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８
月
29
日（
土
）午
前
10
時
よ
り
、

寿
公
民
館
大
会
議
室
に
お
い
て「
寿

地
区
子
連
れ
コ
ン
サ
ー
ト
」が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　

１
９
２
サ
ロ
ン
運
営
委
員
会
が

主
催
す
る
こ
の
コ
ン
サ
ー
ト
は
次

代
を
担
う
子
ど
も
を
安
心
し
て
産

み
、育
て
る
環
境
を
地
域
で
支
援
す

る
と
と
も
に
、親
子
で
も
気
軽
に
楽

し
む
場
の
提
供
を
目
的
と
し
て
開

催
し
て
お
り
、今
年
で
13
回
目
の
開

催
で
し
た
が
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
予
防
対
策
の
た
め
、例
年
よ

り
規
模
を
縮
小
し
て
の
実
施
と
な

り
ま
し
た
。そ
れ
で
も
お
子
さ
ん
連

れ
の
ご
家
族
17
組
42
名
を
中
心
に

約
60
名
の
参
加
が
あ
り
盛
会
に
行

う
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　

今
年
の
演
奏

者
は
、
地
元
寿
小

池
在
住
の
マ
リ

ン
バ
の
北
山
結

香
さ
ん
を
中
心

に
、ヴ
ァ
イ
オ
リ

ン
の
花
村
祐
美

さ
ん
と
ピ
ア
ノ
の
服

山
桜
子
さ
ん
の
３
人

の
先
生
方
が
ソ
ロ
活

動
と
は
別
に
、１
年
程
前
か
ら
一
緒

に
活
動
す
る
よ
う
に
な
り
、寿
地
区

で
は
今
回
が
初

め
て
ト
リ
オ
で

の
演
奏
会
と
な

り
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た

ち
に
馴
染
み

の
あ
る
ア
ニ

メ
の
「
夢
を
か

な
え
て
ド
ラ

え
も
ん
」
や

「
と
な
り
の
ト

ト
ロ
」
か
ら
穏

や
か
な
「
タ
イ

ス
の
瞑
想
曲
」元
気
の
よ
い「
情
熱

大
陸
」
な
ど
幅
広
い
曲
を
楽
器
の

解
説
を
交
え
な
が
ら
演
奏
し
、
参

加
者
は
マ
リ
ン
バ
な
ど
珍
し
い
楽

器
に
目
を
輝
か
せ
な
が
ら
、
素
敵

な
演
奏
に
心
を
癒
さ
れ
楽
し
い
夏

の
ひ
と
時
を
過
ご
さ
れ
ま
し
た
。

【
館
報
編
集
委
員　

松
澤
憲
一
】 　

梅
雨
が
続
く
時
期
、
７
月
16
日

㈭
・
25
日
㈯
・
31
日
㈮
の
３
日
間
、

寿
体
育
館
に
て
寿
公
民
館
主
催
の

「
正
し
い
歩
き
方
講
座
」
を
開
催
し

ま
し
た
。
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
指
導
者
の

資
格
を
持
つ
伊
藤
重
次
郎
先
生
ご

指
導
の
下
朝
９
時
か
ら
開
始
し
、

公
民
館
の

周
辺
を

ウ
ォ
ー
キ

ン
グ
し
ま

し
た
。

　

講
座
で

は
、
ま
ず

始
め
に
体

育
館
内
で

怪
我
を
防

止
す
る
た

め
の
正
し

い
姿
勢
、

準
備
運
動

を
教
わ
り
ま
し
た
。
靴
ひ
も
の
外
れ

な
い
結
び
方
、
ス
ポ
ー
ツ
シ
ュ
ー
ズ
の

正
し
い
履

き
方
な
ど

分
か
り
や

す
く
先
生

か
ら
ご
指

導
い
た
だ

き
、
参
加

者
は
興
味

深
そ
う
に

聞
き
入
って

　
９
月
３
日
（
木
）、
寿
地
区
町
会

連
合
会
（
百
瀬
泰
雄
会
長
）
で
は
、

昨
年
度
か
ら
調
整
を
進
め
て
い
た
牛

伏
川
整
備
に
関
わ
る
要
望
書
を
、

長
野
県
建
設
事
務
所
長
及
び
奈
良

井
川
改
良
事
務
所
長
に
提
出
し
て

き
ま
し
た
。

　

