
渡
前
地
区
総
合
研
修
会

が

日
、
同
地
区
地
域
活

11
動
セ
ン
タ
ー
で
開
か
れ
、

山
形
大
学
農
学
部
教
授
の

江
頭
宏
昌
（
え
が
し
ら
ひ

ろ
あ
き
）
教
授
が
『
鶴
岡

、

の
在
来
作
物
と
郷
土
食
・

食
文
化
に
つ
い
て
』
と
題

し
て
講
演
し
ま
し
た
。

江
頭
氏
は
、
山
形
在
来

作
物
研
究
会
を
２
０
０
３

年
に
立
ち
上
げ
、
そ
の
会

長
で
す
。

県
内
の
調
査
で
は
、
在

来
作
物
は
山
形
県
１
７
９

種
類
、
う
ち
庄
内
地
方
88

種
類
、
う
ち
鶴
岡
市

種
60

。

類
を
数
え
る
と
言
い
ま
す

在
来
作
物
の
魅
力
は
３

つ
あ
っ
て
、

①
地
域
の
作
物
と
文
化

の
多
様
性
、

（

）

②
地
域
ら
し
さ
個
性

を
見
つ
け
る
材
料
、

③
人
と
社
会
、
教
育
、

産
業
、
地
域
づ
く
り
な
ど

の
つ
な
が
り
、

特
に
こ
こ
に
し
か
な
い

も
の
＝
地
域
ら
し
さ
こ
そ

魅
力
と
言
い
ま
す
。

鶴
岡
市
が
２
０
１
４
年

月
、
ユ
ネ
ス
コ
食
文
化

12創
造
都
市
に
認
定
さ
れ
た

３
つ
の
理
由
～

①
出
羽
三
山
信
仰
の
精

神
文
化
と
精
進
料
理
、

②
黒
川
能
と
ふ
る
ま
い

料
理
、

③
多
様
な
在
来
作
物
と

そ
の
食
文
化
が
暮
ら
し
に

根
付
い
て
い
る
～

江
頭
氏
は
、
こ
の
３
番

目
に
在
来
作
物
が
あ
っ
た

こ
と
に
驚
き
、
感
銘
し
た

と
述
べ
ま
し
た
。

な
ぜ
人
々
は
、
お
金
に

も
な
ら
な
い
、
手
間
の
か

か
る
在
来
作
物
を
継
承
し

て
き
た
の
か
、
聞
き
取
り

の
結
果
、
次
の
４
点
だ
っ

た
と
述
べ
ま
し
た
。

①
お
い
し
い
か
ら
。
子

ど
も
の
こ
ろ
か
ら
食
べ
て

慣
れ
親
し
ん
で
き
た
味
だ

か
ら
。
自
分
、
家
族
の
自

家
用
に
。

②
日
ご
ろ
お
世
話
に
な

っ
て
い
る
親
戚
や
知
り
合

い
に
お
福
分
け
す
る
と
、

喜
ん
で
も
ら
え
る
か
ら
。

③
家
宝
と
し
て
先
祖
代、

々
伝
わ
っ
て
き
た
種
子
を

自
分
の
代
で
な
く
す
の
は

申
し
訳
な
い
か
ら
。

④
地
域
の
年
中
行
事
や

郷
土
食
、
季
節
を
味
わ
う

食
に
欠
か
せ
な
い
か
ら
。

「
笹
巻
」
の
調
査

今
年
１
月

日
に
、
文

19

化
庁
の
審
議
会
が
、
庄
内

の
「
笹
巻
」
を
、
国
の
無

形
民
俗
文
化
財
に
登
録
す

る
よ
う
文
科
省
に
答
申
し

た
こ
と
が
、
大
き
な
ニ
ュ

ー
ス
に
な
り
ま
し
た
。

庄
内
の
「
笹
巻
」
の
調

査
に
携
わ
っ
た
の
が
江
頭

氏
で
す
。

笹
巻
は
保
存
食
に
も
な

る
と
し
て
、
１
９
９
５
年

１
月
の
阪
神
淡
路
大
震
災

の
と
き
、
農
協
婦
人
部
や

食
生
活
改
善
協
議
会
の
女

、

性
た
ち
が
大
量
に
つ
く
り

き
な
粉
と
糖
蜜
も
一
緒
に

３
月
、
被
災
地
に
贈
っ
た

歴
史
も
あ
り
ま
し
た
。

江
頭
氏
は
２
０
０
３
年

当
時
、
旧
藤
島
町
の
エ
コ

タ
ウ
ン
事
業
で
、
在
来
作

物
の
調
査
に
関
わ
り
が
あ

り
ま
し
た
。
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（月２００円程度）
2月 27人 27,470円
1月 36人 32,030円

