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成
人
に
な
る
若
人
の
門
出
を
祝
う

九
十
五
名
の
男
女
社
会
人
と
な
る

昭

和

三

十

九

年

度

、

新

ら

し

く

社

会

人

と

し

て

哢

の

門

出

を

す

る

若

人

を

お

祝

い

す

る

。

成

人

の

式

が

一

月

十

五

日

、

蓬

田

村

建

設

班

教

室

で

開

か

れ

た

。

来

ひＩ

ん

と

し

て

武

井

村

長

始

め

多

数

参

列

、

お

ご

そ

か

に

開

式

と

な

り

、

若

人

の

前

途

を

祝

し

、

坂

本

舘

長

か

ら

記

念

品

の

贈

呈

、

三

上

教

育

研

究

聆
冫
一疋
冫

Ｆ
こ
冫
咨
茫
万
７
冫

ら

り

記

念

撮

影

、

映

画

観

賞

後

、

希

望

に

満

ち

散

会

し

た

。

本
日
私
達
の
成
人
の
お
祝
い
を
か
く
も

盛

大

に
挙
行
し
て
い
た

だ
き
ま
し
て
成
人

を
代

表
い
た
七
心

か
ら
厚
く

お
礼
申
上
げ
ま
す

。

ま
た
唯
今

の
激
励
、

お
祝
の
こ
と
ば
私
達

肝

に
命
じ
今
後
の
生
活

に
役
立
て
た
い
と
思

い
ま
す

。

。
成
人
に
つ
い
て
は
民
法
第
三
条

に
満
二
〇

才
を
も
っ
て
成
人
と
す
と
あ
り

ま
す
。

一
口
に
二

〇
年
と
言

わ
れ

ま
し
て
も
私
達

の
経
て
来
た
二

〇
年
冫

特
に
幼
児
期

に
お
け

る
育
成
に
は
日
本
経
済

の
最

低
の
時
期
だ
っ

た
と
の
事
、
両

親
は
も
ち
ろ

ん
の
事
、
多

く

の
先
輩

の
方
々
に
ひ

と
か
た
な
ら

ぬ
御
世
話

に
な
っ

た
事

と
思
い
ま
す
。

本
日

こ
の
よ
う
に
成
人
式

に
出
席
さ
し
て

い
た

だ
い

た
の
も
父
母
兄
妹
は
も
ち
ろ
ん
の

事
社
会
一
般

の
方

々
の
お
か
け
と
思
い
感
謝

の
念
が
い
づ
ぱ
な

言

ざ
い
ま
１
．
し

い
よ
い
ル

成
一
星

し
て
一
人
剛
の
社
会
人

と
し
て
社
会

叫
七

問
入
を
七
て
生
活
を
続
け

て
行
く
の
で
Ｘｙ
ｔ

ｉ
ｆ

が
、
孱
目
が
自
覚
し

七

行

動
し
明
　
　
　
　

活

か
続
け
沽
た

め

犬

九

至

」

に
自
己
の
権
利

に

湎

す
る
ぼ
が
り
で
な

く

義

務
を
も
果
　
　
会
一
員
と
１
て
恥
ず
か
し

く
な

い
人
間
　

て
の
生
活
七
続
け
て
行
き

に

こ

た
い
と
思

い
ま
こ

Ｔ
　

厂

各
人
が
今
朧

七

”
て
教
ｙ

し
べ
下

さ
い

ま
し
た
両
親
お

Ｉよ
び
、
諸
先
輩
に
感
謝
の
念

を

い
だ
き

つ
つ
匹
ぶ

の
個
性
を
十
二
分
に
生

‘
　
　
　
　
　
　ゝ
　
　’

が
し
、
両
親
お
こ

Ｘ
Ｊ
先
Ｊ
の
良
き
指
導
の

も
と
に
さ
ら
に
ｎ

岼

’ヽ
隹
み
ょ

い
社
会
を
つ

’`
　
　
　
　
　’

