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　　「
み
こ
し
」が
川
を
渡
る
こ
と
で
有
名
な
、「
お
走
り
ま
つ
り
」が
４
月
　
日
、　

１７

１８

日
の
２
日
に
か
け
て
、
養
父
地
域
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
養
父
神
社
の
み
こ
し
は
、
建
屋
の
斎
神
社
を
目
指
し
て
出
発
し
、
翌
日
、
養

父
神
社
に
帰
っ
て
き
ま
す
。

　
　
日
に
大
屋
川
で
行
れ
た
「
 川
渡
御
 」
は
、　
人
の
担
ぎ
手
が
、「
は
っ
と
う
、

か
わ
と
ぎ
ょ

１７

１０

よ
ご
ざ
る
か
」と
掛
け
声
を
上
げ
て
、み
こ
し
を
激
し
く
ゆ
ら
し
、数
日
前
か
ら

の
雨
で
増
水
し
た
川
の
流
れ
に
逆
ら
い
な
が
ら
渡
り
ま
し
た
。　
川
を
渡
り
き

る
と
、見
守
っ
て
い
た
多
く
の
観
客
か

ら
、流
れ
に
負
け
じ
と
歯
を
食
い
し
ば

り
川
を
渡
っ
た
担
ぎ
手
た
ち
に
大
き

な
拍
手
が
送
ら
れ
ま
し
た
。
　

　
　
日
は
斎
神
社
で
、
昨
夏
の
豪
雨
で

１８
本
殿
が
全
壊
す
る
被
害
を
受
け
た
神

社
の
ご
神
体
を
旧
本
殿
に
移
し
、
神
事

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
４
月
　
日
、
但
馬
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
で
交
通
安
全
教
室
「
よ
い
こ
の
つ
ど

１２

い
」
が
開
か
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
教
室
は
、
子
ど
も
た
ち
に
正
し
い
交
通
ル
ー
ル
を
勉
強
し
て
も
ら
お
う
と
、

八
鹿
警
察
な
ど
が
開
い
た
も
の
で
、
市
内
の
園
児
２
１
０
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

僕
た
ち
私
た
ち
は
、

　
　
　
　
　
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
ま
す

　
当
日
の
天
候
は
あ
い
に
く
の
雨

だ
っ
た
た
め
、
同
施
設
内
で
横
断

歩
道
に
見
立
て
た
シ
ー
ト
を
設
置

し
、交
通
安
全
指
導
員
か
ら
横
断

歩
道
の
渡
り
方
を
教
わ
り
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
は
「
右
、
左
、
車
、

来
な
い
」
と
声
を
出
し
な
が
ら
安

全
確
認
を
し
、
し
っ
か
り
と
手
を

上
げ
て
渡
る
練
習
を
行
い
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、交
通
安
全
の
ビ
デ
オ

を
見
て
交
通
ル
ー
ル
の
勉
強
も
行

う
な
ど
有
意
義
な
ひ
と
と
き
を
過

ご
し
ま
し
た
。　

横断歩道を渡る練習をする園児たち

流れに逆らいながら川を渡るみこし

み
こ
し
を
担
い
で
川
渡
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　「
お
走
り
祭
り
」

受章した山内彌宗治さん（右側）

　今回、旭日単光章を受章された山内彌宗治さん（８８

歳、大屋町和田）は、昭和５８年の旧大屋町議会議員選

挙で初当選されて以来、平成１５年まで５期２０年にわた

り議会議員として在職。その間、議長や監査委員など要

職を歴任され、町政の発展に寄与されました。

　特に、平成７年からの３年間は、大屋町議会議長を務

められ、在職中には、おおや農村公園を活用した都市と

の交流事業の促進や、勤労者住宅の建設など、若者の定

住促進への取り組みに貢献されました。

山内彌宗治さんが「旭日単光章」を受章
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市
長

広
瀬
　
栄

　
４
月
　
日
、
八
鹿
町
妙
見
区
に
あ
る
名
草
神
社
の
本
殿
と
拝

１６

殿
が
、
国
指
定
の
重
要
文
化
財
（
建
造
物
）
に
決
定
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
国
の
文
化
審
議
会
（
西
原
鈴
子
会
長
）
が
全
国
で
８

