
届

受
給
者
の
方
は
、
毎
年
６
月
１

日
か
ら
同
月
3
0日
奥
て
の
間
に
、

児
童
手
当
現
況
届
を
役
場
に
提
出

し
て
下

さ
い
。

な
お
、
そ
の
年
の
６
月
以
降
は

受
給
資
格
が
な
く
な
る
と
思
わ
れ

る
場
合
で

あ

っ
て
も
同
様
で

す
。

こ
の
届
を
出
さ
な
い
と
、
引
き

続
い
て
受
給
資
格
が
あ
っ
て
も
、

６
月

分
以

後
の
児

童
手

当

の
支

払

を
受

け

る
こ
と
が
で

き

な

く
な

り

ま

す
か
ら

、
必
ず

提
出

し

て
下

さ

い

。

㈹

そ
の
他

の
届

⑦
受
給

者
が

他
の

市
町

村
に

住
所

が
か

わ

っ
た
と
き
Ｉ

児

童
手

当

受
給

事
由
消

滅
届

○

児
童

手
当

の
額

が
増
額

さ

れ

る

よ
う

に
な

る
と
き
Ｉ

児
童

手

当

額

改
定

請
求
書

（（
）児

童
手

当

の
額
が

減
額

さ

れ

る

よ
う
に

な

る
と

き
Ｉ

児

童
手

当

額
改
定

届

④
児

童
手

当
の

支
給

が
終

わ

る
よ

う
に
な

る
と
き
Ｉ

児

童
手

当

受

給

事
由
消

滅
届

⑤
受

給
者

の
大

が
同
じ

村

の
な
か

で

住

所
が

か
わ

っ
た
と

き

、
又

は

養
育

し

て
い

る
児

童

の
住
所

が
か

わ

っ
た
と

き
Ｉ

住
所

変
更

届

（
へ
）受

給
者

の
人

の
氏
名

が
か

わ

っ

た
と

き
や

養
育

し
て

い

る
児
童

の

氏
名
が

か

わ

っ
た
と
き

は

、
そ
の

旨

を

届
け

て
下

さ
い

。

な

お
、
詳

し

い
こ
と

は
役

場
民

生
課

に
お
問

い
あ

わ
廿
下

さ

い

。

住

宅

金

融

公

庫

マ

イ

ホ

ー

ふ
建

設

資

金

受

付

始

ま

る

住
宅
金

融
公

庫
で

は

、
マ
イ

ホ

ー

ム
を
作

ら

れ

る
皆

様
へ

長
期
で

低
利

の
建

設

資
金
を

融

資
し

て
い

ま

す

。
本

年
度

第
二

回
目

の
募

集

は
、
十
月

一
日

か
ら

十
月
二

十

七

日
実
で
の
約
一
ヵ
月
間
行
い
ま
す
。

そ
の
主
な
融
資
条
件
を
紹
介
い
た

し
ま
す
。

コ

申
し
込
み
で
さ

る
方

自
分
が
住
む
た
め
の
住
宅
を
新

築
さ
れ
る
方
で

、
土
地
の
準
備
が

で

さ
て
い
る
方

二
、
融
資
を
受
け
ら
れ
る
住
宅

住
宅
部
分
が
三
〇

ぱ
以
上

匸
一

〇
1
2以
下

の
住
宅

※
六
〇
歳
以
上
の
老
人
、
心
身
障

害
者
、
六
人
以
上
の
多
数
家
族
が

同
居
さ
れ
る
場
合
は
、

匸
一
〇

ざ

以
上
一
五
〇
1
2以
下
の
住
宅
を
建

て
る
こ
と
が
で

さ
ま
す
。

三
、
融
資
の
限
度
額

住
宅
を
建
設
さ
れ
る
地
域
、
住

宅
の
構
造
、
面
積
に
よ

っ
て
異
リ

ま
す
が
、
木
造
の
場
合
三
六
〇
万

円
で
す
。

※
六
五
歳
以
上
の
老
人
が
同
居
、

心
身
障
害
者
が
同
居
の
場
合
は
四

〇
万
円
の
割
増
し
融
資
を
行
い
ま

す
。

※
六
五
歳
以
上
の
老
人
を
含
め
六

人
以
上
の
多
数
家
族
が
同
居
、
六

五
歳
以
上
の
老
人
と
心
身
障
害
者

が
同
居
の
場
合
は
、
八
〇
万
円
の

割
増
し
融
資
を
行
い
ま
す
。

※
屋

根
ま
た
は
天
井
外
壁
、
床
に

断
熱
材
を
充
填
し
窓
な
ど
を
二
重

に
す
る
等
の
工

事
を
行
う
場
合
に

は
、
一
〇
万
上

二
〇
万
円
の
額
を

加
算
し
て
融
資
を
行
い
ま
す
。

四
、
返
済
期
間

木
造
不
燃
構
造
－

二
五
年
以
内

簡
易
耐
火
構
造
－

三
〇
年
以
内

耐
火
構
造
　
　
　
　

三
五
年
以
内

五
、
利
率
」ト

ド

年
五
・
五
％

六
、
返
済
方
法

次
の
よ
う
に
四
通
り
の
方
法
が

あ
り
ま
す
。

⑦
毎
月
払
い
に
よ
る
方
法

○
毎
月
払
い
と
ボ
ー
ナ
ス
払
い
を

併
用
す
る
方
法

○
毎
月
払
い
で

、
ス
テ

ッ
プ
償
還

を
利
用
す
る
方
法

④
毎
月
払
い
と
ボ
ー
ナ
ス
払
い
を

併
用
し
、
か
つ
ス
テ

ッ
プ
償
還
を

利
用
す
る
方
法

詳
し
く
は
、
住
宅
金
融
公
庫
ま

た
は
住
宅
金
融
公
庫
業
務
取
扱
店

と
表
示
し
た
金
融
機
関
へ
お
問
あ

わ
せ
下
さ
い
。

９ 広 報よもぎた
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昭和54年青森県

交通安全県民大会

東青地区大会開かる
( 宣　言)

