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こ
の
度
、
公
民
館
文
化
委
員
会

で
は
、「
島
内
歴
史
か
る
た
」
を
多

く
の
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
き
、

利
用
し
て
も
ら
お
う
と
手
作
り
で

復
刻
し
ま
し
た
。
作
っ
た
か
る
た

は
９
セ
ッ
ト
で
、
色
が
赤
、
緑
、

黒
と
あ
り
ま
す
。
札
は
１
ミ
リ
単

位
で
計
っ
て
作
り
、
箱
も
赤
廣
公

民
館
長
の
手
に
よ
る
逸
品
で
す
。

こ
の
か
る
た
の
原
型
は
、
２
０

０
３
年
に
、
島
内
地
区
の
歴
史
文

化
を
長
い
間
調
査
研
究
さ
れ
て
い

た
、
和
田
弘
さ
ん
（
町
町
会
・
故

人
）
が
作
っ
た
原
稿
を
読
み
札
と

し
、
元

島
内
公

民
館
長

の
宮
下

正
次
さ

ん
（
東

方

町

会
）
が

そ
れ
に

ち
な
ん

だ
切
り
絵
で
、
絵
札
を
仕
上
げ
た

も
の
で
す
。

原
作
者
の
宮
下
さ
ん
は
「
和

田
さ
ん
は
、
昔
の
島
内
地
区
の
生

活
・
習
慣
・
文
化
な
ど
を
詳
し
く

調
べ
て
い
て
、
皆
さ
ん
に
伝
え
た

い
と
強
く
願
っ
て
い
ま
し
た
。
私

は
、
文
字
と
絵
を
す
べ
て
白
黒
の

切
り
絵
に
し
て
、
シ
ン
プ
ル
で
強

い
印
象
を
与
え
る
よ
う
に
工
夫
し

て
作
り
ま
し
た
。
今
回
、
復
刻
し

て
利
用
し
て
く
だ
さ
る
と
聞
い
て
、

故
人
も
さ
ぞ
か
し
喜
ん
で
い
ら
っ

し
ゃ
る
で
し
ょ
う
し
、
私
も
嬉
し

く
思
い
ま
す
」
と
話
し
て
い
ま
し

た
。先

ご
ろ
、
北
中
町
内
公
民
館
で

行
わ
れ
た
３
世
代
交
流
事
業
「
ふ

れ
あ
い
の
日
」
に
、
さ
っ
そ
く
か

る
た
が
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

か
ら
も
多
く
の
皆
さ
ん
が
活
用
す

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。（
利
用

希
望
者
は
島
内
公
民
館
へ
）

５
月
23
日
「
牛
乳
を
つ
か
っ
た

料
理
」
を
テ
ー
マ
に
、男
性
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
に
し
た
料
理
教
室
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

島
内
地
区
食
生
活
改
善
推
進
協

議
会
を
講
師
に
「
チ
キ
ン
の
ヨ
ー

グ
ル
ト
焼
き
、
あ
ら
れ
野
菜
サ
ラ

ダ
、
レ
タ
ス
ス
ー
プ
、
小
倉
ミ
ル

ク
か
ん
」
の
フ
ル
コ
ー
ス
を
作
り

ま
し
た
。
日
頃
包
丁
を
握
る
こ
と

が
少
な
い
男
性
陣
が
多
か
っ
た
よ

う
で
す
が
、
講
師
の
お
か
げ
も
あ

り
、
楽
し
ん
で
調
理
し
て
い
る
様

子
で
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
「
日
頃
料
理
を

ま
っ
た
く
し
な
い
の
で
、
改
め
て

妻
の
あ
り
が
た
み
を
感
じ
た
」「
月

１
回
程
度
集
ま
っ
て
、
カ
レ
ー
な

ど
一
般
的
な
メ
ニ
ュ
ー
を
作
る
機

会
が
あ
る
と
よ
い
」
な
ど
の
意
見

が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

今
後
、
当
地
区
で
も
高
齢
化
や

男
性
の
独

居
世
帯
が

増
加
す
る

な
か
で
、

ひ
と
つ
の

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
形

と
し
て

「
男
性
料

理
の
輪
」

が
広
が
っ

て
い
く
と

い
い
で
す

ね
。

６
月
22
日
（
土
）、
島
内
地
区

健
康
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
大
会
「
平
瀬

城
跡
ピ
ク
ニ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
ク
」
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
参
加
者
数
は
、

男
性
34
名
、
女
性
47
名
の
計
81
名

で
、
最
年
少
は
３
人
の
小
学
２
年

生
、
最
年
長
は
83
歳
の
百
瀬
明
彦

さ
ん（
南
中
）と
竹
内
由
房
さ
ん（
平

瀬
川
西
）
で
し
た
。

往
路
は
、
平
瀬
川
東
地
区
か
ら

下
田
地
区
に
抜
け
、
山
道
を
城
跡

に
向
か
う
ル
ー
ト
で
す
。
途
中
、

道
祖
神
や
歌
碑
、
平
瀬
学
校
跡
地

な
ど
で
ミ
ニ
解
説
を
聞
き
な
が
ら

歩
き
、
山
道
は
登
山
さ
な
が
ら
に

一
列
に
な
っ
て
登
り
ま
し
た
。
た

ど
り
着
い
た
城
跡
は
、
広
く
視
界

が
開
け
た
の
ど
か
な
丘
陵
で
し
た
。

そ
こ
で
は
、
高
山
和
卓
島
内
史

談
会
長
か
ら
城
跡
の
説
明
を
聞
き
、

平
瀬
城
跡
一
口
城
主
会
の
飯
田
洋

三
代
表
城
主
か
ら
は
城
跡
の
保
存

整
備
へ
の
協
力
の
呼
び
か
け
も
あ

り
ま
し
た
。
い
た
だ
い
た
お
に
ぎ

り
を
食
べ
た
り
、
し
ば
ら
く
眺
め

を
楽
し
ん
だ
り
し
た
後
、
坂
道
を

下
っ
て
今
度
は
国
道
沿
い
を
歩
い

て
帰
着
し
ま
し
た
。

宮
田
芳
彦
福
祉
ひ
ろ
ば
推
進
協

議
会
長
に
よ
る
と
「
史
跡
な
ど
を

巡
り
な
が
ら
歩
く
今
回
の
ね
ら
い

は
概
ね
成
功
し
た
の
で
、
さ
ら
に

改
善
し
て
次
を
企
画
し
た
い
」
と

の
こ
と
で
し
た
。

参
加
者
を
気
遣
い
な
が
ら
歩
く

ス
タ
ッ
フ
の
姿
や
、
自
宅
ト
イ
レ
を

提
供
し
て
く
れ
た
下
田
町
会
長
さ

ん
の
ご
厚
意
な
ど
、
島
内
地
区
の
方

の
お
も
い
や
り
を
感
じ
る
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
で
し
た
。
多
世
代
交
流
の

意
味
も
感
じ
ら
れ
、
今
後
の
進
展

が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
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