。
　`

く

る
事

に
努
カ
ヱ
　
　
　

謬
の
成
人
を
代
表

紂

い
心
し
臘
し
て
１１Ｊ

事
を
誓
い
ま
す
。

。昭
和
三
十
咒
今

月
十
五
日

成
人
の
こ
と
ば

今
日

は
私
達

が
成
人
と
な
っ
た
こ
と
を
記

念

し
て
、
こ

の
よ
う
に
立
派
な
成
人
式
を
行

ら

て
下

さ
い
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し

た

。

。

考
え
て
見

ま
す
れ

ば
、
私
達
は
太
平
洋
戦

争

の
最

中
に
生

れ
ま
し

た
。
そ
し
て
敗
戦
と

戦
後
の
混
乱

の
中
に
育
っ
て
ま

い

り

ま

し

た
。

’・
　
私
達
は
、
こ

の
よ
う
な
日
本

の
歴

史
の
激

動
期
の
中
に
、
私
達
を
こ
れ
ま
で
に
育
て

て

く

だ
さ
っ

た
両
親
始
め
、
す

べ
て

の
方

々
に

深
く
感
謝
い
た
し

ま
す

。

昭
和
三
十
九
年

は
、
私
達
　

と
っ
て
輝
や

】

か
し
い
新
年
で
あ
り
ま
し

た
。
私
達
は
霞
人

ｉ

ｉ

・
と

な
っ
た
の
で
す

。
社
会
人
と
し
て
義
務
と

権
利

が
与
え
ら
れ
た
の
で
す
。
私
達

は
そ

の

こ
と
に
感
激
す
る
と
同

時
に
重
大
な
責
任
を

感
じ
ま
し
た
。
私
達

の
隹

ん
で
い
る
社
会
を

見
る
時
、
決
し
て
隹
み

よ
・い
社
会
で
あ
る
と

は
言
い
得

ま
せ
ん
。

こ
の
社
会
を
よ
り
住
み
ょ

く

よ

り

明

る

い
、
そ
し
て
豊
か
な
社
会
と
ナ

る
こ
と
が
成

‐‐
人

と
な
っ
た
私
達
の
務
め
だ
と
思

い
ま
す
。

私
達
の
前
途

は
決
し
て
生
易

し
い
も
の
で

は
な
い
こ
と
を
知
っ
て

い
ま
す
。
し

か
し

、

私
達

に
は
若
さ
と
勇
気
が
あ
り
ま
す
。

私
達
は
よ
り
一
層
自
己
を
み

が
き
、
そ
し

て
真
実

を
見
き
わ

め
る
目
を
や
し
な
い
課
せ

ら

れ
た
責
任

を
立
派
に
果
す
こ
と

を
７

こ
こ

に
誓
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
　

ｙ
　

ド

今
後

と
も
、
先
輩
の
皆
様
の
ご
指

導
と
ご

鞭
縫
を
お
願

い
し
て
簡
単
で
す

が
成
人
の
こ

と
ば
と
い
た
し
ま
す

。

昭
和
三
十
九
年
一
月
十
五
日
　
　
　

」

成
人
代
表
　

越
　

ｍ

レ

章
　

火

蓬
田
青
年
学
級
閉
級
式

三
月
十
八
日
蓬
田
小
学
校
に
お
い
てこ

で
も
青
年

学
級

の

訃

に
頭
を
憫
ま
し
て

い

る
昨
今
、
蓬
田
青
級
瀛
生

徒
会
長
弖
尸
守
）

三
十
五

名
は
去
る
一
月
八
日
の
開

級
式
か
’ヴ
始
り
、
毎
週

生

徒
会
に
よ
る
計
画
日
程

表

が
作
成
さ
れ
、
講
師
先

生

と
よ
く
連
絡
自
主
的
運

営

が
な
さ
れ
そ
の
成
果

を
お

さ
め
て
き
た
。

彼
岸
と
も
な
り
、
そ

ろ

そ
ろ
農
非
業
に
も
入
石
時

期

恚
も
な
り
、
更
に
講
師

陣
の
霾
　

み
に
入

る
の
で

玉

今
皿

の

閉

級

之一
を

去
る
三
月
十
八
日
午
蘓
七

時
か
ら
、
蓬
田
小

学
校
、

青
級
教
室
で

行

な

わ

れ

た
。
　
　
　
　

’
　

ｆ

来
ひ

ん
と
し
て

、
森
教

育
長
、清
水
議
長
、坂
本
公

民
舘
長
出
席
、
名
志
や
主

事
（
蓬
田
小
学
校
長
）
か

ら
記
念
品
を
贈
ら

れ
式
終

了
後
懇
親
会

を
開
き
、
三

十
九
度
は
こ
の
春

、
四
月

か
ら
開
講
年
間
を
通
し

た

学
習
活
動
を
申
し
合
せ
、

な
ご
や
か
に
散
会

し
た

。

蓬
　
　
田
　
会
長
清
水
き
く
ゑ

あ
す
な
ろ
　
会
長
　
藤
本
富
代

長
　
　
科
　
会
長
　
張
間
き
よ

生
改
、
共
同
炊
事
に
つ
い
て

交

換
話
合
集
会

三
月
十
九
日
午
後
一
時
三
〇
分

よ
り
役
場

二
階
に

お
い
て

初
の
会
合

を
開
い
た

。

昨
年
田
植
期
に

お
い
て
、
蓬
田
生
改
、
あ
す

な
ろ
生
改
は
そ
れ
ぞ
れ

ぐ

共
同
炊
事
に
ふ

み
切
り
、
そ
の
効
果

を
挙
げ
て
祟

り
ま
し
た

が
、
吏

に
今
年
度
は
前

進
す
る
た
め
、

お
互

い
の
話
合
の
中
か
ち

、
共
通
な
悩
み
を

出
し

合
い
反

省
し
、
更
に
効
果
的
な
も
の
は
そ

れ

ぞ
れ
の
地
域
的

に
割
出
し
、
充
分
な
る
成
果

を
挙

げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
か
ら
れ
た

わ
け
で
す
。
’

叉
、
ポ
イ
ン
ト
の
お
き
ど
こ
ろ
は
、
蓬
田

長
科
両

地
区

だ
け
で
な
く
、
村
全
体
実
施
運

働
に
結
び
つ
き
、
村

づ
く
り
運
動
の

Ｉ
カ
ン

と
す
る
の
は
大
き
な
ね
ら
い
で
あ

る
。

先
づ
、
坂
本
公
民
舘
長
の
司
会
、
武
井
村

長
の
あ

い
さ
つ
後
、
助
言
者
と
し
て
同
席
を

得
て
話
合
が
進

め
ら
れ
た

。

そ
の
話
合
の
要

点
だ
け

を
断
片
的
に
記
し

て
参
考
と
致
し
ま
す

。

（
Ｊ）
　
共

通
的

効

果

廴
　
戸
版
期
に
お
け
る
婦
人
労
力

の
軽

減
終
労
後
は
晩
の
副
食

が
届

い
て

い

る
の
で

、飯
台
を
揃
え
る
だ
け
で
よ
い
、

後
方
付
後
は
ゆ
っ
く
り
休

め
る
時
間
が

あ

る
。
炊

事
要

員
が
不
要

に
な
る
の
で

苗
取
、
植
付
等

に
労
力

が
振
り
む
け
ら

れ
る
。
　
　
　
￥『♂

2
.
　

