
十
周
年
を
節
目
に

所
長
　
小
畑
　
憲
司

昭
和
二
十
五
年
七
月
に
財
団
法

人
と
し
て
設
立
さ
れ
た
私
共
の
セ

ン
タ
ー
は
、

お
陰
様
で
十
周
年
を

迎
え
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
セ
ン
タ

ー
の
事
業
運
営
に
、

ご
理
解
と
ご

支
援
を
戴
き
ま
し
た
関
係
者
の
皆

様
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、

セ
ン
タ
ー
は
発
足
以
来

三
千

ヘ
ク
タ
ー
ル
余
の
多
摩
ニ
ュ

ー
タ
ウ
ン
区
域
内
の
膨
大
な
遺
跡

群
と
取
組
ん
で
参
り
ま
し
た
が
、

発
掘
調
査
は
順
調
に
進
み
、

現
時

点
で
七
～
八
割
の
進
捗
状
況
に
あ

り
、

あ
と
数
年
で
終
了
で
き
る
見

通
し
で
す
。

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、

セ

ン
タ
ー
と
し
て
は
、

今
後
の
事
業

展
開
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

埋
蔵
文
化
財
の
調
査
研

究
の
成
果
を
、

積
極
的
に
都
民
の

皆
様

へ
還
元
し
て
い
く
と
と
も
に
、

十
周
年
を
節
日
に
、

セ
ン
タ
ー
の

役
割
と
責
務
を
再
認
識
し
、

職
員

と
共
に

一
九
と
な

っ
て
事
業
を
推

進
し
て
い
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

今
後
と
も
、

ご
指
導
と
ご
鞭
撻

を
心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

たまのよこやま
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今
回
は
、

町
田
市
小
山
町
に

所
在
す
る
陥
２４５
遺
跡
に
つ
い
て

紹
介
し
ま
す
。

陥
２４５
遺
跡
は
、

全
国
で
も
め

ず
ら
し
い
環
状
積
石
遺
構
が
発

見
さ
れ
、

東
京
都
の
史
跡
に
な

っ
て
い
る
田
端
遺
跡
の
北
側
の

斜
面
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、

近
く
に
は
、

古
代
の
本
器

が
大
量
に
発
見
さ
れ
た
陥
３３９
遺

跡
も
あ
り
ま
す
。

調
査
は
現
在
進
行
中
で
す
が
、

今
ま
で
に
、

縄
文
時
代
中
期
か

ら
後
期
の
は
じ
め

（約
５０００
年
か

ら
３５００
年
前
）
に
か
け
て
の
住
居

跡
が
約
５０
軒
程
発
見
さ

。れ

・て
お

り
、

当
時
、

こ
の
地
に
む
ら
が

作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。
ま
た
、

住
居
跡
は
急

な
斜
面
か
ら
も
見
つ
か
つ
て
お
〕
Ｆ

我
々
を
は
じ
め
、

多
く
の
調
査

研
究
員
を
驚
か
せ
て
い
ま
す
ゃ

縄
文
時
代
の
住
居
は
ｆ
竪
穴

住
居
（た
て
あ
な
じ
ゅ
＞
き
よ
）

と
い
っ
て
、

地
面
を
掘
り
く
ぼ

め
て
建
て
た
半
地
下
式
の
家
で

す
。

現
在
ま
で
に
、

屋
根
や
屋

根
を
支
え
た
柱
は
腐

っ
て
な
く

な

っ
て
し
ま
う
の
で
、

実
際
に

発
掘
調
査
で
見
つ
か
る
の
は
、

床
や
柱
を
立
て
た
穴
や
炉
（
い

ろ
り
）
の
跡
で
す
。

他
に
、

住
居
と
同
じ
時
期
に

作
ら
れ
た
上
坑
が
３０
基
ほ
ど
ま

と
ま

っ
て
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

中
に
は
、

上
器
や
耳
飾
り
が
入

っ
て
い
た
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

上
器
は
副
葬
品
と
し
て
、

ま
た
、

耳
飾
り
は
死
者
が
耳
に
付
け
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
、

こ
の
上

頻
群
が
墓
で
あ

っ
た
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

ま
た
、

遺
跡
か
ら
は
大
量
の

上
器
や
石
器
が
見
つ
か
っ
て
い

ま
す
。

上
器
に
は
、

煮
沸
き
に
「

使

っ
た
深
鉢
形
や
、

盛
付
け
に

使

っ
た
と
思
わ
れ
る
浅
鉢
形
の
「

も
の
が
あ
り
ま
す
。

石
器
で
は
、

本
を
切
ぅ
た
り
、

土
を
掘
る
た

め
に
用
い
た
石
斧
や
、

本
の
実

一を
す
り
う
ぶ
す
の
に
使

っ
た
と

思
わ
れ
る
磨
石
（す
り
い
し
）
や

石
皿
、

失
の
先
に
用
い
た
石
鏃

（せ
き
ぞ
く
）な
ど
が
あ
り
ま
す
。

他
に
、
日
常
生
活
の
道
具
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、

祭
り
や
儀
式

に
使

っ
た
と
思
わ
れ
る
石
棒
や

ミ
ニ
チ

ュ
ア
土
器
な
ど
も
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。

調
査
は
、
９
月
末
日
ま
で
の

予
定
で
す
が
、

現
在
も
住
居
跡

や
土
器
石
器
が
続
々
と
見
つ
か

っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
調
査

が
進
む
に
つ
れ
て
、

縄
文
時
代

の
む
ら
の
様
子
が
よ
り
明
ら
か

に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

今
後

の
調
査
結
果
が
楽
し
み
で
す
。

乞
御
期
待
次
号
／
　
　
　
　
　
！

（山
本
　
孝
司
）

チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
陵
墓

”

を
探
る
　
１

チ
ン
ギ
ス

↓
ハ
ー
ン
は
、

１３

世
紀
に
ア
ジ
ア
か
ら
束
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
か
け
で
広
大
な
領
上
を