件
の
建
造
物
を
文
部
科
学
大
臣
に
答
申
し
た
も
の
で
、
兵
庫
県

内
で
は
「
名
草
神
社
」
１
件
が
決
定
し
ま
し
た
。

　
養
父
市
で
は
、
明
治
　
年
に
「
名
草
神
社
三
重
塔
」
が
国
指

３７

定
に
な
っ
て
以
来
、
約
１
０
６
年
ぶ
り
に
重
要
文
化
財
が
誕
生

し
ま
し
た
。
但
馬
地
方
で
は
　
件
目
の
指
定
で
す
。

１０

　
名
草
神
社
は
、
標
高
８
０
０
㍍
の
妙
見
山
に
鎮
座
し
て
い
ま

す
。
但
馬
地
方
に
お
け
る
妙
見
信
仰
の
拠
点
と
し
て
栄
え
ま
し

た
。
今
回
、
新
た
に
重
要
文
化
財
に
決
定
し
た
名
草
神
社
本
殿

は
、
１
７
５
４
年
（
宝
暦
４
年
）
に
完
成
し
た
も
の
で
、
正
面

　
・
６
㍍
、
側
面
９
㍍

の
規
模
で
す
。
本
殿
は
、
正
面
の
周
辺

１７に
躍
動
感
の
あ
る
獅
子
や
龍
な
ど
豪
華
な
彫
刻
が
施
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
拝
殿
は
、
１
６
８
９
年
（
元
禄
２
年
）
に
完
成
し
た
も
の
で
、

正
面
　
・
７
㍍
、
側
面
５
・
２
㍍
の
規
模
で
す
。
中
央
に
通
路
の

１１

あ
る
割
拝
殿
の
形
式
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
、
石
垣
か
ら
縁
が

張
り
出
し
た
 懸
造
 に
な
っ
て
い
ま
す
。

か
け
づ
く
り

　
同
神
社
宮
司
の
井
上
憲
一
さ
ん
は
「
国
指
定
に
な
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
願
い
は
以
前
か
ら
あ
り
ま
し
た
が
、
今
回
、
国
指
定

と
な
っ
て
大
変
感
激
し
て
い
ま
す
。
社
殿
の
彫
刻
が
大
変
素
晴

ら
し
い
と
認
め
て
い
た
だ
き
大
変
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。」
と

話
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
名
草
神
社
本
殿
は
、
但
馬
地
方
の
先
駆
的
な
豪
華
な
装
飾
を

も
つ
神
社
建
築
と
し
て
大
変
価
値
が
高
い
も
の
で
す
。

名
草
神
社
、「
本
殿
」「
拝
殿
」
が

　
　
国
指
定
の
重
要
文
化
財
に
決
定

国指定の重要文化財に決定した名草神社本殿国指定の重要文化財に決定した名草神社拝殿

　
５
月
も
中
旬
と
な
り
、
市
内
の
各
地
で
は
田
植
え
な

ど
の
農
作
業
が
盛
り
と
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
養
父
市
の
基
幹
産
業
で
あ
る
農
業
を
取
り

巻
く
環
境
は
決
し
て
安
心
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
現
在
養
父
市
の
農
振
農
用
地
面
積
は
２
，４
５
０
㌶

で
、
そ
の
内
耕
作
放
棄
地
（
い
わ
ゆ
る
耕
作
さ
れ
ず
荒

れ
て
い
る
農
地
）
は
１
０
５
㌶
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。養

父
市
は
、 
狭
隘
 で
傾
斜
が
あ
り
、
耕
作
面
積
が
少
な
い

き
ょ
う
あ
い

「
条
件
不
利
益
地
」
を
多
く
抱
え
て
い
ま
す
が
、
米
を

は
じ
め
と
す
る
農
産
物
の
生
産
性
と
価
格
の
み
が
議
論

さ
れ
る
今
の
農
政
の
中
で
は
、
こ
う
し
た
地
域
の
農
業

の
存
続
基
盤
が
危
ぶ
ま
れ
る
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。

　
日
本
の
国
の
成
り
立
ち
を
考
え
た
と
き
、
こ
の
国
は

稲
作
に
よ
り
国
民
の
食
を
養
い
、
富
を
築
い
て
き
ま
し

た
。
稲
作
を
主
体
と
す
る
生
活
と
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ

れ
た
文
化
や
風
土
は
国
を
豊
か
に
し
、
そ
の
多
面
的
機

能
は
災
害
か
ら
国
土
を
守
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
国
の

基
本
で
あ
る
養
父
市
の
農
業
が
零
細
な
経
営
に
加
え
後

継
者
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
野
生
鳥
獣
に
よ
る
被
害

が
大
き
い
と
い
う
こ
と
な
ど
に
よ
り
危
機
的
状
況
に
あ

り
ま
す
。
現
在
は
、
ま
だ
元
気
な
高
齢
者
が
地
域
に
お

け
る
農
業
生
産
の
担
い
手
と
し
て
頑
張
っ
て
お
ら
れ
ま

す
が
、
十
年
後
の
こ
と
を
考
え
た
と
き
 暗
澹
 た
る
思
い

あ
ん
た
ん

に
な
り
ま
す
。

　
国
は
本
年
度
か
ら
戸
別
所
得
補
償
制
度
を
ス
タ
ー
ト

し
ま
す
。
こ
れ
は
米
の
生
産
調
整
を
前
提
と
し
た
制
度

で
す
が
、
転
作
と
農
地
の
荒
廃
は
表
裏
一
体
の
関
係
に

あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
複
雑
な
気
持
ち
で
す
。
今
こ
そ

農
家
の
皆
様
と
一
緒
に
将
来
の
農
業
の
あ
り
方
施
策
を

示
す
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。


