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村
内
を
移
動
中
、道
端
に
た
た
ず
む
小
さ
な「
お

地
蔵
さ
ん
」が
目
に
入
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

　

み
ん
な
同
じ「
お
地
蔵
さ
ん
」の
よ
う
に
思
え
ま

す
が
、よ
く
見
る
と
違
う
ポ
ー
ズ
を
し
て
い
た
り
、

子
ど
も
を
抱
え
て
い
た
り
、
石
版
に
文
字
が
刻
ま

れ
て
い
る
も
の
だ
っ
た
り
、
姿
か
た
ち
が
違
う
も

の
が
あ
る
こ
と
に
気
が
付
き
ま
す
。
こ
れ
ら
を
総

称
し
て
石
仏･

石
塔
と
呼
び
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

実
は
石
仏･

石
塔
に
は
、
首
を
少
し
傾
け
て
手

を
頬
に
当
て
て
い
る
如に

ょ
い
り
ん
か
ん
の
ん

意
輪
観
音
や
、
子
ど
も
を

抱
い
て
い
る
子
安
観
音
、
馬ば

と
う
か
ん
ぜ
お
ん

頭
観
世
音
な
ど
の
牛

馬
供
養
、
田
ん
ぼ
に
そ
び
え
る
記
念
碑
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
れ
ら
の
石
仏･

石
塔
を
作
っ
た
の
は

一
体
誰
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
東
海
村
で
生
き
た
無
数
の
村
民
た
ち

で
す
。
例
え
ば
、
押
延
地
区
に
あ
る
子
安
観
音
に

は「
女
中
」と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
地
区
の
女
性
た

ち
が
、
無
事
の
出
産
や
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長

を
祈
っ
て
作
っ
た
の
で
す
。
ま
た
馬
頭
観
世
音
や

馬
力
神
は
、
農
耕
か
ら
運
搬
ま
で
人
々
を
助
け
て

く
れ
る
馬
を
大
切
に
思
う
村
民
た
ち
が
、
馬
の
供

養
や
無
病
息
災
を
祈
っ
て
作
り
ま
し
た
。
そ
し
て

各
地
に
見
ら
れ
る
記
念
碑
は
、
真
崎
浦
干
拓
の
苦

難
の
歴
史
や
土
地
改
良
区
が
歩
ん
だ
歴
史
な
ど
、

事
業
遂
行
に
尽
力
し
た
大
勢
の
村
民
た
ち
が
残
し

た
い
記
憶
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
石
に
刻
み
作
っ
た
も

の
で
す
。
ま
さ
に
、石
仏･

石
塔
は
、
こ
の
地
に
生

き
た
村
民
た
ち
が
祈
り
と
想
い
を
込
め
て
作
り
、

後
世
へ
と
残
し
た
東
海
村
民
の
宝
物
な
の
で
す
。

　

で
は
、
東
海
村
に
は
ど
ん
な
石
仏･

石
塔
が
い

く
つ
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
約
８
年
間
を
か

け
て
、
村
内
を
く
ま
な
く
歩
き
調
べ
上
げ
た
村
民

た
ち（
住
民
団
体「
東
海
ぶ
ら
ら
倶
樂
部
」
）が
い

ま
す
。
彼
ら
が
調
べ
た
６
４
０
基
の
石
仏･

石
塔

が『
東
海
村
の
石
仏･

石
塔（
令
和
版
）』と
し
て
ま

と
め
ら
れ
、
３
月
末
に
刊
行
さ
れ
ま
す
。
こ
の
本

は
村
民
が
自
ら
の
手
と
足
で
調
べ
た
成
果
を
自
分

た
ち
の
言
葉
で
記
し
た
本
で
あ
り
、
石
仏･

石
塔

は
東
海
村
に
生
き
る
村
民
の
モ
ノ
な
の
だ
と
い
う

こ
と
を
体
現
し
た
本
で
す
。

　

こ
の
春
、
ぜ
ひ
本
書
を
手
に
東
海
村
の
石
仏･

石
塔
を
巡
る
旅
に
出
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

き
っ
と
、
今
ま
で
視
界
に
入
ら
な
か
っ
た
道
端
の

小
さ
な
石
仏･

石
塔
が
、
大
切
で
い
と
お
し
い
存

在
に
思
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
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　村民の皆さんの文化活動の場として、中丸小学校の音楽室（特別教室棟）を開
放します。ぜひご利用ください。

対象▼下記の①～③を満たす団体
　①構成員の半数以上が村内在住･在勤･在学で

ある
　②団体の責任者が18歳以上である
　③合唱、楽器演奏の練習等を利用目的とする
利用時間▼▽月曜日～金曜日…夜間枠（午後６

時～９時）▽土･日曜日、祝日…午前枠（午前
９時～午後１時）、午後枠（午後１時～５時）、
夜間枠（午後６時～９時）

利用料▼無料

中丸小学校の音楽室を開放します

その他▼▽ルールを順守してご利用ください。
▽施設の開錠（施錠）は利用者自身で行ってく
ださい。▽学校備品の借用については、別途
協議が必要となります。

申し込み･問い合わせ▼所定の申請書に必要事
項を記入の上、利用希望日の１週間前までに、
生涯学習課文化芸術･スポーツ
推進担当（歴史と未来の交流館
内 ☎287-0851）へ申し込みく
ださい。 ▲詳細はこちら

【押延地区の子安観音】
（東海ぶらら倶樂部撮影）