擁
し
た
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
建
設

者
で
す
。

彼
は
部
族
間
の
抗
争
に
あ
け

ぐ
れ
て
い
た
モ
ン
ゴ
ル
民
族
を

統

一
し
、

帝
国
の
礎
を
築
い
た

と
こ
ろ
か
ら
、

単
な
る
英
雄
と

し
て
で
は
な
く
、

民
族
の
象
徴

と
し
て
、

今
も
ナ
ン
バ
１
１
の

人
気
を
持
ち
続
け
て
い
ま
す
。

世
界
で
二
番
目
に
社
会
主
義

国
と
し
て
誕
生
し
た
モ
ン
ゴ
ル

人
民
共
和
国
ば
、

ソ
連
同
様
ぺ

レ
ス
ト
ロ
イ
カ
で
揺
れ
な
が
ら

も
、

モ
ン
ゴ
ル
独
自
の
道
を
模

索
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

な
か
で
、

最
近
で
は
批
判
の
矢

面
に
立
た
さ
れ
る
政
治
家
を
尻

目
に
、

永
年
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て

い
た
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
の
人

気
は
増
々
高
ま
る
ば
か
り
で
す
。

し
か
し
、

そ
の
チ
ン
ギ
ス

・

ハ
ー
ン
は
お
ろ
か
、

そ
れ
に
続

く
皇
帝
の
陵
墓
は
ど
こ
に
あ
る

の
か
、

全
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。

そ
の
陵
墓
の
探
索
の
た
め

に
今
年
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
科
学
ア

カ
デ
ミ
ー
と
読
売
新
聞
社
と
の

共
催
に
よ

っ
て
、

ゴ
ル
バ
ン

・

ゴ
ル

・
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
が
三
年

計
画
で
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

ゴ

ル
バ
ン

・
ゴ
ル
と
は

「
三
つ
の

河
」
と
い
う
意
味
で
、

モ
ン
ゴ

ル
人
民
共
和
国

ヘ
ン
テ
ィ
ー
県

を
源
流
と
す
る
オ
ノ
ン
、　

ヘ
ル

レ
ン
、
ト
ー
ラ
の
二

つ
の
河
を

さ
す
言
葉
で
す
。

チ
ン
ギ
ス

・
ハ
ー
ン
陵
墓
の

探
索
の
意
義
は
、
も
ち
ろ
ん
世

界
史
的
な
意
味
も
大
き
い
の
で

す
が
、

モ
ン
ゴ
ル
の
人
た
ち
に

と

っ
て
も
国
民
の
象
徴
で
あ
る

一
人
間
の
生
き
た
時
代
が
明
ら

か
に
な
る
こ
と
は
、

大
き
な
興

味
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
の

な
い
こ
と
の
よ
う
で
す
。

筆
者
は
、

幸

い
に
も
こ
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
す
る
機
会

を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

今
年
度
調
査
の
前
半
期
に
加
わ

り
陵
墓
に
関
す
る
直
接
的
な
手

が
か
り
を
得
る
ま
で
に
は
至

っ

て
は
い
ま
せ
ん
が
、

次
回
か
ら

は
調
査
に
関
す
る
お
話
を
皆
様

の
御
手
許
に
届
け
る
こ
と
に
し

ま
す
。

　

　

　

（千
野
裕
道
）

たまのよこやま
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縄文時代 と人  々僧 )