こ
こ
に
し
か
な
い
地
域
ら
し
さ
が
在
来
作

ー
江
頭
宏
昌
山
大
教
授
が
講
演

物
の
魅
力

ふ
る
さ
と
賛
歌

24

鈴
木
重
雄(

八
色
木)

八
色
木
薬
師
堂
に
あ

る
文
化
財
③

百
万
遍

阿
弥
陀
仏
の
名
号
「
ナ

み
よ
う
ご
う

ン
マ
イ
ダ
ブ
ツ
、
ナ
ミ
ア

ー
ム
ダ
ー
ブ
ツ
」
と
百
万

回
唱
え
る
こ
と
。

多
く
の
俗
僧
が
集
ま
っ

て
、
一
つ
の
大
き
な
数
珠

を
繰
り
廻
し
つ
つ
、
み
ん

な
で
念
仏
を
唱
え
る
法
会
ほ
う
え

で
あ
る
。

村
の
若
衆
は
、
雨
続
き

な
ど
で
農
作
業
が
容
易
で

な
い
日
は
村
の
親
方
町

、

（

内
会
長
）
に
、
代
表
し
て

臨
時
休
業
の
一
斉
休
み
の

願
い
に
行
く
。

、

、

早
朝
許
可
を
得
れ
ば

村
の
小
走
り
が
大
声
で
露
「

気
（
つ
ゆ
け
）
正
月
で
こ

」

。

ざ
ん
ゾ
ー
と
触
れ
廻
る

村
の
若
衆
は
、
薬
師
堂

に
集
ま
り
、
輪
に
な
っ
て

大
数
珠
を
廻
し
、
ナ
ン
マ

イ
ダ
ン
ブ
ツ
と
唱
え
る
。

数
珠
つ
な
ぎ
の
中
に
大

き
な
玉
が
何
カ
所
か
に
あ

っ
て
、
こ
の
珠
が
自
分
に

廻
っ
て
き
た
時
は
、
深
く

手
を
合
わ
せ
て
拝
む
。

百
万
遍
は
繰
り
返
さ
な

い
け
れ
ど
も
、

分
位
は

30

行
っ
て
い
た
と
思
う
。

晴
天
続
き
の
場
合
は
、

雨
乞
い
正
月
を
願
い
出
る

の
で
あ
る
。

力
石朝

日
嶽
は
、
日
向
三
右、

衛
門
に
若
勢
と
し
て
働
き

体
格
も
よ
く
力
持
ち
で
あ

っ
た
。
因
幡
堰
開
削
工
事

に
出
役
さ
せ
ら
れ
た
。

工
事
現
場
か
ら
力
石
を

弁
当
袋
に
入
れ
て
持
ち
帰

っ
た
と
い
う
。

若
者
た
ち
は
、
夕
食
後

に
薬
師
堂
に
集
ま
り
、
力

比
べ
を
し
た
。
何
回
持
ち

上
げ
た
か
、
お
堂
の
周
り

を
何
回
担
い
で
走
っ
た
と

か
競
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
力
比
べ
は
戦
後
も

続
い
て
い
た
。

ま
た
、
他
の
村
々
に
も

若
者
が
集
ま
る
辻
端
に
、

こ
う
い
う
力
石
が
あ
り
、

夕
涼
み
を
し
な
が
ら
遊
ん

で
い
た
。



「
藤
島
地
域
教
育
振
興

会
議
最
終
報
告
書
等
に
関

す
る
渡
前
地
区
説
明
会
」

が

日
、
開
催
さ
れ
ま
し

11
た
。教

育
委
員
会
の
説
明
の

後
、
参
加
者
か
ら
意
見
が

出
さ
れ
ま
し
た
。

中
荒
俣
の
Ｎ
氏
は
「
提
、

言
を
受
け
た
教
育
委
員
会、

が
説
明
す
る
の
で
は
な
く

提
言
し
た
人
が
説
明
す
べ

」

、

き
で
は
な
い
か
と
求
め

振
興
会
議
の
近
藤
直
志
会

長
が
説
明
し
ま
し
た
。

近
藤
氏
は
「
早
期
に
中

、

学
校
改
築
に
は
異
論
が
な

か
っ
た
。
子
ど
も
の
減
少

で
、
渡
前
小
で
は
２
人
し

か
入
学
者
が
な
く
、
こ
の

ま
ま
で
教
育
効
果
が
あ
が。

る
か
と
議
論
し
た
結
果
だ

年
経
過
し
た
藤
小
の
改

40築
は
、
市
内
で
７
番
目
に

な
る
の
で
、

年
近
く
か

30

か
る
。

年
持
つ
か
。
そ

70

れ
で
い
い
か
」
と
述
べ
ま

し
た
。

学
校
改
築
は
、
単
純
に

１
校
４
年
づ
つ
順
次
進
め

る
わ
け
で
は
な
く
、
老
朽

度
に
応
じ
て
改
築
す
る
の

が
通
常
の
行
政
で
す
。

東
渡
前
の
Ｏ
氏
