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谷
口
さ
ん
は
、
今
年
３
月
に
行

わ
れ
た
都
道
府
県
対
抗
全
日
本
中

学
生
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
大
会
の
女
子

団
体
戦
で
県
代
表
と
し
て
第
３
位

に
入
賞
し
、
ま
ち
の
ス
ポ
ー
ツ
の

普
及
・
発
展
に
寄
与
し
た
こ
と
が

認
め
ら
れ
ま
し
た
。

【
受
賞
の
こ
と
ば
】
小
学
生
の
と

き
か
ら
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
を
始
め
ま

し
た
。
今
回
の
受
賞
は
と
て
も
う

れ
し
い
で
す
。
こ
れ
か
ら
受
験

シ
ー
ズ
ン
に
な
り
ま
す
が
、
勉
強

も
テ
ニ
ス
も
頑
張
り
た
い
で
す
。

　　

松
本
さ
ん
は
、
本
町
だ
け
で
な

く
県
の
和
牛
振
興
に
尽
力
さ
れ
、

そ
の
結
果
と
し
て
、　

月
の
全
国

１０

和
牛
能
力
共
進
会
で
本
町
か
ら
の

出
品
牛
が
優
秀
な
成
績
を
お
さ
め

る
な
ど
、
長
年
に
わ
た
る
和
牛
改

良
へ
の
貢
献
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

【
受
賞
の
こ
と
ば
】
今
回
の
受
賞

は
、
仲
間
の
代
表
と
し
て
い
た
だ

い
た
と
い
う
気
持
ち
で
す
。
苦
し

い
時
期
も
あ
り
ま
し
た
が
、
共
進

会
の
結
果
を
ば
ね
に
し
て
ま
ち
の

和
牛
振
興
に
取
り
組
み
た
い
で
す
。

　

西
村
さ
ん
、
遠
藤
さ
ん
夫
妻
は
、

と
も
に　

月
の
全
国
和
牛
能
力
共

１０

進
会
に
お
い
て
出
品
牛
が
優
秀
な

成
績
を
お
さ
め
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
た
も
の
で
す
。

【
受
賞
の
こ
と
ば
】（
西
村
さ
ん
）

受
賞
は
と
て
も
う
れ
し
い
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
夫
婦
支
え
あ
っ
て
和

牛
振
興
を
頑
張
り
た
い
で
す
。

（
遠
藤
さ
ん
）
今
ま
で
和
牛
を
飼

い
続
け
た
甲
斐
が
あ
っ
た
と
思
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
家
族
が

一
つ
に
な
っ
て
、
し
ば
系
の
和
牛

を
飼
い
続
け
て
い
き
た
い
で
す
。

町
行
政
に
大
き
く
貢
献

４
組
に
表
彰
状

左から、遠藤真由美さん、西村君江さん、谷口優佳子さん

松本勝美さん
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▼
三
谷
地
区
と「
三
谷 
権
太
夫 
」

ご
ん
だ
ゆ
う

に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い

　

三
谷
に
は
上
・
中
・
下
の
３
つ

の
谷
が
あ
り
、
そ
れ
が
地
名
の
由

来
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
も
う

一
つ
、
三
谷
権
太
夫
と
い
う
人
物

が
由
来
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
り

ま
す
。

　

三
谷
権
太
夫
は
松
江
藩
主
の
家

来
で
、
参
勤
交
代
の
途
中
、
舟
場

に
着
い
た
と
き
に
病
死
し
た
の
で

三
谷
の
集
落
に
埋
葬
し
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
今
で
も
そ
の
石

碑
が
集
落
の
入
口
の
線
路
脇
に

残
っ
て
い
ま
す
よ
。

　