「平
均
寿
命
と
人
口
」

人
生
５０
年
。
と
い
っ
た
の
は

も
は
や
遠
い
昔
の
お
話
。

今
や

日
本
人
の
平
均
寿
命
も
７０
才
を

越
え
、

世
界

一
の
長
寿
国
。

で
は
、

今
か
ら
４
～
５
千
年

前
の
縄
文
時
代
は
ど
う
だ

っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

発
掘
さ
れ
た

縄
文
人
の
人
骨

ぉ
ょ
そ
２００
体
か

ら
年
齢
を
読
み

と
り
、

そ
の
平

均
寿
命
を
計
算

し
た
と
こ
ろ
、

な
ん
と
た

っ
た

の
２０
才
に
達
す

る
か
達
し
な

い

か
位
。

今
日
の
状
況

か
ら
は
と
て
も

信
じ
ら
れ
な
い

数
字
で
す
。

た
だ
し
、

平
均
寿
命
が
短
か

か
っ
た
の
は
何
も
縄
文
人
に
限

っ
た
こ
と
で
は
な
さ
そ
う
で
、

江
戸
時
代
で
さ
え
も
せ
い
ぜ
い

３０
才
前
後
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
ど
の
時

代
で
も
５０

．
６０
才
ま
で
生
き
た

人
も
い
る
は
ず
で
す
が
、

生
ま

れ
て
す
ぐ
に
亡
く
な
る
子

（乳

児
死
亡
率
）
や
、

出
産
時
の
母

親
の
死
亡
率
が
き
わ
め
て
高
か

っ
た
た
め
に
、

平
均
寿
命
と
し

て
は
前
記
の
よ
う
な
低

い
数
字

に
な

っ
て
し
ま
う
よ
う
で
す
。

縄
文
人
は
、

特
に
こ
の
出
産

と
死
に
対
す
る
不
安
か
ら
身
を

守
る
た
め
に
、
「
土
偶
」
と
呼
ば

れ
る
上
の
人
形
を

つ
く

っ
て
生

命
の
安
全
を
祈
り
つ
づ
け
て
い

ま
し
た
。

平
均
寿
命
が
急
速
に
の
び
た

の
は
戦
後
の
お
話
。

現
代
人
は

土
偶
の
お
守
り
の
か
わ
り
に
医

学
の
発
展
を
も

っ
て
、

今
日
の

長
寿
国
を
形
成
し
ま
し
た
。

次
に
、

平
均
寿
命
２０
才
の
縄

文
人
の
人
日
は
ど
の
位
だ

っ
た

の
で
し
ょ
う
。

こ
の
占
小に
つ
い

て
は
、

か
つ
て
何
人
か
の
研
究

者
に
よ

っ
て
興
味
深
い
試
算
が

お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、

１０
万
人

と
も
２５
万
人
と
も
い
わ
れ
て
い

ま
す

（ち
な
み
に
奈
良
時
代
の

人
口
は
５６０
万
人
と
い
う
数
字
が

あ
り
ま
す
）
。

縄
文
人
の
人
口
を
考
え
る
時

の
手
が
か
り
と
し
て
、　

一
つ
の

集
落
に
ど
の
位
の
人
が
生
活
し

て
い
た
か
が
参
考
に
な
り
ま
す
。

現
在
、

発
掘
調
査
に
よ

っ
て
判
明

し
て
き
た
多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

内
の
遺
跡
で
は
、

縄
文
時
代
の

集
落
を
形
成
す
る

一
時
期
の
住

居
の
数
は
、
１
軒
か
ら
せ
い
ぜ

い
３

●
４
軒
が
限
度
と
い
っ
た

少
数
精
鋭
。

食
料
を
自
然
の
採
集
と
狩