牛
伏
川
は
土
手
が
住
宅
よ
り
高
い

天
井
川
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
過
去
の

災
害
は
も
と
よ
り
、
昨
今
の
全
国
各

地
の
豪
雨
災
害
、
台
風
災
害
の
被

害
を
見
る
と
、
洪
水
の
心
配
が
尽
き

ま
せ
ん
。
住
民
の
皆
さ
ん
が
安
全
、

安
心
に
暮
ら
し
続
け
る
た
め
に
、「
①

新
白
姫
橋
上
流
の
樹
木
の
繁
茂
し
た

河
床
の
早
急
な
る
整
備
」「
②
新
白

姫
橋
か

ら
田
川

合
流
点

の
間
の

河
床
の

定
期
的

な
整
備
」

の
２
点
に

つ
い
て
要

望
し
ま
し

た
。

　

長
野
県
建
設
事
務
所
長
か
ら
は
、

「
現
場
を
確
認
し
た
上
で
緊
急
性
の

高
い
箇
所
か
ら
対
応
を
考
え
た
い
」

と
の
回
答
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

【
寿
地
区
町
会
連
合
会
】

い
ま
し
た
。

　
２
日
目

は
、
連
日

続
く
大
雨

で
体
育
館

内
だ
け
で

の
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
と

な
り
ま
し

た
が
、
10

歩
で
何
メ
ー
ト
ル
歩
け
る
か
参
加
者

一人
ひ
と
り
の
歩
幅
を
計
測
し
ま
し

た
。
３
日
目
は
、
歩
行
の
際
転
倒

防
止
、
ま
た
は
運
動
効
果
を
上
げ

る
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
ス
ト
ッ
ク
の
使
い
方

を
紹
介
し
た
後
、
晴
天
の
下
、
寿

地
区
を
30
分
ほ
ど
か
け
て
ウ
ォ
ー
キ

ン
グ
し
ま
し
た
。

　
３
日
あ
わ
せ
て
、
25
名
の
方
に
お

越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
参
加
者
か

ら
は
「
普
段
運
動
を
す
る
こ
と
が
な

い
の
で
運
動
で
き
る
機
会
が
出
来
て

良
か
っ
た
」、「
講
師
の
先
生
に
丁
寧

に
教
え
て
い
た
だ
い
て
楽
し
か
っ
た
。

機
会
が
あ
れ
ば
次
も
参
加
し
た
い
」

と
声
を
い
た
だ
き
、
大
変
好
評
で
し

た
。

【
寿
公
民
館
】

世帯数

人　口

6,013戸

14,038人

（令和2.9.1現在）

第
13
回
寿
地
区
子
連
れ
コ
ン
サ
ー
ト

正
し
い
歩
き
方
講
座

町
会
連
合
会
で
県
に

牛
伏
川
整
備
を
要
望
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じ
ょ
う

あ
い
だ

ま
か

よ

か
も
ん
の
す
け

さ
む
ら
い

　

小
池
神
社
の
秋
の
大
祭
で
、「
御
神
楽
」
の
奉
納

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
舞
を
担
当
さ
れ
て
い
る
お
２
人

に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

●
ま
ず
は
お
名
前
と
年
齢
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

獅
子
頭
を
担
当
し
て
い
る
百
瀬
長

司
、55
歳
で
す
。（
以
下
百
と
略
す
）

　

後
被
り
を
担
当
し
て
い
る
清
水
幸

一、
55
歳
で
す
。
同
級
生
で
す
。（
以

下
清
と
略
す
）

●
御
神
楽
と
の

関
わ
り
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。

﹇
百
﹈
前
任
の

踊
り
を
担
当
し

て
い
る
人
か
ら
、

20
歳
頃
強
引
に

頼
ま
れ
ま
し
た
。

断
る
に
断
れ
な
かっ
た
で
す
。

﹇
清
﹈
私
も
お
祭
り
に
関
係
す
る
人

か
ら
同
じ
時
期
に
頼
ま
れ
ま
し
た
。

一
緒
に
ペ
ア
を
組
ん
で
始
め
ま
し
た
。

断
れ
な
かっ
た
で
す
ね
。

●
現
在
、「
笛
・
太
鼓
」
の
後
継
者

が
い
な
く
、「
録
音
テ
ー
プ
」
で
や
っ

て
い
ま
す
が
、
如
何
で
す
か
。

﹇
百
﹈
２
人
で
始
め
た
頃
は
、
笛
も

太
鼓
も
生
演
奏
で
や
って
い
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
、
笛
が
テ
ー
プ
に
代
わ
り
、