経

費

の
半

減

大
量
に
買
い
求

め
る
か
ら
格

安
で
あ

る
、
個
々
人
の
場
合
と
違

い
無
駄
な
く

活
用
出
来
る
、
間
食

も
統
一

さ
れ

る
か

ら
一
日
一
人
八
円
～

十
円
程
度
で
よ
い

’
（
蓬
田
の
場
合
）

3
.
　

精

神

面

の

ゆ

’と

り

晩
ご
飯
後
、
明

阡
の
副
食
物

の
献
立

等

の
心
配
が
な
い
、
ゆ
っ
く
り
就
寝
出

来
る
か
ら
、
一

日
の
疲
労
の
回
復
が
早

い
、
偏
食

者
の
矯
正
と
な
る
。

4
.
　
文

化

生

活

労

力
の
軽

減
に
よ
り
、
テ

レ
ビ
を
観

る
時
間
と
ラ

ジ
オ
を
聴
く
時
間

か
お
る

上

戸
で
、
】
応
教
養
の
時
間
が
確
保
出
来
、

文
化
生
活

の
デ
ン
ス
ーア
ッ
プ
と
な

る
。

5
.

’
栄

養

価

の

確

保

普
及
事
務
所
か
ら
普
及
員

の
指
導
を

得
て

、

カ

ロ

リ
ー

の

計

算

に

よ

る
栄

養

価

の
充

実

し

た
副

食

物

が

と

れ

る

。

（
Ｊ
）
　
反

省

と

研

究

Ｌ
　

嗜

好

の

度

合

が

差

程
強

く

な

い

が

好

き

嫌

が
あ

る
も

の

で

、
そ

の

是

正

に

心
を

砕

く

べ

き

だ

。

方
法

と

し
て

、
再

三

会

合

を

開

き

、

個

々
人

の

嗜
好

を

訓

査

し

、

共

通

に

富

ん

だ

嗜
好

材

料

を

と

り

入

献

立

を
作

る
よ

う

に

す

る

。

④
　

今

年

度

の

基

本

方

針

Ｌ
　

人

夫
賃

の
村

内

統

一

賃

金

制

の

確
立

規

定

賃
金

よ
り

オ

１’ｌ．
。（

し
、

高

賃

金
を

以

て
人

夫

の

ス

カ

ー
ト
（
引

き

抜

き
）
を

し

な

い

こ

と

。

2
．
　
間

食

の

統

一

田

植

は

勿
論

の
こ

と

す

べ

て

の

作

業

に

お

い

て
年

々
間

食

が

は

で

に

な

り

、

一

八

四

、
五

十

円

も

か

け

て

い

る

よ

う

で

あ

る
（
人

夫

の

歓

心
を

買

う

た

め
）
喰

余

し

て

家

に

持

ち
帰

る
程

で

あ

る

。

村

内

統

厂
し

、

一
人

十
円

～

二

十
円

位

に

押

い

る

よ

う

呼

か
け

る

。

3
.
　