猟

に
依
存
し
て
い
た
時
代
に
あ

っ

て
は
、

食
料
の
得
ら
れ
る
量
も

限
ら
れ
て
お
り
、

ま
た
そ
の
技

術
も
低
か

っ
た
た
め
、

人
口
密

度
も
低
く
、

集
団
の
サ
イ
ズ
も

お
の
ず
と
小
さ
く
な

っ
て
い
た

は
ず
で
す
。
も
し
も
取
れ
る
食

料
以
上
に
人
口
が
増
え
た
な
ら

ば
、

そ
こ
に
住
む
人
々
は
み
な

生
き
て
い
け
な
く
な
る
こ
と
を

知

っ
て
い
た
の
で
す
。

そ
こ
で
、

縄
文
時
代
の
あ
る

時
期
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
内
の
人

口
を
試
算
し
て
み
る
と
、
１
軒

に
５
人
住
ん
で
い
た
住
居
が
、

４
軒
集
ま

っ
て

一
つ
の
集
落
を

つ
く
り
、

そ
れ
が
点
々
と
６
ケ

獅雌“め妙納厳組腕階い焼。

そ
し
て
現
在
の
人
口
は
１２
万
人
。

（小
薬

一
夫
）

入
館
記
念
ス
タ
ン
プ
の
設
置

当
館
の
展
示
ホ
ー
ル
等
に
は

入
館
記
念
の
ス
タ
ン
プ
が
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、

昨
年
１２

月
～
１
月
末
日
ま
で
に
当
セ
ン

タ
ー
職
員
を
対
象
に
デ
ザ
イ
ン

の
募
集
を
行
な
い
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、

応
募
作
品
１５
点

の
中
か
ら
３
点
が
入
選
作
品
に

選
ば
れ
ま
し
た
。

ｏ
調
査
研
究
部
　
長
佐
古
真
也

各
家
庭
の
暮
ら
し
ぶ
り
は
、

「そ
の
家
と
ゴ
ミ
バ
コ
を
の
ぞ

く
と
よ
く
わ
か
る
」
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

考
古
学
の
世
界
で

は
、

こ
れ
ら
の
家
の
痕
跡
や
す

て
ら
れ
た
物
か
ら
当
時
の
生
活

を
知
る
重
要
な
情
報
を
得
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

ｏ
総
務
課
　
　
　
　
小
川
暢
夫

来
館
者
の
大
多
数
を
占
め
る

小
学
生
の
方
々
に

「縄
文
の
む

ら
」
の
思
い
出
を
よ
り
深
く
記

憶
に
焼
き
付
け
て
も
ら
う
た
め
、

親
し
み
や
す

い
デ
ザ
イ
ン
に
し

て
み
ま
し
た
。

ｏ
総
務
課
　
　
　
　
春
名
智
美

遺
跡
庭
園

（縄
文
の
む
ら
）

や
展
示
ホ
ー
ル
の
見
学
に
は
、

小
学
生
な
ど
の
子
供
達
が
多
数

い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
。

そ
こ
で
、

子
供
達
が
当
館
や

復
元
住
居
を
見
学
す
る
様
子
を

か
わ
い
ら
し
く
デ
ザ
イ
ン
し
て

み
ま
し
た
。

たまのよこやま
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平
成
二
年
度
の
安
全
衛
生

推
進
方
針
に
つ
い
て

わ
が
国
の
労
働
災
害
発
生
件

数
は
、

昭
和
３０
年
代