そ
の
後
太
鼓
も
テ
ー
プ
に
代
わ
り
ま

し
た
。

﹇
清
﹈
最
初
は
前
任
者
か
ら
直
接

一
緒
に
踊
り
な
が
ら
覚
え
ま
し
た
。

い
つ
頃
か
、
舞
も
ビ
デ
オ
を
撮
り
ま

し
た
ね
。
舞
は
、
笛
や
太
鼓
が
生

演
奏
の
方
が
踊
り
や
す
い
で
す
。

●
今
後
の
見
通
し
は
ど
う
で
す
か
。

﹇
百
﹈
体
が
続
く
限
り
は
や
り
ま
す
。

﹇
清
﹈
そ
う
で
す
ね
。

●
後
継
者
の
育
成
に
つ
い
て
は
ど

う
で
す
か
。

﹇
百
﹈
こ
の
地
に
住
み
続
け
る
人
で
、

や
る
気
の
あ
る
人
で
な
い
と
ダ
メ
だ

と
思
い
ま
す
。

﹇
清
﹈
自
分
た
ち
の
よ
う
に
、
無
理

に
頼
ん
で
も
、
今
の
人
に
は
通
用
し

な
い
と
思
う
。

●
最
後
に
何
か
あ
れ
ば
お
話
く
だ

さ
い
。

﹇
百
﹈﹇
清
﹈
御
神
楽
を
見
に
来
る

人
が
少
な
い
。
小
池
に
は
こ
う
い
う

伝
統
芸
能
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
ほ

し
い
し
、
見
て
ほ
し
い
で
す
。

　

取
材
を
終
え
て
、
お
二
人
の
ご
厚

意
で
成
り
立
っ
て
い
る
「
御
神
楽
」

こ
の
伝
統
行
事
を
、
今
後
ど
の
よ
う

に
継
承
し
て
い
く
の
か
見
守
り
た
い

と
思
い
ま
す
。

（
寿
版
3
3
0
号
の
記
事
参
照
）

【
館
報
編
集
委
員　

清
水
壽
雄
】

　