は
「
現
、

在
の
小
学
生
と
中
学
生
、

教
職
員
か
ら
ど
れ
だ
け
意

見
を
拾
っ
た
の
か
。
鶴
岡

型
と
い
う
な
ら
、
学
校
支

援
員
の
増
員
な
ど
独
自
の

も
の
が
あ
る
べ
き
だ
」
と

質
し
ま
し
た
。

、

今
野
学
校
教
育
課
長
は

「
基
本
計
画
策
定
の
た
め

の
意
見
は
聞
い
て
い
な
か

っ
た
。
こ
れ
か
ら
ど
の
よ

う
に
し
て
い
く
か
は
当
然

検
討
し
て
い
く
」
と
答
え

ま
し
た
。

上
荒
俣
の
Ｏ
氏
は
「
人

口
減
少
に
あ
り
、
義
務
教

育
学
校
は
鶴
岡
市
で
初
め

て
で
魅
力
的
だ
。
問
題
が

あ
れ
ば
解
決
し
て
い
け
ば

い
い
。
い
ろ
い
ろ
な
意
見

を
聞
く
と
遅
く
な
る
の
で

早
く
決
定
し
て
欲
し
い
」

と
述
べ
ま
し
た
。

大
半
田
の
Ｓ
氏
は
「
若
、

い
人
だ
け
集
め
て
説
明
会

を
す
べ
き
だ
」
と
求
め
ま

し
た
。

近
藤
氏
は
「
校
舎
が
つ

な
が
る
一
体
型
が
、
小
中

一
貫
教
育
の
効
果
が
あ
る」

と
い
う
の
が
私
の
持
論
だ

と
述
べ
ま
し
た
。

研
究
者
の
調
査
で
は
、

小
中
一
貫
校
に
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
生
徒
が
多
い
こ
と
、

小
学
校
か
ら
中
学
校
へ

進
学
す
る
発
達
的
意
味
が

大
き
い
こ
と
、

子
ど
も
は
学
校
だ
け
で

育
つ
の
で
は
な
く
、
小
学

校
区
の
地
域
の
教
育
力
が

大
切
、
と
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。

学
校
の
主
体
で
あ
る
小

中
学
生
や
、
現
場
の
管
理

職
で
な
い
教
職
員
か
ら
、

一
度
も
意
見
を
聞
か
ず
に

進
め
て
い
る
こ
と
に
、
危

う
さ
が
あ
り
ま
す
。

▲
ど
こ
の
部
署
が
担
当
に

し
ろ
、
農
水
省
と
し
て
自

己
矛
盾
は
な
い
ん
だ
ろ
う

か
。
併
せ
て
、
食
糧
危
機

時
っ
て
ど
ん
な
時
な
ん
だ

い
。
現
在
・
食
料
自
給
率

は
普
通
に

％
と
か
言
わ

37

れ
て
い
る
。
こ
れ
を
も
っ

と
上
げ
る
と
口
に
し
な
が

ら
、
新
し
い
予
算
に
は
そ

の
金
が
見
込
ま
れ
て
い
な

い
と
言
っ
て
い
た
じ
ゃ
な

い
の
？
で
た
ら
め
だ
。
デ

タ
ラ
メ
だ
～
。
自
民
党
政

治
は
デ
タ
ラ
メ
だ
～
。

▲
戦
時
中
を
思
い
出
さ
せ

る
事
も
盛
り
込
ん
で
あ
る

と
。
そ
れ
は
、
農
家
、
出

荷
・
販
売
業
者
、
輸
入
業

者
に
対
し
、
政
府
が
立
ち

入
り
検
査
で
き
る
規
定
も

盛
り
込
ま
れ
て
い
た
ト
。

拒
め
ば

万
円
以
下
の
罰

20

金
で
な
く
、
こ
っ
ち
は
過

料
と
あ
っ
た
ね
～
。

▲
今
は
新
し
い
戦
前
と
い

、

。

う
か
ら
そ
ん
な
心
配
も

年
前
、
戦
地
に
送
る
米

80が
な
い
か
ら
と
、
農
家
の

蔵
を
検
査
。
役
人
が
飯
米

を
か
す
め
取
っ
て
い
っ
た

歴
史
が
ま
た
？
（
石
川
）

一
戸
の
寄
付
は
２
円

銭
50

ほ
ど
に
な
る
。
豊
平
村
１

０
３
円
・
白
石
村

円
・

90

上
白
石
村

円
・
平
岸
村

52

は

円
と
村
は
巡
幸
寄
付

47
金
を
拠
出
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
村
々
が
巡
幸
の
最

北
で
あ
っ
た
。

(

東
村
山
郡
役
所
と
郡
会

議
事
堂)