九
月
二

十
八
日
蓬
田
村
児
童
館

に
お
い
て
行
な
わ
れ
左
こ
の
大
会

は
、
青
森
県
交
通
安
全
県
民
大
会

に
県
民
総
ぐ

る
み
ご
参
加
し
、
束

青
地
区
に
お
け
る
地
域
住
民
の
交

通
安
全
意
識
の
高
揚
を

ば
か
り
運

運
者
、
歩
行
者
と
も
に
一
体
と
な

っ
て
、
正
し
い
交
通
ル
ー
ル
の
実

践
を
期
し
、
悲
惨
な
交
通
事
故
の

絶
滅
を
期
す

る
こ
と
を
目
的
に
開

か
れ
た
。

わ
た

く
し

た
ち

は

、
交
通

少
年

団
員

と
し
て
次

の
活

動
を
し
ま
す
。

コ

か

ら
だ

を
鍛
え

、
心
を

み
が

き
ま

す

。

コ

み

ず
か

ら
す

す
ん
で

交
通

の

き
ま

り
を

守
り

ま
す

。

コ

み

ん
な
で

交
通

の

き
ま

り
を

守

る
よ

う
呼

び
か

け

ま
す

。

コ

道

路
で

あ
ぶ

な
い
遊

び
を

し

な
い
よ

う
呼

び
か

け

ま
す

。

コ

交
通

安

全
の
輪

を

ひ
ろ
げ

て

い
き
ま

す

。

会
場
で

は
、
運
転
者
の
立
場
か

ら
平
館
村
の
福
井
喜
美
勝
さ
ん
が
、

歩
行
者
の
立
場
か
ら
青
森
市
の
熊

谷
立
雄
さ
ん
が
、
子
ど
も
の
立
場

か
ら
蓬
田
村
の
細
谷
真
紀
子
さ
ん

が
そ
れ
ぞ
れ
意
見
発
表
を
し
ま
し

左
。

五
十
四
年
交
通
安
全

年
間
ス
ロ
ー
ガ
ン

○
運

転
者

向
け
　
　
　
　
　

せ
ま
い
道
、
大
さ
く
広
げ
る
、

ゆ
ず

り

あ
い

〇
歩
行
者
向
け

曲
が
り
か
ど
、
い
つ
も
危
険

が
か
く
れ
て
る

○
ご

ど
も
向
け

や

っ
て
る
か
い
、
一
席
止
ま

っ
て
、
右
左

秋
の
七
草

万

葉
集

の

山
上

憶
良
（

や

ま
の

う
え

の
お

く

ら

）
の
歌

に
「

秋
の

野

の
花
を

詠
（

よ

）
め

る
歌
二

首
」

と

い
う
の

が

あ
り
ま

す

。

「

秋
の

野

に
咲
き

た

る
花
を

指

（
お

よ
び

）
折

り
か

き
数

ふ

れ
ば

七
種

（
な

な

く
さ

）
の
花

」

「
萩

の

花
尾

花

く
ず
花

な
で

し

こ
の

花
お

み
な

え
し

ま
た

藤
袴
朝

貌
（

あ
さ

が
お

）
の

花
」と

、
対
（

つ

い

）

の

歌

に

な

っ

て

い

ま

す

。こ

れ

を

ご

ら

ん

に

な

っ

て

、