両

ダ

歩

Ｉ

プ

の

間

食

に

つ

い

て

蓬

田
　

一
人

八
円

、

（
そ

れ

位

で

出

来

る

か

と

の

声
も

あ

っ

た
が

）

パ
ソ
な

ど

は

殆

ど
手

前

製

だ

か
ら

可

能

で

あ

る

。

④
　

長

科

十

人

二

十
円

で

意

識

統

一

し

て

い

る

。

グ
ル

ー

プ
外

に

ょ

く

話

合

し

、
協

力

を

戴

き

全
部

落

を

統

一
し

て

行

く

（
蓬

田

の

よ

う

に
手

前

製

で

買

い

求

め

る

か

ら

）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

4
.
　
申

し

合

せ

意

見

１
 。
　
間

食

の

村

内

統

一

は

、

村

の

各
種

指

導

機

関

を

通

じ

て
巾

広
く

ピ

ー
ア

ル

し

ノ

完

全

統

一
す

る
よ

う

働

き

か

汁

て

戴
き

た

い

。
　
’‘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卜

2
.
　
私

た

ち
も

婦

人
会

総
会

に

お

い

て
、

動

議

を
以

て

提

案

し

、

総
会

の

決

議
を

経

て
村

内
に

強

く

ア

ー

ピ

ー
ル

す

る

。

3
.
　
村

の
最

高

行

政

、
指

導
機

関

た

る
、

村

議

会
農

協

は

早

く

連

絡

を

密

に

し
て

統

一

賃
金

を

確

立

し

、
農

労
対

策

の
だ

め

そ

の
指

導

と
実

施

に

強

力

な
活

動
を

望

ん

で
や

ま
な

い

。

（
筆

責

者
　

豊

水
）

新

生

活

運

動

指

定

地

区
　

長

科

お

し

ど

り

話

合

集

会

／

財

布

を

も

っ

て

い

な

い

臘

の

ふ

遣

銭

を

月

給

制

に

し

て

欲

し

い

／

４ｔ４１ｅ
ｓ
Ｑ一
蓼一
参考ｊ４Ｓｌ
かな一
φ一－
孝衂ａ
φｓ
ｌ々
ｗａ
φ４ｔＱｓｓ
ｆ
ｅ
４一
φｓｓ
ぁ冫ｓｅ
恭一
ｆｅｓｓ

一

月

二

十

三

日

、

長

科

部

落

公

民

舘

に

お

い

て

、

新

生

活

運

動

指

定

地

区

、

長

科

、

あ

す

な

ろ

生

改

グ

ル

ー

プ

で

は

婦

人

だ

け

で

解

決

出

来

な

い

問

題

点

も

あ

る

し

、

な

ん

と

し

て

も

主

人

の

理

解

と

協

力

が

な

け

れ

ば

活

動

出

来

な

い

面

も

多

く

あ

る

の

で

、

主

人

と

一

所

に

話

合

の

場

を

得

る

た

め

お

し

ど

り

集

会

を

開

い

た

。

講

師

、

助

言

者

と

し

て

、

新

生

活

協

議

会

事

務

局

長

渡

辺

先

生

を

招

き

、

蹟

人

の

角

度

か

ら

話

合

し

た

。

そ

の

要

点

は

●
　

今

年

を

以

て

指

定

地

区

が

切

れ

る

わ

け

で

す

が

今

後

村

、

県

は

ど

の

よ

う

な

指

導

を

進

め

て

ゆ

く

か

お

質

ね

し

た

い

。

△
　

紂

で

は

既

得

の

予

算

を

確

保

し

、

更

に

出

来

得

れ

ば

増

額

し

て

、

物

、

し

両

面

か

ら

指

導

し

て

ゆ

き

た

い

。

▲
　

県

で

は

一

応

今

年

で

地

定

地

区

が

終

り

に

な

る

の

で

、

今

ま

で

の

助

成

金

は

だ

せ

な

い

か

ら

、

専

任

講

師

派

遣

等

併

せ

て

精

神

面

で

援

助

し

て

ゆ

き

た

い

。

○
　

蛟

に
（

二

の

撲

滅

で

す

が

、

今

年

は

村

の

薬

の

配

布

時

期

が

遅

れ

て

効

果

が

う

す

れ

た

よ

ペ
ノ
に

思

う

か

ら

今

年

は

四

月

に

入

っ

た

ら

す

ぐ

配

布

の

作

業

に

と

り

組

ん

で

欲

し

い

、

更

に

そ

の

前

に

防

え

き

委

員

を

集

め

、

薬

剤

の

効

果

的

散

布

め

指

導

し

て

戴

き

た

い
　

（

要

望

事

項

）

○
　

母

の

不

在

な

家

庭

内

に

非

行

少

年

が

出

て

い

る

と

云

れ

て

い

る

が

そ

の

点

に

っ

い

て

ど

う

か

。

▲
　

「

母

な

る

大

地

に

還

れ

」
と

云

れ

る

よ

う

に

、

ど

う

し

て

も

母

親

が

働

く

に

出

て

留

守

な

家

庭

に

、

率

か

ら

云

う

と

あ

る

と

き

い

て

い

る

（

全

部

と

云

う

こ

と

で

は

な

い

）

ど

う

し

て

も

母

親

が

他

に

働

き

に

出

な

い

と

生

活

に

困

る

家

庭

は

仕

方

な

い

が

、

出

来

得

る

