
郷

土

の
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化

財

● 

問
合
先
　
生
涯
学
習
課
文
化
財
係（
☎
22
‐
１
２
６
２
）

　
山
代
町
楠
久
津
で
は
、
毎
年
10

月
に
『
楠
久
津
く
ん
ち
』
を
開
催

し
て
い
ま
す
。
　
　

　
楠
久
津
く
ん
ち
は
、
五
穀
豊
穣

と
、
昔
か
ら
漁
師
町
で
あ
る
こ
と

か
ら
大
漁
を
祈
願
し
て
、
鯛
を
模

し
た
神
輿
や
樽
神
輿
を
担
ぎ
、
道

行
踊
り
を
行
い
な
が
ら
、
住
吉
神

社
か
ら
区
内
を
一
周
し
ま
す
。

　
神
輿
は
、
古
く
か
ら
く
ん
ち
で

使
用
さ
れ
て
い
て
、
細
部
ま
で
装

飾
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
長
年
の
使
用
に
よ
る

劣
化
や
損
傷
が
見
受
け
ら
れ
る
た

め
、
専
門
業
者
に
よ
る
修
理
が
、

現
在
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、

修
理
完
了
後
、
今
年
の
く
ん
ち
で

初
披
露
さ
れ
ま
す
。

　
古
く
か
ら
継
承
さ
れ
て
き
た
姿

を
残
し
つ
つ
、
新
し
く
生
ま
れ
変

わ
る
楠
久
津
の
神
輿
。
ぜ
ひ
楠
久

津
く
ん
ち
に
出
か
け
て
み
て
く
だ

さ
い
。

　
開
催
日
に
つ
い
て
は
、
生
涯
学

習
課
文
化
財
係
に
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

教育と文化

↑神輿頭頂部の鳳凰

　
７
月
17
日
、
南
波
多
郷
学
館
６

年
生
の
児
童
22
人
が
、
市
天
然
記

念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
大
野
岳

山
頂
付
近
の
タ
イ
ワ
ン
ツ
バ
メ
シ

ジ
ミ
繁
殖
地
で
、
タ
イ
ワ
ン
ツ
バ

メ
シ
ジ
ミ
の
食
草
で
あ
る
『
シ
バ

ハ
ギ
』
を
移
植
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
絶
滅
危
惧
種
に
指
定

さ
れ
て
い
る
チ
ョ
ウ
『
タ
イ
ワ
ン

ツ
バ
メ
シ
ジ
ミ
』
の
保
存
活
動
の

一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、

児
童
た
ち
は
、
４
月
に
種
ま
き
を

し
て
大
切
に
育
て
て
き
た
シ
バ
ハ

ギ
の
苗
１
５
０
株
を
『
大
野
岳
タ

イ
ワ
ン
ツ
バ
メ
シ
ジ
ミ
保
存
会

（
松
本
輝
彦
会
長
）』
の
指
導
を
受

け
な
が
ら
、
一
つ
一
つ
丁
寧
に
植

え
て
い
ま
し
た
。

南
波
多
郷
学
館
児
童

シ
バ
ハ
ギ
植
栽

↑ 南波多郷学館と保存会の保全活動の取り組み
が始まってから、今年で７年目になります

『
楠
久
津
く
ん
ち
』
で
使
用
す
る

神み

こ

し輿
の
修
理
を
し
て
い
ま
す

　『
国
民
的
課
題
』
で
あ
る
同
和
問

題
の
解
決
に
は
、
多
く
の
人
が
関

わ
り
、
差
別
を
無
く
し
て
い
こ
う

と
す
る
取
り
組
み
の
中
か
ら
、
い

く
つ
も
人
権
に
寄
与
す
る
活
動
を

生
み
出
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
一

つ
に
『
識
字
』
が
あ
り
ま
す
。

　
識
字
と
は
『
文
字
の
読
み
書
き

が
で
き
る
こ
と
』
で
『
識
字
学
級
』

は
、
１
９
６
３
年
に
、
社
会
的
な

差
別
に
よ
っ
て
教
育
を
奪
わ
れ
た

人
た
ち
が
、
自
主
的
に
学
習
を
始

め
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て

開
設
さ
れ
ま
し
た
。

　
国
際
的
に
は
１
９
９
０
年
に『
国

際
識
字
年
』
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

ユ
ネ
ス
コ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
当
時
、

世
界
に
は
９
億
６
２
５
０
万
人
も

の
『
非
識
字
者
』
が
い
て
、
こ
の

こ
と
が
、
女
性
差
別
や
経
済
的
文

化
的
差
別
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る

と
警
告
し
ま
し
た
。
こ
の
問
題
を

周
知
す
る
こ
と
が
国
際
識
字
年
の

目
的
で
し
た
。

　
２
０
１
５
年
に
な
る
と
、
世
界
の

識
字
率
は
91
㌫
ま
で
上
が
っ
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
、
現
代
に
お
い
て

も
15
歳
未
満
で
学
校
に
行
け
な
い

子
ど
も
は
約
１
億
人
、
さ
ら
に
文
字

の
読
み
書
き
が
不
自
由
な
大
人
は

約
７
億
人
に
の
ぼ
り
ま
す
（
Ｕ
ｎ
ｅ

ｓ
ｃ
ｏ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
よ
り
）。

　
わ
が
国
を
見
る
と
、
２
０
２
０

年
の
文
部
科
学
省
調
査
に
よ
れ

ば
、
全
国
に
自
主
夜
間
中
学
校

が
47
校
、
識
字
学
級
・
講
座
が

５
４
３
箇
所
あ
る
と
さ
れ
て
い

て
、
こ
の
こ
と
は
識
字
学
習
の
必

要
性
が
そ
れ
だ
け
あ
る
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。
本
県
で
い

え
ば
、
本
年
４
月
に
公
立
夜
間
中

学
校
が
開
校
し
ま
し
た
。

　
国
際
連
合
は
、
毎
年
９
月
８
日

を
『
国
際
識
字
の
日
』
と
定
め
て

い
ま
す
。
現
在
、
わ
が
国
に
は
、

外
国
か
ら
来
た
人
が
た
く
さ
ん
暮

ら
し
て
い
ま
す
。「
文
字
が
わ
か

ら
な
い
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
公

共
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
て
い
な

い
」
と
い
う
声
が
あ
り
ま
す
。

　『
識
字
学
習
』
の
必
要
性
は
さ
ら

に
高
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

『
識
字
（
し
き
じ
）』
を
考
え
る

こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
隔
月
の
シ
リ
ー
ズ
で
掲
載
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
を
手
が
か
り
に
、
家
庭
で
人
権
・

同
和
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

みんなで
考えよう

人権・同和問題
Ｎo.272

● 

問
合
先
　
生
涯
学
習
課
人
権
・
同
和
教
育
係（
☎
23
‐
３
１
８
６
）

↑楠久津区の神輿
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