に
最
多
を

記
録
し
た
あ
と
、

大
幅
に
減
少

し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

最

近
は
そ
の
減
り
方
が
鈍
く
な
り
、

不
休
災
害
を
合
め
た
労
働
災
害

の
総
数
は
、

今
な
お
年
間
７７
万

件
に
も
達
し
て
い
ま
す
。

一
方
、

東
京
都
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
労
働
災
害

発
生
件
数
の
推
移
を
み
る
と
、

次
の
と
お
り
と
な

っ
て
い
ま
す
。

昭
和
６０
年
　
　
２６

（・４
）

昭
和
６‐
年
　
　
１５

（５
）

昭
和
６２
年
　
　
１０

（３
）

昭
和
６３
年
　
　
１４

（８
）

平
成
元
年
　
　
１２

（３
）

［
（　
）
内
は
内
数
で
、

休
業

件
数
］

平
成
元
年
は
、

前
年
に
比
べ

労
働
災
害
総
数
で
２
件

（
一
四

％
）
、

休
業
災
害
で
は
５
件
（六

三
％
）
減
少
し
ま
し
た
。

平
成
二
年
度
に
お
い
て
も
こ

の
傾
向
を
更
に
進
め
て
、

限
り

な
く
ゼ
ロ
に
近
づ
け
る
べ
く
、

次
の
よ
う
な
内
容
の

「方
針
」

を
作
成
し
、

こ
れ
に
基
づ
い
て

安
全
衛
生
対
策
を
推
進
し
て
い

く
こ
と
と
し
ま
し
た
。

ｌ
　
ス
ロ
ー
ガ
ン

ゼ
ロ
災
害
を
め
ざ
し

さ
ら
に
す
す
め
よ
う

安
全
と
健
康

２
　
基
本
方
針

労
働
安
全
衛
生
対
策
を

一

層
充
実
さ
せ
、

安
全
で
働
き

や
す
い
作
業
環
境
の
確
立
に

努
め
る
。

３
　
年
間
目
標

重
大
災
害
ゼ
ロ
、

休
業

・

不
休
災
害
半
減
、

通
勤
災
害

ゼ
ロ
、

交
通
事
故
ゼ
ロ
、

促

康
の
保
持
増
進

４
　
重
大
災
害
防
止
の
重
点
施

策
①
土
砂
崩
壊
災
害
の
防
止

②
建
設
機
械
災
害
の
防
止

５
　
多
発
災
害
防
止
の
重
点
施

策
①
腰
痛
な
ど
の
防
止

②
転
倒
災
害
の
防
止

③
激
突
さ
れ
災
害
の
防
止

６
　
安
全
衛
生
推
進
重
点
目
標

①
安
全
衛
生
管
理
体
制
の
確

立
②
快
適
な
作
業
環
境
づ
く
り

の
推
進

③
安
全
作
業
の
推
進

④

「年
間
安
全
衛
生
推
進
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
」
に
よ
る
行

事
等
の
実
施

⑤
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め

の
措
置

（ト
ー
タ
ル
・
ヘ

ル
ス
・
プ

ロ
モ
ー
シ

ョ

ン
・
プ
ラ
ン
＝
Ｔ
Ｈ
Ｐ
）

⑥
交
通
安
全
の
推
進

②
防
火
管
理
の
徹
底

７
　
期
間
重
点
テ
ー
マ
に
よ
る

安
全
衛
生
対
策

①
４
Ｓ

（整
理

・
整
唄

・
清

潔

・
清
掃
）
の
励
行

（年

間
）

②
機
械

・
器
具
等
の
点
検
整

備
の
実
施
（４
月
～
６
月
）

③
災
害
多
発
期
の
注
意
の
喚

起

（６
月
～
８
月
）

④
