
町報ほうき町報ほうき 町報ほうき 

8

六
月
五
日
（
日
）、「
日
光
春
の
山
菜
を
食
べ
る
会
」
が
日

光
公
民
館
で
開
か
れ
ま
し
た
。

今
回
で
三
九
回
目
を
迎
え
る
こ
の
会
は
、
日
光
地
区
の
グ

ル
ー
プ
で
あ
る
「
日
光
山
菜
会
」
の
主
催
で
、
毎
年
春
と
秋

の
年
二
回
開
か
れ
て
い
ま
す
。

会
場
と
な
っ
た
日
光
公
民
館
に
は
約
四
十
名
の
方
が
集
ま

り
、
品
数
豊
富
な
山
菜
料
理
を
十
分
に
楽
し
ん
で
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
。

日
光
山
菜
会
の
方
の
お
話
に
よ
る
と
、

「
参
加
者
の
中
に
は
何
回
か
参
加
さ
れ
て
い
る
方
も
い
ら

っ
し
ゃ
る
の

で
、
毎
回
同

じ
メ
ニ
ュ
ー

を
出
す
の
で

は
な
く
、
工

夫
を
凝
ら
し

た
メ
ニ
ュ
ー

を
考
え
て
い

ま
す
。」

と
の
こ
と
で

し
た
。

次
回
は
十

一
月
頃
に
開

か
れ
る
予
定

だ
そ
う
で
す
。

六
月
五
日
（
日
）、「
出
雲
街
道

の
歴
史
を
訪
ね
る
会
」
が
伯
耆
町
、

日
野
町
の
境
に
あ
る
間
地
峠
で
開

か
れ
ま
し
た
。

約
百
名
の
参
加
者
は
、
江
戸
時

代
に
参
勤
交
代
の
道
と
し
て
利
用

さ
れ
た
出
雲
街
道
を
散
策
し
、
江

戸
時
代
の
旅
人
の
気
分
を
味
わ
い

ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
日
の
た
め
に
間
地

と
日
野
町
船
場
の
方
が
協
力
し
て

当
時
の
茶
屋
を
再
現
し
、
参
加
者

の
疲
れ
を
癒
し
て
い
ま
し
た
。

六
月
六
日
（
月
）、
伯
耆
町
と
韓
国
と
の
交
流
を
促
進
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
「
伯
耆
町
韓
国
講
座
」
第
一
回
が
、

農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
で
開
か
れ
ま
し
た
。

こ
の
講
座
は
平
成
十
四
年
度
か
ら
旧
岸
本
町
で
開
催
さ
れ

て
お
り
、
合
併
し
て
伯
耆
町
と
な
っ
て
か
ら
は
初
め
て
の
開

催
と
な
り
ま
し
た
。

講
師
は
、
西
部
総
合
事
務
所
国
際
交
流
員
の
沈
　
載
賢
（
シ

ム
・
ジ
ェ
ヒ
ョ
ン
）
さ
ん
。
今
回
は
、
韓
国
語
で
の
挨
拶
や

「
写
真
で
見
る
韓
国
」
と
い
う
内
容
で
写
真
を
見
な
が
ら
歴

史
、
文
化
に
つ
い
て
と
て
も
わ
か
り
や
す
く
学
べ
ま
し
た
。

今
後
、
韓
国
語
で
歌
う
カ
ラ
オ
ケ
、
地
元
の
素
材
で
作
る

韓
国
料
理
、
絵
本
で
楽
し
む
韓
国
昔
話
な
ど
年
間
十
回
の
講

座
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

町
内
在
住
者
を
対
象
と
し
て
募
集
さ
れ
た
二
十
名
の
受
講

生
の
中
に

は
、
こ
の

講
座
に
参

加
す
る
の

は
数
回
目

と
い
う
方

も
お
ら
れ
、

韓
国
へ
の

関
心
の
高

さ
が
う
か

が
え
ま
し

た
。

六
月
三
日
（
金
）、「
こ
ど
も
考

古
学
教
室
」
が
八
郷
小
学
校
の
四

〜
六
年
生
の
児
童
を
対
象
に
開
か

れ
ま
し
た
。

こ
の
教
室
は
、
出
土
品
を
実
際

に
目
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の

用
途
や
当
時
の
生
活
を
想
像
し
た

り
、
講
師
の
指
導
に
よ
り
石
器
作

り
を
体
験
し
た
り
す
る
こ
と
で
、

こ
ど
も
た
ち
に
郷
土
の
歴
史
に
対

す
る
理
解
と
愛
情
を
抱
い
て
も
ら

お
う
と
開
か
れ
ま
し
た
。

沈（シム）先生に楽しく教えてもらいます

ま
ち
の
わ
だ
い

ま
ち
の
わ
だ
い 
ま
ち
の
わ
だ
い

ま
ち
の
わ
だ
い 
ま
ち
の
わ
だ
い おなかも心も満たされました

石
器
作
り
に
夢
中
で
す

江
戸
時
代
の
茶
屋
で
舌
つ
づ

み
を
打
ち
ま
し
た