″
にＩの

ら

ヽ

ス

ス

牛

や

牛

牛

ヨ

ウ

は

ど

う

な

っ

て

い

る

の

か

し

ら

。

た

し

か

七

草

に

入

っ

て

い

た

の

に
”
と
思

わ
れ

る
方

も
お

ら

れ

る
で

し
ょ

う

。

実

は
尾
花

と

い
う
の
が
ス
ス
牛
、

朝

が
お

は

、
あ
の
夏

の
朝

に

咲
く

ア
サ
ガ

弌
で

な

く
、
ム

ク
ゲ

、
ヒ

ル

ガ

オ
、
ま

た

は
牛
牛

ヨ
ウ
で

は

な

い
か

と

い
わ
れ

て
い
よ

す
が

、

牛
牛

ヨ
ウ
説

が
有
力
で

す

。

春
の

七
草

は

、
一

月
七

日
に

、

セ

リ

、
ナ
ズ

ナ
な
ど

の
七

種
の

草

を

き
ざ

ん
で

入
れ

た
か

ゆ
を
食
べ

て

、
健

康
と
長

寿
を

祈

る
し
さ

た

り

が
あ

り
ま

す

。

一
方

、
秋

の
方

は
、

そ
の
よ

う

に

七
草

ま
と

め
て
使

う
行

事

は
あ

り

ま
せ

ん

。
山
上
憶

良
が

、
秋

の

七

草
を
春

の

七
草

に
た
と

え
て

歌

に

し
た

の
が

始
ま

り
と

も
い
わ

れ

て

い
ま

す

。

年

々
、
各

坤
で
秋

の
七

草
を

見

る
ハ
イ

キ
ン

グ
な
ど

が
盛

ん
に

な

り

つ
つ

あ
り

ま
す
が

「
野

の
花

は

取

ら
ず

に
撮

ろ
う
」

と

い
う
心

掛

け
で

、
自
然
を

大
切

に
し

た

い
も

の
で

す

。

戸 籍 の 窓 口

世帯数　1,011

人　口　4,563

（９月末現在）

市町村名は本籍の表示です

８月受付分

●お誕生おめでとうございます

乳　井　厳　公（輝　男・二男）

藤　本　幸　恵（昭　二・長女）

五十嵐　典　子（　昇　・長女）

吉　田　　　正（治　徳・二男）

坂　本　大　典（一　明・長男）

乳　井　奈津美（幸　夫・長女）

高　森　大　樹（清　二・二男）

福　田　光　広（　昇　・長男）

小　野　直　登（昭　雄・長男）

森　　　寿　子（光　秋・長女）

坂　本　和佳子（　宦　・二女）

木　戸　育　次（勝　弘・長男）

●ご結 婚 おめで と うご ざい ま す。

（北　 谷　 晴　 男（ 青森 市 ）

村　　上　 栄　　子（ 蓬　 田 ）

（伊 勢 田　 明　 治 （東 通村 ）

鳴　 海　 牛 ミ ヱ （中　 沢 ）

（ 佐　 藤　 英　 雄 （青森 市 ）

相　坂　　哲　　子　　（広　 瀬 ）

●お悔み申し上げます

越　田　市太郎　75歳（広　瀬）
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