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「
地
蔵
坂
」 

一
七
一
六
年
に
、
牛
浜
地
域
に
疫
病
が

蔓
延
し
ま
し
た
。
人
々
が
そ
の
苦
し
み
か

ら
逃
れ
る
た
め
、
清
巌
院
よ
り
地
蔵
様
を

借
り
て
、
現
在
の
福
生
市
民
会
館
前
に
仮

小
屋
を
造
り
祀
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
毎
年
９
月
24
日
を
地
蔵
様
の
縁
日

と
定
め
、
お
祭
を
し
て
き
ま
し
た
。
（
現

在
は
23
日
で
す
）
お
祭
当
日
に
は
和
尚

さ
ん
が
来
て
、
地
蔵
様
に
疫
病
退
散
・
五

穀
豊
穣
の
祈
願
が
さ
れ
、
地
芝
居
な
ど
が

奉
納
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
う
い
っ
た
経
緯
で
、
今
は
も
う
そ
う

呼
ぶ
人
は
あ
ま
り
い
ま
せ
ん
が
、
市
民
会

館
前
の
坂
を
「
地
蔵
坂
」
と
い
い
ま
す
。 

福
生
村
の
牛
浜
と
熊
川
村
の
牛
浜
は
、

五
日
市
街
道
を
挟
ん
で
向
か
い
合
っ
た

ニ
ワ
バ
組
織
（
村
内
区
画
の
ひ
と
つ
。
年

中
行
事
や
通
過
儀
礼
な
ど
を
と
も
に
行

う
）
で
し
た
。
災
害
時
に
は
助
け
合
う
取

り
決
め
が
あ
る
ほ
か
、
葬
式
の
際
に
は
福

生
の
牛
浜
と
熊
川
の
牛
浜
両
方
か
ら
人

を
出
し
、
「
穴
番
」
と
呼
ば
れ
る
組
織
と

し
て
執
り
行
い
ま
し
た
。
棺
を
担
ぐ
人
や

墓
穴
を
掘
る
人
の
ほ
か
に
、
棺
が
運
ば
れ

て
来
る
ま
で
見
張
り
を
す
る
役
割
も
あ

り
、
福
生
と
熊
川
、
両
方
の
牛
浜
で
と
も

に
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
担
っ
て
き
ま
し

た
。 牛

浜
に
も
南
稲
荷
の
よ
う
な
膳
椀
倉

が
あ
り
、
結
婚
式
な
ど
に
使
う
座
布
団
や

大
き
な
皿
、
お
碗
な
ど
が
仕
舞
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
れ
は
残
念
な
が
ら
、
戦
後
不

要
に
な
っ
た
際
に
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
牛
浜
の
ニ
ワ

バ
組
織
は
と
て
も
結
束
が
固
か
っ
た
こ

と
が
窺
え
ま
す
。
牛
浜
は
も
と
も
と
ひ
と

つ
の
村
の
よ
う
な
も
の
で
、
五
日
市
街
道

を
挟
ん
で
福
生
村
と
熊
川
村
が
で
き
た

た
め
に
分
割
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。 

 

「
地
蔵
屋
敷
と
鎮
守
様
」 

こ
の
地
蔵
様
に
つ
い
て
、
一
八
四
八
年

に
牛
浜
39
番
地
付
近
に
住
む
林
蔵
さ
ん

と
い
う
方
か
ら
「
地
蔵
坂
に
あ
る
牛
浜
地

蔵
尊
を
20
年
間
貸
し
て
ほ
し
い
」
と
福

生
・
熊
川
の
両
牛
浜
に
申
し
出
が
あ
り
ま

し
た
。 

こ
の
林
蔵
さ
ん
は
地
蔵
坂
の
地
蔵
様

の
あ
っ
た
場
所
の
土
地
を
畑
と
し
て
耕

作
し
た
い
た
め
に
地
蔵
様
を
自
分
の
屋

敷
に
移
す
よ
う
に
申
し
出
ま
し
た
。 

林
蔵
さ
ん
が
地
蔵
様
を
借
り
る
た
め

の
お
金
は
、
地
蔵
坂
の
土
地
に
課
せ
ら
れ

た
年
貢
を
20
年
間
支
払
う
こ
と
で
合
意

さ
れ
、
地
蔵
様
は
五
日
市
街
道
に
面
し
た

林
蔵
さ
ん
の
土
地
に
移
動
す
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
こ
こ
を
「
地
蔵
屋
敷
」
と

呼
ん
だ
そ
う
で
す
。 

ち
な
み
に
地
蔵
様
が
い
な
く
な
っ
た

後
は
地
蔵
坂
の
近
く
の
丘
に
、
農
業
の
神

様
（
恐
ら
く
大
己
貴
命
／
オ
オ
ナ
ム
チ
ノ

ミ
コ
ト
）
で
も
あ
る
御
岳
山
（
み
た
け
さ

ん
）
が
祀
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
御
岳
山
の

武
蔵
御
嶽
神
社
御
嶽
講
は
、
今
も
続
い
て

い
ま
す
。 

現
在
の
市
民
会
館
の
前
庭
あ
た
り
に

は
、
当
時
畑
の
中
に
小
高
い
塚
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
れ
を
「
浅
間
塚
」
と
い
い
、
富