取
立
て
て
い
る
と
の
こ
と

だ
が
、
少
な
く
な
い
不
満

が
聞
か
れ
た
と
い
う
。

当
時
と
現
在
の
物
価
比

は
１
対
１
～
２
万
と
さ
れ

て
い
る
。
一
番
低
い
１
万

と
し
て
、
東
田
川
郡
役
所

の
費
用
は
７
億
６
千
万
円

と
な
る
。
県
内
の
村
負
担

の
史
料
は
管
見
で
は
見
当

た
ら
な
い
の
で
、
同
年
に

巡
幸
し
た
北
海
道(

現
札
幌

市)

の
村
々
で
み
る
と
、
月

寒
村
１
１
２
円
で
あ
る
。

明
治
４
年
に
岩
手
県
人

戸
１
４
４
名
が
入
職
し

44た
。

年
後
の
巡
幸
時
の

10

戸
数
と
同
じ
と
す
れ
ば
、

東
田
川
郡
は
『
駐
鑾
之

、

碑
』
の
文
面
に
、
郡
民
が

計
７
６
０
０
円
を
徐
々
に

集
め
て
資
金
を
つ
く
り
、

小
休
所
と
な
る
郡
役
所
を

作
っ
た
と
お
褒
め
に
預
か

っ
て
い
る
。

山
形
新
聞
の
記
事
に
よ

る
と
、
東
村
山
郡
は
４
５

０
０
、
６
０
０
円
の
費
用

は
、
地
価

円
に
つ
き
１

10

銭
、
１
戸
に
つ
き
２
銭
を

増
産
拒
め
ば
罰
金
！

９
日
の
山
新
の
２
面
に。

ビ
ッ
ク
リ
な
記
事
を
見
た

見
出
し
が
「
農
家
に
増
産

を
指
示

拒
ん
だ
場
合
罰

」

。

金
も

と
な
っ
て
い
た

食
料
危
機
時
の
対
策
と
し

て
、
２
月
の
下
旬
に
国
会

に
出
さ
れ
る
法
案
の
概
要

が
分
か
っ
た
ん
だ
と
。

▲
こ
の
冬
は
雪
が
な
く
、

水
の
状
況
が
ど
ん
な
一
年

に
な
る
の
か
、
作
付
け
を

心
配
す
る
声
が
あ
る
と
い

う
の
に
、
多
分
そ
ん
な
心

配
を
す
る
事
も
な
い
と
思

わ
れ
る
人
た
ち
が
考
え
て。

い
る
事
な
ん
で
し
ょ
う
が

▲
詳
し
い
内
容
は
不
明
だ

が
、
コ
メ
、
小
麦
、
大
豆

な
ど
が
不
足
す
る
食
料
危

機
時
に
政
府
が
供
給
目
標

を
設
定
。
農
家
に
増
産
計

画
の
届
け
出
を
指
示
で
き

る
と
し
、
従
わ
な
い
場
合

は

万
円
以
下
の
罰
金
を

20
科
す
。
と
出
て
い
た
。
時

折
し
も
、
減
反
の
配
分
が

生
産
組
合
か
ら
通
知
さ
れ

て
い
る
時
な
ん
だ
ゼ
。

巡
幸
の
対
応
は
順
調
に

進
行
し
て
い
る
よ
う
だ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
費
用

が
問
題
で
あ
っ
た
。

政
府
は
、
天
皇
の
乗
る

輿
や
馬
車
の
置
場
・
馬
厩

舎
や
門
番
が
詰
め
る
小
屋

の
建
築
費
な
ど
は
官
費
支

給
で
あ
っ
た
が
，
多
額
の

費
用
が
掛
か
る
行
在
所
や

小
休
所
な
ど
の
新
築
，
修

繕
費
は
地
域
負
担
で
あ
っ

た
。 東

田
川
史
跡
物
語

県
民
の
経
済
対
応

厳
し
い
負
担

―

青
山

崇

渡
前
地
区
の
説
明
会

藤
島
に
義
務
教
育
学
校