寿
小
池
の
交
差
点
を
寿
台
団
地
に

向
か
って
上
って
行
く
と
広
大
な
屋
敷

林
を
今
に
残
す
草
間
家
が
段
丘
の
上

に
見
え
て
き
ま
す
。
寛
永
３
年
（
１

６
２
６
）
草
間
家
の
当
主
で
あ
っ
た
草

間
三
右
衛
門
尉
は
内
田
村
と
の
間
で

過
去
に
起
こっ
た
水
争
い
や
境
論
争
に

つい
て「
草
間
三
右
衛
門
尉
書
留
」（
草

間
家
文
書
）
を
書
き
残
し
て
い
ま
す
。

今
回
、こ
の
書
留
に
よって
武
田
信
玄
・

勝
頼
の
裁
判
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

永
禄
４
年
（
１
５
６
１
）
北
内
田

村
と
小
池
村
・
白
川
村
と
の
間
で
牛

伏
川
か
ら
取
水
し
た
用
水
の
分
水
量

を
巡
って
水
問
答
（
水
争
い
訴
訟
）
が

起
こ
り
ま
し
た
。
小
池
村
と
白
川
村

は
内
田
の
言
分
に
異
を
唱
え
て
甲
斐

の
武
田
信
玄
の
元
に
出
訴
し
ま
す
。

こ
の
時
、
三
右
衛
門
尉
は
「
我
は
、

八
つ
の
年
、
か
樣
の
義
は
後
々
末
代
の

儀
に
候
間
、
参
り
候
へ
と
親
、
申
し

候
間
、
罷
り
越
し
、
能
く
能
く
覚
え

申
候
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
大
人
達

は
子
供
の
記
憶
に
よ
って
水
の
配
分
の

決
ま
り
事
を
末
代
ま
で
伝
え
よ
う
と

し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
信
玄
は
即

座
に
検
使
を
派
遣
し
現
地
調
査
を
命

じ
、
当
時
深
志
城
に
在
城
し
て
い
た

島
田
民
部
丞
も
現
地
へ
出
向
か
せ
、

判
定
を
下
し
て
い
ま
す
。
分
水
地
点

に
銘
板
を
２
枚
用
意
さ
せ
、
先
ず
１

枚
に
同
じ
大
き
さ
の
穴
を
２
つ
あ
け
、

取
り
入
れ
口
に
伏
せ
、
１
つ
の
穴
の
水

を
北
内
田
分
と
し
ま
し
た
。
も
う
１

つ
の
穴
か
ら
流
れ
出
る
水
の
下
方
に
も

う
１
枚
の
板
に
２
つ
の
同
じ
大
き
さ
の

穴
を
あ
け
１
つ
を
小
池
分
、
１
つ
を
白

川
分
と
水
を
分
け
ま
し
た
。
即
ち
北

内
田
へ
は
４
分
の
２
、
小
池
へ
は
４
分

１
、
白
川
へ
は
４
分
の
１
と
分
水
し
た

の
で
す
。
北
内
田
の
分
水
量
が
多
い
の

は
昔
か
ら
の
水
利
権
が
生
き
て
い
た
の

で
し
ょ
う
。
こ
の
場
所
に
そ
れ
ぞ
れ
の

村
か
ら
代
表
者
が
立
ち
会
っ
て
い
ま

す
。
北
内
田
か
ら
は
百
瀬
志
摩
、
平

右
衛
門
尉
、
白
川
か
ら
は
惣
三
右
衞

門
、
与
左
衛
門
尉
ら
計
４
名
、
小
池

村
か
ら
は
清
右
衛
門
、
清
左
衛
門
尉
、

掃
部
助
、
我
等
親
（
三
右
衛
門
尉
の

父
）
の
面
々
で
す
。
北
内
田
の
百
瀬

志
摩
は
名
字
を
持
って
い
ま
す
、「
尉
」

の
官
位
を
持
つ
人
物
は
村
の
有
力
農

民
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
こ

で
は
三
右
衛
門
尉
の
父
親
の
名
前
は

分
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
出
自
は
最

近
の
研
究
（「
信
濃
」
67－12
「
信
濃
」

69－7
）
で
、
初
め
小
笠
原
長
時
に
仕

え
た
侍
で
武
田
氏
時
代
は
帰
農
し
、

武
田
氏
滅
亡
の
後
深
志
城
を
奪
回
し

た
長
時
の
子
小
笠
原
貞
慶
と
そ
の
後

に
松
本
に
入
封
し
た
石
川
氏
に
仕
え

更
に
小
笠
原
秀
政
に
仕
え
、
そ
の
後

帰
農
し
た
地
侍
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
天
正
４
年
（
１
５
７
６
）

小
池
と
内
田
村
の
境
の
論
争
が
起
り

ま
す
。
小
池
衆
は
武
田
勝
頼
に
裁
定

を
求
め
解
決
し
て
い
ま
す
。
天
正
８

年
（
１
５
８
０
）
小
池
と
内
田
の
間
で

入
会
を
巡
る
山
論
が
起
き
ま
し
た
。

こ
の
時
は
７
月
・
10
月
・
翌
年
正
月
・

２
月
に
小
池
衆
は
甲
府
に
出
掛
け
奉

行
衆
に
裁
定
を
迫
り
ま
す
が
論
地
が

勝
頼
の
身
内
だ
っ
た
た
め
解
決
し
ま
せ

ん
で
し
た
。
天
正
９
年
（
１
５
８
１
）

３
月
小
池
衆
は
武
田
勝
頼
の
い
る
志

摩
の
湯
（
現
甲
府
市
湯
村
温
泉
）
の

湯
治
場
へ
出
掛
け
直
談
判
を
行
い
ま

す
。
勝
頼
は
現
地
調
査
を
踏
ま
え
慣

行
を
考
慮
し
て
、
小
池
側
の
主
張
通

り
「
元
の
よ
う
に
入
会
す
べ
し
」
と

申
し
渡
し
ま
し
た
。
以
上
の
よ
う
に

戦
国
大
名
武
田
氏
は
小
池
の
農
民
か

ら
の
訴
え
を
聞
き
取
り
、
現
地
調
査

を
行
い
正
統
な
理
由
に
基
づい
て
「
公
」

と
し
て
の
判
断
を
下
し
て
い
ま
す
。
や

が
て
土
豪
出
身
の
有
力
者
は
領
主
か

ら
村
の
名
主
と
か
庄
屋
と
し
て
把
握

さ
れ
近
世
農
村
が
整
備
さ
れ
て
い
き

ま
す
。【寿

史
談
会
顧
問　

青
木
教
司
】

わ
が
ま
ち
御
神
楽

信
玄
・
勝
頼
と
直
談
判
し
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信玄ゆかりの現在の
牛伏川の用水分水地

清水幸一さんと百瀬長司さん