石
碑
は
、
鉄
道
開
通
の
た
め
大

正
時
代
に
今
の
場
所
に
移
動
さ
れ

た
ん
で
す
が
、
そ
の
移
転
費
用
が

松
江
藩
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
と
聞

い
て
い
ま
す
の
で
、
権
太
夫
の
伝

説
は
事
実
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
ま
す
。
権
太
夫
の
子

孫
は
現
在
松
江
に
住
ん
で
お
ら
れ

る
よ
う
で
す
。
松
江
市
内
に
は
三

谷
山
と
い
う
山
も
あ
り
、
関
わ
り

の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

▼
古
い
言
い
伝
え
な
ど
は
あ
り

ま
す
か

　

子
ど
も
の
こ
ろ
、
明
治
６
年
生

ま
れ
の
祖
母
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
聞

い
て
い
ま
し
た
。

　

祖
母
が
若
い
こ
ろ
聞
い
た
話
に

よ
る
と
、
当
時
、
宝
仏
山
の
下
の

谷
に
三
谷
地
区
の
人
が
草
刈
り
に

行
っ
た
と
き
、
山
の
斜
面
を
こ
ろ

こ
ろ
と
転
が
り
な
が
ら
降
り
て
く

る
動
物
が
い
た
そ
う
で
す
。
そ
の

動
物
は
頭
が
大
き
く
急
に
胴
が
細

く
な
っ
て
い
る
ビ
ー
ル
び
ん
の
よ

う
な
形
で
、「
ヤ
マ
シ
バ
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
と
か
。
私
は
、
こ
れ
が

以
前
話
題
に
な
っ
た
「
ツ
チ
ノ
コ
」

な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
の
体
型
か
ら
、
小
さ

な
話
を
大
き
く
話
す
ほ
ら
吹
き
の

こ
と
を
「
ヤ
マ
シ
バ
の
よ
う
な
人

だ
」
と
言
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

面
白
い
話
で
す
ね
。

▼
「
へ
い
は
ぎ
」
と
い
う
行
事

が
今
も
続
い
て
い
る
と
か

　

毎
年　

月
末
ご
ろ
に
地
区
住
民

１１

が
寄
り
合
っ
て
「
へ
い
は
ぎ
祭
り
」

を
今
も
続
け
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
三
谷
に 
祀 
ら
れ
て
い

ま
つ

る
荒
神
さ
ん
や
秋
葉
さ
ん
（
火
の

神
様
）
な
ど
の
神
様
に 
御
幣 
を
お

ご
へ
い

供
え
す
る
も
の
で
す
。
当
日
は
、

当
番
の
家
に
集
ま
り
、
皆
で
竹
製

の
小
さ
な
御
幣
を
１
０
０
本
以
上

作
っ
た
後
、
神
事
を
行
い
ま
す
。

そ
の
後
、
地
区
の
あ
ち
こ
ち
に
あ

る
神
様
の
と
こ
ろ
に
御
幣
を
供
え

ま
す
。
三
谷
権
太
夫
さ
ん
の 
祠 
に

ほ
こ
ら

は
五
色
の
御
幣
を
一
本
供
え
る
な

ら
わ
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。

▼
三
谷
に
住
ん
で
良
か
っ
た
こ

と
は

　

土
地
が
狭
く
、
田
畑
か
ら
も
遠

か
っ
た
こ
の
地
に
な
ぜ
昔
の
人
が

住
み
着
い
た
の
か
を
考
え
る
と
、

ま
ず
水
が
良
い
こ
と
。
次
に
地
盤

が
固
い
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
鳥
取
県
西
部
地

震
で
も
三
谷
で
は
大
き
な
被
害
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

三
谷
は
坂
が
多
い
の
で
、
お
年

寄
り
も
足
腰
が
丈
夫
で
元
気
な
人

が
多
い
で
す
よ
。
こ
れ
も
自
慢
の

一
つ
で
す
ね
。

第
２
回　

三
谷
地
区
に
伝
わ
る
も
の
・
こ
と

郷土の歴史を研究している田淵さん

地区の伝統行事「へいはぎ祭り」

「じげじまん」を聞かせてください … 町教育委員会

では、地域に伝わる伝承や風習、史跡、昔話、田植え

唄などを話していただける人を募集しています。

　詳しくは町文化センター（電話７２‐１３００）までお問

合せください。