日
射

（熟
射
）
病
の
予
防

（７
月
～
９
月
）

⑤
暖
房
な
ど
に
よ
る
火
災
の

予
防

（１１
月
～
４
月
）

⑥
雨

・
霜

・
雪
な
ど
に
よ
る

転
倒
の
防
止

（１２
月
～
３

月
）

一　
　
ト
ピ

ツ
ク

ス
　
　

一

▼
５
月
１２

・
‐３
日
の
両
日
に
わ

た
り
、

東
京
大
学
を
会
場
と
し

て

「
日
本
考
古
学
協
会
第
５６
回

総
会
」
と

「
公
開
講
演
会
並
び

に
研
究
発
表
会
」
が
開
催
さ
れ
、

当
セ
ン
タ
ー
か
ら
も
多
数
の
調

査
研
究
員
の
参
加
が
あ

っ
た
。

▼
平
成
二
年
度
の
文
部
省
科
学

研
究
費

（奨
励
研
究
０
）
の
交

付
は
、

舘
野
　
孝
に
内
定
し
た
。

▼
調
査
研
究
部
の
鶴
間
正
明
調

査
研
究
員
は
、
５
月
２７
日
に
め

で
た
く
結
婚
さ
れ
ま
し
た
。

▼

「縄
文
の
む
ら
」
に
お
い
て

生
活
復
原
考
証
の
準
備
が
進
ん

で
い
る
。
「火
た
き
」
は
、

年
間

‐７
日
で
上

。
日
曜
日
が
中
心
。

▼
本
年
度
第

一
回
日
の
遺
跡
見

学
会
は
相
原

・
小
山
地
区
で
行

な
わ
れ
た
。

風
が
強
か

っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、

約
７００
名
の
参

加
が
あ
り
、

盛
会
裡
に
終
了
。

苫
淋
呂
呂
ぬ

▼
３
月
３‐
日
付
け
で
、

調
査
研

究
部
加
藤
修
調
査
研
究
資
料
担

当
主
査
は
退
職
さ
れ
、

女
子
美

術
大
学

へ
転
出
し
ま
し
た
。

ま
た
、

同
部
伊
藤
敏
行
調
査

研
究
員
も
退
職
さ
れ
、

東
京
都

教
育
庁
に
転
出
し
ま
し
た
。

▼
４
月
１
日
付
け
で
、

所
長
土

屋
道
生
が
東
京
芸
術
劇
場
準
備

室
長
と
し
て
転
出
し
、

そ
の
後

任
に
労
働
経
済
局
か
ら
小
畑
憲

司
が
就
任
し
ま
し
た
。

▼
４
月
１
日
付
け
で
、

東
京
都

教
育
庁
文
化
課
よ
り
西
脇
俊
郎

係
長
が
就
任
し
ま
し
た
。

▼
６
月
１
日
付
け
で
西
澤
明
調

査
研
究
員
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。

一
　

あ

と

が

き

　

一

本
号
よ
り
編
集
は
、

土
屋
、

上
條
に
か
わ
り
、

小
畑
、

舘
野

に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
。

前
任
者
ご

く
ろ
う
さ
ま
で
し
た
。

さ
て
、

今
年
度
の
広
報

・
普

及
活
動
は
、
６
月
の
遺
跡
見
学

会
を
皮
切
り
に
、
８
月
の
常
設

展
解
説
、
９
月
の
文
化
財
講
座
、

１０

・
１１
月
の
映
画
と
講
演
会
、

土
器
づ
く
り
教
室
等
々
盛
沢
山

用
意
し
て
い
ま
す
。

前
も

っ
て

広
報
し
ま
す
。

御
参
加
下
さ
い
。

たまのよこやま
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