な

ら

母

は

家

庭

に

あ

っ

て

子

供

に

愛

情

を

注

ぎ

そ

の

行

動

を

見

守

っ

て

や

る

こ

と

が

の

ぞ

岸

し

い

。

子

供

が

母

親

の

愛

情

に

甘

い

た

い

も

の

で

、

そ

の

愛

情

を

得

ら

れ

な

い

反

動

か

ら

非

行

に

な

る

少

年

も

数

の

中

に

は

あ

る

。

今

や

全

国

的

に

「

毋

よ

家

庭

に

還

札

」

運

動

が

進

め

ら

れ

て

い

る

。

○
　

申

し

合

せ

事

頃

１
．
　

若

い

お

嫁

さ

ん

で

ま

だ

家

庭

内

で

財

布

を

も

っ

て

い

な

い

方

は

、

そ

の

っ

と
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必
要
な
小
遺
銭
を
も
ら
っ
て

い
る
が
、

な
に
か
に
つ
け
婦
人
は
男
よ

り
こ
ま
ご

ま
な
日
常
品

が
必
要
で
あ

る
し
、
な
に

か
と
計
画
的
買
物
等
で
小

遺
銭
を
月
に

決
め
て
月
給
制

に
し
て
戴
き
た
い
も
の

だ
・

額

は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
の
都
合
も

あ

る
で
し
ょ
う
か
ら
一
様
で
な
く
て
も

よ

い（
意
識
統

乙

使
用
目
的

が
は
っ
き

り
し
た
も
の
で
も
そ
の
っ
ど
も
ら
う
の

は
た
ん
と
な
く
気
が
引
け
る
。
月
給
に

な

る
と
、
普
段
心
棒
し
て
貯
金
し
て

お

い
て
も
目

的
の
も

の
は
買
う
に
ょ
い
。

△
　

編
者

の
意

見

Ｌ
　

あ
い
に
く
姑

さ
ん
が
お
ら
な
か
っ
た

の
で
、
お
こ
が
ま
し

い
が
意
見
と
し
て

申
述
べ
て

み

る
。

今
や
農
家
も
月
給
制

の
機
運
が
高
ま
っ

て

い
る
の
で
要

望
通

り
、

姑

さ
ん
も
一

一
　

歩

ふ
み
き
っ
て
月
給
制
に
し
た
方
が
望

ご
　
ま
し

い
と
考
え
る

。

口
　

深
酒
、
尻
長
退
散
運
動

主

人
た
ち
は
あ

る
会
合
で

酒

を

戴

く

と
、
と
き
ど
き
家
庭
に
け
や
く
を
連
れ

て
洸

れ
来
る
と
き
か
お
る
・

話
に
花
が

咲
き
寸
ご
貼
ま
て
も
帰
ら

ぬ
と
き
日
匿

い
し

、
明
日

の
仕
事
に
さ
し
障
る
の
で

よ
い
退
散

の
特
効
薬

が
な

い
も
の
か
？

△
　

あ
り
ま
す
。
狼

の
森
の
新
生
活
運
動
の

よ
う
に
、
九
時
就
寝
遠
慮
な

く
九
時
に

な
っ

た
ら
、
さ
っ
さ
と
寝
て

し

ま

う

こ
と
、
そ
う
な

る
と
女
気
と
火
の
気
の

な
い
と
こ
ろ
に
云

々
で
、
流
石
の
呑
み

て
き
で
も
退
散
く

○
　

そ
し

た
ら
、
あ
し
こ

の
ア
ツ
チ
ヤ
、
欲

だ
の
、
あ
い
そ
気

が
な
い
と
か
云
う
だ

ろ
に
Ｉ

。

△
　
そ

ん
な

こ
と
、
気
に
し
な
い
く

そ
れ

は
欲
で
も
な
し
、
あ
い
そ
気
が
な
い
の

で

は
な
い
。

家
庭
は

二
次
会
の
場
で
も
な
し
、
十
時

も
十
二
時

ま
で
も
酒
を
の
む
と
こ
ろ
で

も
な
い
。

み
ん
な
が
そ

の
方
向
に
進
む
な
ら
誰

も

云
う
人
僞
な
く
な
る
。
｀
　Ｉ
　
　

ト
ロ

自
 
ら
 
然
 
る
 
姿

郷
　
沢

中
　
川
　
信
　
義

自
然

は
常
に
我

々
人
間

の
無

言
の
手
本
で

あ
り
、
慰

め
と

な
っ
て
い

る
。
悲
痛
で

苦
し

ん
で

い
る

時

は

、

母
の
手
の
如
く
や
さ
し

く
癒
し
て
く
れ

る
。
我

々
は
自
然
の
あ
ら
ゆ

る
姿
－

九
Ｘ
Ｊ

空
に
深

い
心
の
感
動
の
憧

れ
を
持
っ
て

い
る
。
新
鮮
な
空
気
で
満
ち
た

森
閑
と
し
て
い
る
山
中
に
ど
ん
な
に
憧
れ
て

い
る
こ
と
か
。
真
青
に
澄
み
き
つ
て

い
る
空

に
よ
っ
て
ど

ん
な
に
か
は
れ
ば

れ

す

る

こ

と
か
、
激
し

い
風
と
ど

ん
よ
り
し

た
厚

い
鉛

色
に
ど
ん
な

に
か
驚
ろ
き
の
眼
と
感
嘆
を
持

つ
こ
と
で

あ
ろ
う

か
。
老
壮
思
想
の
流
れ
を

く
む
幾
多
の
詩
人

、
例
え

ば
、
普
の
陶
淵
明

窓
の
王

維
、
孟

浩
然
な
ど
が
世
人

の
有
限
的

な
も

の
に
こ
だ
わ
つ
１

是
非
濕
良
司

争
う
こ

と
の
愚
を
非
難
し
、
た
だ
天

命
に
ま
か
せ
、

煩
悩
を
除

い
て
出
世
的
な
い
わ
ゆ

る
理
想
郷

に
消
遙
す

べ
き
こ
と
を
云
っ
て
、
自
然
の
中

に
現
世
を
逃
避
し
だ
の
も
問
題
は
あ
ろ
う
が

充
分
に
う

な
ず
け

る
こ

と
で

あ
る
。
自
然
は

美
し
い
。
し
か
し
決
し
て
虚
飾
に
色
ど
ら
れ

１
に
し
力

し
。
我
っ
て
又
諦
淞
で
兔
あ

る
。

我
々
が
自
然
に
強

い
感
動
を
持
つ
の
は
、
こ

の
素
朴
な
力
強
さ
に
対
し
て
で
は
な
い
の
か

自
然
と
は
「
自
ら
然
る
」
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
こ
に
一
切
の
真
理