士
山
信
仰
を
起
源
と
す
る
浅
間
信
仰
（
富

士
山
信
仰
の
一
形
態
）
の
神
社
の
御
祭
神

で
あ
る
木
花
咲
耶
姫
命
（
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク

ヤ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
）
を
祀
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
を
福
生
・
熊
川
両
牛
浜
の
鎮
守
様

（
土
地
神
）
と
決
め
、
祭
を
行
っ
て
い
ま

し
た
。
か
つ
て
は
牛
浜
の
鎮
守
様
は
、
こ

の
浅
間
社
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

こ
の
浅
間
社
の
あ
っ
た
畑
は
、
清
巌
院

の
土
地
で
あ
っ
た
た
め
、
今
は
清
巌
院
の

本
堂
と
幼
稚
園
の
間
に
あ
る
小
高
い
森

の
中
に
、
こ
の
浅
間
社
が
あ
り
、
祀
ら
れ

て
い
ま
す
。
清
巌
院
の
守
り
神
と
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

「
地
蔵
様
の
安
住
の
地
」 

林
蔵
さ
ん
の
土
地
に
移
動
し
て
以
降

の
地
蔵
様
で
す
が
、
20
年
が
経
つ
と
前

述
の
約
束
の
通
り
、
そ
の
土
地
を
離
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。
今
度
は
現
在
の
清
水

工
業
の
前
、
今
は
駐
車
場
と
な
っ
て
い
る

場
所
に
移
り
、
祀
ら
れ
ま
し
た
。 

そ
の
次
は
銀
座
通
り
を
出
た
と
こ
ろ

わ
た
し
の
く
ら
し 

地
域
の
歴
史
⑱ 

牛
浜
地
蔵
尊
の
長
い
旅 

―
熊
川
と
福
生
は
か
つ
て
、
五
日
市
街
道
を
挟
み
ふ
た
つ
の
村
と
し
て
成
立
し
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
ふ
た
つ
の
村
の
ち
ょ
う
ど
間
に
、

福
生
村
と
熊
川
村
に
二
分
さ
れ
る
か
た
ち
で
存
在
す
る
「
牛
浜
」
。
こ
こ
に
今
も
存
在
す
る
牛
浜
地
蔵
尊
が
辿
っ
た
長
い
旅
路
の
お
話

を
「
白
梅
歴
史
懇
話
会
」
に
て
、
清
水
信
作
さ
ん
に
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
― 
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≪アトリエクレヨン≫（子ども絵画・工作） 
 幼児・小学生とそのお母さんたちの絵画・工作サークルで

す。木工、絵画、手芸など毎回いろいろなテーマで楽しめま

す。３歳から小学校６年生まで、子どもたちそれぞれのペー

スで楽しむことを目的としています。 

活動日 毎月２回 土曜日 午前 10 時～1２時 

会 費 月額 2,000 円   

連絡先 大石 080-3006-2968 

≪白梅俳句会≫ 
 一昨年に新しい先生を迎え、皆元気

で俳句づくりを行っています。 

 新しく入会したい方がおられまし

たら、大歓迎です。 

活動日 第 3 金曜日 

午後１時 30 分～３時 

会 費 月額 1,000 円 

連絡先 和田 042-513-3345 

≪コール白梅≫（合唱） 
 童謡、唱歌など、色々なジャンルの曲を歌い、

市民音楽祭や白梅まつり、市民文化祭に参加し

ています。 

 午前中のひとときをご一緒に大きな声で歌

って楽しんでください。お待ちしています。 

活動日 毎週火曜日 

午前９時 45 分～正午 

会 費 月額 1,500 円 

連絡先 菅原 042-552-5883 

に
あ
り
ま
し
た
田
村
ま
ん
じ
ゅ
う
屋
さ

ん
へ
と
移
転
し
ま
す
。
地
蔵
様
は
そ
の
場

所
で
、
70
年
程
を
過
ご
す
こ
と
に
な
り

ま
す
。 

し
か
し
、
地
蔵
様
は
ま
た
移
動
を
余
儀

な
く
さ
れ
ま
す
。
そ
の
田
村
さ
ん
の
家
で

物
置
を
造
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
場
に
い

た
地
蔵
様
を
移
転
せ
ざ
る
を
え
な
く
な

っ
た
の
で
す
。 

そ
れ
を
役
員
に
申
し
出
た
と
こ
ろ
、
千

手
院
に
お
願
い
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
千
手
院
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
く
だ

