
藤
島
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ

ブ
（
神
林
守
会
長
、
会
員

人
）
の
結
成

周
年
記

36

50

念
式
典
が
３
日
、
出
羽
商

工
会
藤
島
支
所
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。（

神
林
守
会
長
）

式
典
で
は
、
佐
藤
吉
一

実
行
委
員
長
か
ら
、
記
念

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
３
事
業

が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

、「

」

一
つ
は

Ｈ
ｉ
ｓ
ｕ
花

イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン

へ
の

、

寄
贈２

つ
は
、

月

日
に

11

17

藤
島
体
育
館
で
行
わ
れ
る

全
日
本
プ
ロ
レ
ス
藤
島
大

の
開
催
、

会

３
つ
は
、

月

日
に

12

29

県
立
庄
内
農
業
高
校
の
体藤

育
館
で
開
催
さ
れ
る
「

」
で
す
。

島
剣
道
祭

式
典
で
は
、
永
年
在
籍

者
感
謝
状
が
、
朝
比
奈
友

明
氏
と
大
沼
富
美
雄
氏
に

贈
ら
れ
ま
し
た
。

朝
比
奈
氏
は
、

年
前

50

の
結
成
当
時
の
思
い
出
を

語
り
、
長
沼
源
作
会
長
、

阿
部
幸
正
幹
事
、
阿
部
博

光
会
計
の
も
と
、
自
分
は

歳
で
、
年
配
者
か
ら
皆

30

、

平
等
と
言
わ
れ
て
い
た
が

先
輩
の
生
き
方
か
ら
学
ん

、

。

で
き
た
と
述
べ
ま
し
た

（
朝
比
奈
友
明
氏
）

記
念
誌
も
発
刊
さ
れ
、

表
紙
に
は
朝
比
奈
氏
提
供

の
藤
棚
、
裏
表
紙
に
は
出

羽
国
府
跡
の
平
形
遺
跡
、

藤
島
城
址
、
郡
役
所
の
写

真
が
掲
載
さ
れ
、
藤
島
が

こ
の
地
域
の
中
心
地
で
あ

っ
た
歴
史
を
象
徴
し
て
い

ま
す
。

（
藤
島
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ

ン
点
灯
式
に
出
演
・
こ
り

．

）

す
保
育
園
の
園
児

３
日

2024年 月 日11 10

第 号１４７０
編 集 発 行

日本共産党藤島支部

生活相談所
加藤鉱一（宝徳）

℡0235-64-3941
携帯090-8929-4221
「 」ＨＰは 藤島 加藤鉱一

と検索で入力を。

発行経費にカンパをお
願いしています。民報
配布者にご連絡下さい

（月２００円程度）
11月 18人 4,380円
10月 34人 23,220円

藤
島
Ｌ
Ｃ
結
成

周
年
記
念
式
典

50

記
念
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
３
事
業

ふ
る
さ
と
賛
歌

鈴
木
重
雄(

八
色
木)