が
あ

る
。
あ
る
が
ま

ま

の
姿
が
あ

る
が
ま
ま
に
あ

る
と
い
う
こ
と

は
偉
大
な
真
理
で
あ
る
。
我

々
は
自
然

か
ら

こ
こ

を
学

ぶ
べ
漣
で
あ
る
。
何
故
な
ら
一
般

に
人
間

が
自

費

対
す

る
も
の
（
一
切
を
含

む
）

に
接
す
晦

自
己

の
主
観
、
或
は
観
念

で
み
る
の
で

あ
石
な
ら
ば
そ
の
物

を
あ
り
の

ま
ま
に
理
解
そ
盲

事
は
出
来
な
い
。
そ
の
も

の
を
そ
の
も
と
ご
理
解
す

る
た
め
に
は
自
己

の
主
観
を
捨
て
天
る
こ
と
に
よ

っ

て

で

あ

る
・

鏡
が
く
虻
っ
た
Ｅ（
蹣

測
リ
て
お
れ
ば
決

し
て

事
物
を
あ
力
の
ま
ま
に
写
す
出
す

こ
と

が
出
来
な
い
赱
网
じ
理
で
あ
る
。
我

々
が
相

ｌｒ
　Ｉ
｀
Ｊ

冫

手
が

誤
解
し
だ

ウ
、
憎
ん
だ
り
争
っ
た
り
す

Ｊ
　
　
　
　
　’謦
‐

Ｆ
こ

と
は
且

已
口
主
観
、
観
念
を
第
一

に
置

ぐ
か
ら
で
あ
る
と
賢

ノ
。
我

々
が
自

然
か
ら

昔

ぺ
轟

立

ヤ

旦

・

自

ら
菅

石

よ

砥

茫

裄

■

と

わ
な

い

冫
で
れ
以
前

の
、
ｔ
　

！
酋
苳
り
姿

よ
自
ら
然

″召
姿
）
に
迄
持
っ
て
く

る
こ
と

で

は

な

へ

、
。
そ
う
す
れ
ば
、
自
分
に
対

す

る

も
｛

、
お
の

ず
か
ら
理

解
せ
ら
れ

る
こ
と
に
み

る
　
で
あ
る
ま
い
か
と

思
わ
れ

て

な

ら

か

い

。
　

ら
ゆ
る
す
ぐ
れ
た
文
学
は
民
族
の
苣

を
越
え
、

ヽ
代

を
超
越
し
て
人

間
の
胸
を
れ

っ
て

く
る
。
東
洋
の
文
学
作
品
の
み
な
ら
ず

西
洋

の
文
学
作
品
な
ど
に
深

い
感
動
を
覚

え

て

い
る
の
で
あ

る
。
幾
千
年
を
隔

だ
て
た
作

品

が
、
し
か
も
民
族
を
異

に
し
な

が
ら
、
あ

た
か
も
自
分
達
の
す
ぐ
身
辺
に
起
っ
て
来
て

い
る
か
の
如
く
思

わ
せ
感
激
を
与
え
て

い
る

の
は
ど
う
い
う
わ

け
な
の
で

あ
ろ
う
か

。

こ
こ
に
人
間
の
偽
り

の
な

い
普
遍
的
な
姿
を

見

え
出
し
得

る
よ
う
に
思
わ
れ

る
山
室
静
氏

は
「
世
界
文
学

の
問
題
」（
私
の
高
三
教
科
書
）

の
中
で
次

の
よ
う

に
云
わ
れ
て
い
る
。
時
と

所
と
を
は
る
か
に
隔
て
た
詩
人
の
声
は
直
ち

に
私
達

の
胸
に
し
み
入

る
。
そ
し
て
そ
う

い

う
こ
と
が
可

能
な
の

は
そ
れ
ら

の
詩
歌
が
人

間

性
の
深

い
真
実
を
表
わ
し
て
い
る
か
ら

で

あ
り
、
又
千
年
、
二
千
年
後
の
私
達
の
う

ち

に
遠
い
ギ
リ

シ
ヤ
中
国
に
生
き
た
人
間

の
喜

び
や
悲
し
み
が
同
じ
よ
う
に
現
在
も
な
お
生

き
て

い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
文
学

が
、

そ
う
し

た
普
遍
的
人
間
性

に
訴
え
る
こ

と
は

い
　
や
が
て
人
々
を
深

い
愛

に
於
て
結
び
つ
け
Ｘ

－

こ
彫

こ
に
充
分
考
え
さ
せ
る

問

題

が

呶

ヽ

る
・

虚
飾
に
色
ど
ら
れ

た
文
学
作
品
が
。
い

ヽ
　
か
に
美
辞
麗
句
が
多
い
と
云
え
ど
も
決
し
で

友

永
続
す
べ
き
筈
が
な
い
・

人
間
性
の
深

い
豈

Ｊ

実
を
表
わ
し
、
普
遍
的

人
間
性

の
基

盤
に
ウ

。

つ
て
初
め
て
現
在
ま
で
も
生

き
生
き
と
脈
弓

一
　

っ
て
い
る
の
で
ル

ふ

寛
こ
心一
Ｊ
Ｗ
ｔ

Ｗ
一
致

。

す
る
も
の
を
感
ず
る
　
ヽ
　

て
　
　

の
人

の

「

み

が
有
す

る
の
で

は
な

い
。
又
そ
れ
は
決
Ｌ

て

個
人

の
主
観
で
も
観
念
で
も
造
ら
れ
る
右

‘
　の

で

は
な
い
・

何
故
な
ら
主
観
や
観
念
に
ょ

っ
て

は
、
い
っ
で
も
正
し
く
真
実

を
把
握
出

一
　

来

な
い
の
み

な
ら
ず
ヽ

普
遍
的
真
理

を
表
わ

。
し
得
な

い
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