さ
り
、
よ
う
や
く
地
蔵
様
は
こ
こ
で
、
安

住
の
地
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。 

地
蔵
様
は
今
で
も
「
牛
浜
地
蔵
尊
」
と

し
て
、
千
手
院
の
牛
浜
共
同
墓
地
（
福
生

市
熊
川
一
〇
三
五
番
地
付
近
）
に
祀
ら
れ

て
い
ま
す
。 

 

「
牛
浜
橋
人
柱
事
件
」 

こ
の
地
蔵
様
に
ま
つ
わ
る
事
件
を
紹

介
し
ま
す
。 

玉
川
上
水
の
開
削
と
同
時
に
、
「
牛
浜

橋
」
と
い
う
橋
が
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
当

時
は
江
戸
と
甲
府
を
結
ぶ
街
道
で
、
板
橋

で
し
た
。
こ
の
板
橋
は
す
ぐ
に
腐
る
も
の

で
す
が
、
架
け
替
え
も
修
理
も
す
べ
て
村

が
も
っ
て
い
て
、
大
変
な
負
担
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。 

牛
浜
橋
が
か
か
っ
て
か
ら
二
二
〇
年

も
の
間
に
五
日
市
街
道
は
物
資
の
輸
送

の
た
め
の
馬
車
や
牛
車
、
人
力
車
な
ど
の

往
来
も
増
え
、
破
損
も
ひ
ど
く
な
り
、
つ

い
に
明
治
10
年
に
神
奈
川
県
に
対
し
牛

浜
橋
の
改
築
を
申
請
し
ま
す
。 

当
時
の
村
長
で
あ
る
石
川
彌
八
郎
氏

と
村
の
役
人
は
江
戸
城
の
二
重
橋
と
浅

草
橋
、
万
世
橋
、
永
代
橋
を
視
察
し
、
こ

れ
ら
を
造
っ
た
熊
本
県
の
石
工
集
団
の

親
方
・
橋
本
大
八
氏
を
招
き
、
牛
浜
橋
の

架
け
替
え
を
依
頼
し
ま
し
た
。
石
造
り
の

め
が
ね
橋
で
、
予
算
は
五
〇
〇
円
で
あ
っ

た
そ
う
で
す
。
こ
れ
の
内
訳
は
三
〇
〇
円

を
村
方
有
志
よ
り
無
利
子
で
借
り
、
一
〇

〇
円
を
村
方
の
寄
付
、
一
〇
〇
円
を
近
隣

の
村
か
ら
の
寄
付
で
合
計
五
〇
〇
円
と

し
た
そ
う
で
す
。
無
利
子
の
借
金
で
あ
る

三
〇
〇
円
は
10
年
で
の
返
済
予
定
で
、

方
法
は
福
生
・
熊
川
・
牛
浜
の
３
つ
の
渡

船
場
の
収
入
に
お
け
る
利
益
部
分
三
〇

円
ほ
ど
を
、
10
年
間
返
済
に
あ
て
る
形

で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

こ
う
し
て
工
事
が
開
始
さ
れ
ま
し
た

が
、
完
成
後
、
改
築
の
支
払
い
は
八
六
一

円
八
五
銭
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
無

利
子
の
借
金
は
四
二
八
円
、
寄
付
は
二
〇

〇
円
、
村
方
の
寄
付
は
一
三
四
円
に
な
り
、

東
京
か
ら
の
寄
付
も
受
け
、
牛
浜
橋
の
改

築
は
大
変
な
大
工
事
と
な
っ
た
の
で
す
。 

こ
の
大
工
事
に
、
人
柱
事
件
が
発
生
し

ま
し
た
。 

人
柱
は
本
来
生
き
た
人
間
が
埋
め
ら

れ
て
し
ま
う
も
の
で
す
が
、
そ
の
代
わ
り

と
し
て
、
地
蔵
堂
の
地
蔵
様
の
当
時
３
体

あ
っ
た
う
ち
の
１
体
を
埋
め
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。 

そ
の
話
を
聞
い
た
近
隣
に
住
む
高
橋

豊
吉
さ
ん
が
罰
当
た
り
な
行
為
に
怒
り
、

地
蔵
様
を
助
け
出
し
ま
す
。
橋
の
下
へ
と

下
り
、
地
蔵
様
を
取
り
出
し
、
な
ん
と
一

〇
〇
キ
ロ
ほ
ど
も
あ
る
石
の
地
蔵
様
を
、

お
ん
ぶ
紐
で
お
ぶ
っ
て
、
も
と
の
地
蔵
堂

に
戻
し
た
そ
う
で
す
。
私
は
こ
の
話
を
、

父
か
ら
聴
き
ま
し
た 

 

【
語
り
部
】
清
水
信
作
さ
ん 

 

公
民
館
白
梅
分
館
を
使
用
し
て
い
る 

サ
ー
ク
ル
の
会
員
募
集
で
す
。 

た
だ
い
ま
会
員
募
集
中
！ 