普
遍
的
人

・
｝
間
性
は
決
し
て
他

の
も
の
に
と
ら
れ

る
も

の

で
は
な
く
、
そ
れ
以

前
に
あ
る
あ
り

の
ま
ま

の
人
間

の
姿
な
の
で

あ
る
。
こ
れ
こ
そ
自
ら

。
然

る
姿
で
あ
り
こ
の
境
地

に
於
て
自
然
と

Ｉ

．

致
す
る
の
で
あ
る
。

自
己
の
姿
を
、
自

ら
然

る
姿
と
し
て
、
そ
こ

。
か
ら
書
き
表
わ
し
た
文
学
作
品
が
民
族
の
差

【
　

を
越
え
ヽ

時
代

を
超
越
し
て
ヽ

真
に
我

々
に

一

迫
っ

て
来
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
作
者
の
文

学
者
と
し
て

、
人
間
と
し
て
の
偉
大
さ
が
あ

‘
る
。
こ
こ
で

、
普
遍
的
な
人

間
性
に
ょ
っ
て

打
ち
嶝
て
ら
れ

た
文
学
が
各
国
民
、
各
人
の

特
色

が
な
く
、
単
色
に
塗
り
っ

ぶ
さ
れ

る
と

い
う
の
で
は
な
い
。
そ

の
表
わ
れ

が
各
人
特

色
特
微
が
あ
っ
て
良
い
こ

と
で
あ

る
。
そ
の

底
に
あ
る
姿
が
、
普
遍
的
人
間
性
に
あ
っ
て

い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

或

る
罪

に
対
し
て
罪
の
意
識
と
そ
れ
に
対

す

る
後
悔
の
苦
し
み
を
持

つ
の
は

人

間

で

あ

る

。
何
故
に
罪
の
意
識
を
持
ち
得
る
の
か
、

こ
こ
に
重
要

な
問
題

が
あ
る
と
思
う
。
自
分

の
な

し
た
行
為

が
ど

ん
な
に
残
酷
で
あ
ろ
う

と
敢
え
て
苦
し
む
必
要

は
な
い

で

は

な

い

か

。
し

か
し
人
間
は
罪

に
対

し
て
そ

の
意
識

と
後
悔
の
念
を
も
っ
、
こ

れ
は
人
間

に
良
心

が
あ
る
か
ら
だ
と
思
う
。
「
そ
う
す

る
事
は

惡

い
こ
と
だ
。
だ
か
ら
す

べ
き
で
は
な
い
」

と
い
う
理
性

の
声
に
従
っ
て
行
動
し
得
る
力

を
持
っ
て

い
る
に
も

か
か
わ
ら

ず
行
動
し
得

な

か
っ
た
所
に
起
こ
る
の
で
あ
る
。
人
間

の

正
し

い
状
態
を
は
っ

き

り

知

っ
て
、
そ
れ

か

ら
離
れ
た
こ
と
に
対

し
て
後

悔
の
苦
し
み

を
持
つ
の
で

あ
る
と
思
う

。

そ
し
て

そ
れ

に
よ
っ
て
人
間

は
再
び
正

し
い

状

態
に
戻
り
得
る

の
で
あ

る
。

・
従

っ
て

良
心
に
よ
っ
て
苦
し
み
を
感
ず
る
の

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
又
正
し

い
状
態
に
立

ち
帰

ろ
う
と
す
る
所
に
起
こ

る
と
云
え

る
の
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台 － ４
は，‾罰地区にとっ て住民のみとめるものとなり，今後は部落の事業として進展せ

る
も のと考へられます。 生憎記録写真のもっていなが残念です。

μ。　実践課題の進展状況

イに同じで す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ト

ノヽ。 当該市町村の補助育成状況

①　狼の森部落視察の際は公民 舘長さんの働きで旅費は無料で 貸切パ 刈 台に43名
の希望者が楽しい 有意義 な １日を送 りました。
（i） 蚊とノヽエの撲滅に当っ ては役場 との連絡のもとに薬剤は他村より少しく 予 算

を見て もらい ，役場 より配布し てもらっ てお ります。　 。･　　
¶

③　精神的 な協力 では坂本公民舘長さんに於 いて心 よく相談に乗っ てくれ
ま し た

し，村の有力 者もそ の後の集会には顔を出して くれ る様 に なりまして，今 後 の活
動にプラスにな ると思います。

二。　講師 のあっせ ん，事業共催等の協力 事項

講師のあっ せんには相談などは殆 んどございませ んでしたが ，事業共催 は 村 に 於

け る保健衛 生講座な どは再三1 緒に 開催 して出席率 の向上に努力し て お り ま す。
（ ３ ）　　　問　題　 点

今後の運 動参加を円滑に する為には どの様な事業 を計画したら よいかと 考 へ る 次
第で す。

【 ２ 】
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号
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自
由
な
る
人

間
の
姿

は
自

ら
然

る
姿
で
あ
っ

た
の
だ
こ
こ

に
云
う
自
由
と

は
行
為
の
自
由

で
は
な
い
精
神
面
に
於
け
る
自
由
を
指

す
。

こ
の
世
に
真

に
平
和
を
打
ら
建
て

、
人

々
が

愛
と
理
解

の
う
ち
に
、
に
っ

こ
り

笑
い
合

い

得

る
の
は
、
人
間

の
中

の
自
然
の
姿
を
実
現

す

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
限
り
永
遠

に
戦
争

は
続
く
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る

。
何

故
な
ら
自
ら
然

る
姿
こ

そ
個
人

の
主
観
や
観

念
に
と
ら
わ
れ

る
も

の
で
は
な
く
、
あ
り
の

ま
ま
な

る
姿
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ

の
人

に
対
す

る
一
切

の
も
の
を
あ
り

の
ま
ま

に
解
悟
出
来

る
の
で
あ

る
か
ら
で
あ
り
、
又

古
今
を
通
じ
民
族
を
異
に
し
な
が
ら
お
互
を

結
び

つ
け
る
普
遍
的
人
間
の
姿
に
他
な
ら
な

Ｉ

い
か
ら
で
あ

る
。
人
間
が
互
に
結
び
合
う
こ
・

と
の
出
来
る
の
は
、
こ
の
姿

に
於
て
で
あ

る

か
ら
で

あ
る
。
も
っ
と
も
戦
争

は
経
済
的
な

問

題
が
根

に
な

る
こ
と

が
殆

ど

で

あ

る
。

ど
ん
な
こ
と

よ
り
明
日

の
生
活
を
心
配

せ
ね

ば
な
ら

ぬ
の
が
今
日

の
状
態
で
あ
る
。
こ
こ

に
困
難
が
あ

る
し
か
し
経
済
的

に
束
縛
さ
れ

て

い
る
人
間
の
以

前
に
自
由
な
自
ら
然

る
姿

が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

。
さ

ら
に
人
間
で
あ

る
以
上
人
間
は
あ
ら
ゆ

る
欲

望

を
持
っ
て

い
る
。
　

‐

自
然

は
目

の
前
に
あ

る
。
自
ら
然
る
姿
で
、

一
切

の
真
実

を
含
ん
で

」［
偉
大
な
自
然

は
、
何

か
を
話
し
て
い
る
。

‐‐‐‐‐
ツ

ス

が

。

ド

イ

ツ

、

ス
イ

ス

に
起

っ

た
宗

教

改

革

運

動

が

実

に

そ

の
こ

と

を
示

し

て

い

る

西

洋

に

於

け

る
中

世

は
暗

黒

時
代

と

呼

ば

れ

る

。
学

間

も

芸

術

も

道

徳

も
政

治

も

す

べ

て

一

宗

教

的

観

念

に

支
配

さ
れ

、

真

理

も

神

を

離

れ

て

は

存

在

を

許

さ

れ

ず

、
又

封

建

社
会

の

因

習

が

世

界

を

支
配

し

、

全

て
人

間

の

自

由

な

精

神

活

動

は

束
縛

さ

れ

て

い

た

。

然

る

に

十

字

軍

の

完
全

な

る
失

敗

は
宗

教

熱

を

さ

ま

さ

せ

こ

こ

に

ル

ネ

サ

ン

ス
、

宗

教

改

革

が

起

っ

た

の

で

あ

る

ル

ネ

サ

ン

ス
も

宗

教
改

革

が

云

う

ま
で

も
な

ぐ

人

間

精

神

の

解

放

を
目

指

す
運

動
で

あ
っ

た

の
で

あ

る

。

束

縛

を
脱

て

人

間

の
本

来

の
姿

を

求

め
よ

う

と

し

た

の
で

あ

っ

た

。

こ

の
本

来

の
姿

こ

そ

自

ら
然

る
姿

に
他

な
ら

な

い

、
何

故

な

ら

自

ら
然

る
姿

と

は

、
そ

れ

が

そ

の
ま

ま

あ

る

姿

で

あ
り

一

切

の
束

縛

以

前

に

あ

ら

ゆ

る

真
理

を

持

っ

て

厳

然

と

存

在

し
て

い

る
姿

で

あ

る

醂
ら

で

巳
５

で
あ
る
。
フ
ァ

ス
ト
の
中
に
主
が

メ
ー
フ
ァ

ス
ト
に
云
う

言
葉

が
あ

る
「

よ
い
人
間
は
た

と
え
暗
黒
な
衝
動
に
か
ら
れ
て

も
正
し

い
道

は
決
し
て
忘
れ
は
し

な
い
も

の
だ
。
」
人
間

に
は
良
心
が
あ
る
。
人
間
は
良

心
に
よ
っ
て

自
由
を
束
縛
さ
れ

る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
一

良
心
は
そ

の
人
自
身
で
あ

る
か
ら
、
良
心
は

決
し
て
虚
り
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
あ

り

の
ま
ま
の
人
間
の
心
で
あ

る
。

ぐ

こ
に
自
我
を
超
越
し
て
人

間
一

般
に
共
通

の

世
界
か
お
る

。
何
も
の
に
も
束
縛
せ
ら
れ

な

い
こ
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
こ

そ
人
間
の
自

然
で
あ
る
。
良
心

そ
の
も
の
の
姿
は
自
ら
然

る
姿
で
あ
っ
た
の
だ
。
人
間

は
宗
教
か
ら
も

封
建
的

権
力

か
ら
も
絶
対
に
支
配
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
自
由
人
で
あ

る
。
宗
教
の
権
力
も

人
間

に
と
っ
て
第

二
義
的
或

は
そ
れ
以
下

の

も

の
で

あ
る
。
イ

タ
リ
ヤ
に
扣
っ
た
ル

ネ
歩


	page1
	page2