村
の
思
い
出
。
豊
女

ば
あ
さ
ん
の
こ
と

豊
女
ば
あ
さ
ん
は
、
鈴

と

よ

め

木
伝
五
右
ヱ
門
家
の
お
人

で
あ
る
。

道
路
沿
い
に
小
川
が
流

れ
、
橋
を
渡
る
と
一
間
位

の
間
口
が
店
で
、
そ
こ
で。

せ
ん
べ
い
を
焼
い
て
い
た

粳
米
を

分
位
水
に
浸

う
る
ち

20

し
、
乾
燥
さ
せ
て
、
石
臼

い
し
う
す

で
粉
に
す
る
。

蒸
し
て
餅
に
し
、
薄
く

延
ば
し
て
、
丸
い
型
に
切

り
抜
き
、
１
枚
１
枚
天
日

に
乾
か
す
。

専
用
の
鋏
に
は
さ
み
、

は
さ
み

七
輪
の
上
で
１
枚
ず
つ
焼

し
ち
り
ん

い
て
、
膨
れ
て
く
る
と
鍋

ふ
く

な
べ。

の
蓋
で
平
ら
に
押
さ
え
る

ふ
たそ

う
す
る
と
、
団
扇
の

う

ち

わ

よ
う
な
薄
く
丸
い
セ
ン
ベ

イ
が
出
来
上
が
る
。

セ
ン
ベ
イ
と
言
わ
ず
、。

お
茶
菓
子
と
言
っ
て
い
た

子
ど
も
の
離
乳
食
に
も

使
わ
れ
、
芳
ば
し
い
香
り

こ
う

を
嗅
ぎ
な
が
ら
、
子
ど
も

か

た
ち
は
焼
き
上
が
る
の
を

待
っ
て
い
た
。

豊
女
ば
あ
さ
ん
は
、
こ

の
セ
ン
ベ
イ
作
り
は
横
山

で
習
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

村
人
た
ち
は
、
お
茶
菓

子
屋
と
呼
ん
で
い
た
。

豊
女
ば
あ
さ
ん
は
、
働

き
者
で
、
針
仕
事
は
も
ち

ろ
ん
、
手
先
も
器
用
で
、

読
書
好
き
な
人
で
、
人
の

面
倒
見
も
良
く
、
み
ん
な

に
好
か
れ
て
い
た
。

小
学
校
の
同
級
会
も
90、

歳
ま
で
続
け
た
と
言
っ
て

米
寿
の
同
級
会
３
人
の
写

真
を
見
せ
て
く
れ
た
。

、

藤
島
上
町
の
生
ま
れ
で

小
学
校
を
卒
業
す
る
と
、

同
じ
町
の
西
川
速
水
家
名
（

に
し
か
わ
は

や

み

誉
町
民
）
に
、
子
守
奉
公

に
出
た
。

奉
公
先
の
奥
様
か
ら
裁

縫
を
習
い
、
本
も
読
ま
せ

て
も
ら
っ
た
。
お
陰
で
他、

人
の
も
の
ま
で
縫
え
た
し

本
も
好
き
に
な
っ
た
と
感

謝
し
て
い
た
。

山
形
県
読
売
会
が
毎
月

日
に
発
行
す
る
『
ヨ
ミ

10ウ
リ
ウ
エ
イ
』

号
（
２

14

０
０
１
年
１
月

日
）
の

10

１
面
に
、
鈴
木
豊
女
さ
ん

（
１
０
４
歳
）
が
掲
載
さ

れ
た
。

「

・

・

世
紀
と

19

20

21

３
世
紀
を
ま
た
ぎ
、
１
０、

０
歳
を
越
え
て
今
も
な
お

闊
達
に
豊
か
な
日
々
を
積

か
つ
た
つ

み
重
ね
る
」
と
見
出
し
に

。

あ
っ
た
。

苦
労
を
苦
と
し
な
い
豊

女
ば
あ
さ
ん
は
、
１
０
６

歳
で
天
寿
を
全
う
し
た
。（ ）自室の本棚の前で ヨミウリウエイ2001/1/10



岩
波
書
店
か
ら
最
新
刊

『
ル
ポ
学
校
が
つ
ま
ら
な

い
公
立
小
学
校
の
崩
壊
』

が
、

月
９
日
出
版
さ
れ

11

ま
し
た
。

そ
の
第
３
章
で
「
小
中

、

一
貫
校
化
の
弊
害
」
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

小
学
校
の
最
高
学
年
が

４
年
生
と
さ
れ
、
５
年
生

以
降
は

早
期
教
育

が

〝

〟

実
施
さ
れ
る
。

小
学
校
教
員
が
中
学
ス

タ
イ
ル
に
組
み
込
ま
れ
る

、

。

た
め
負
担
が
重
く
な
る

、

都
内
の
教
員
の
間
で
は

小
中
一
貫
校
へ
の
異
動
が

「
島
送
り
「
服
役
中
」
と

」

揶
揄
さ
れ
る
。

や

ゆ

、

小
中
一
貫
校
の
増
加
は

自
治
体
の
財
政
問
題
に
よ。

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
等
々

決
定
す
る
前
に
、
も
っ

と
調
べ
る
べ
き
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。

天
気
に
皆
さ
ん
元
気
。
こ

の
時
間
の
滝
。
陽
が
さ
し

て
い
な
い
か
ら
か
、
紅
葉

が
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
な
～

と
話
し
て
い
た
ら
、
地
元

「
田
麦
」
の
名
前
の
入
っ

た
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
お
じ
さ

ん
が
話
し
て
く
れ
た
。
紅

葉
は
例
年
よ
り
一
週
間
以

上
の
遅
れ
と
の
事
。
新
し

い
道
が
出
来
て
こ
っ
ち
に、

車
が
こ
な
く
な
っ
て
か
ら

こ
ん
な
い
い
滝
が
あ
る
事

は
若
い
人
は
知
ら
な
い
だ

ろ
う
と
の
事
で
し
た
。

▲
俺
は
、
名
前
は
知
っ
て

い
た
が
、
初
め
て
見
た
ん

。

、

だ
か
の
俳
句
の
女
性
は

俳
句
の
仲
間
と
何
回
も
来

て
い
る
と
の
事
。
彼
女
の

他
は
皆
初
め
て
、
か
ナ
。

「

」

▲
多
層
民
家
旧
遠
藤
家

は
大
き
く
豪
華
な
構
え
な

ん
だ
が
、
昔
見
た
時
よ
り。

寂
し
く
感
じ
た
ん
だ
っ
け

山
形
県
有
形
文
化
財
の
指

定
を
受
け
て
い
る
か
ら
、

財
政
が
豊
か
な
ら
、
姿
が

こ
ん
な
に
寂
れ
て
は
い
な

い
だ
ろ
う
に
と
。
そ
ん
な

こ
と
を
思
い
な
が
ら
も
、

近
く
で
食
し
た
ソ
バ
の
う

ま
か
っ
た
こ
と
（
石
川
）

。

収
穫
を
超
え
る
こ
と
も
あ

る
。
水
が
乾
か
な
け
れ
ば

三
年
で
も
と
に
も
ど
る
。

し
か
し
、
こ
れ
が
利
益
に

な
る
こ
と
を
知
る
農
民
は

少
な
い
。

明
治
十
七
年(

一
八
八

四)

、
県
令
折
田
平
内
氏
が

県
内
を
廻
り
、
村
の
村
長

や
豪
農
を
集
め
自
分
の
考

え
を
話
し
た
。
馬
耕
は
費

用
を
省
く
方
法
で
あ
る
。

当
時
馬
耕
が
最
も
盛
ん
だ

っ
た
の
は
福
岡
県
で
、
こ

こ
に
及
ぶ
県
は
な
い
。
そ

れ
で
郡
毎
に
篤
農
の
者
二

人
を
選
ん
で
派
遣
し
学
ば

せ
よ
う
と
計
画
し
た
が
、

多
層
民
家
は

車
の
降
り
し
な
、

５
〝

７
５

だ
。

紅
葉
中

〟

〝

。

探
し
数
え
た

滝
七
つ
〟

こ
れ
に
、
滝
は
夏
の
季
語

だ
け
ど
な
～
と
応
え
た
女

性
は
、
俳
句
で
最
高
賞
を

何
度
も
頂
い
て
い
る
人
で

〝

〟

す
。
だ
か
ら
こ
れ

句
。

に
な
っ
て
い
な
い
の
か
も

▲
今
日
は
、
医
療
生
協
や

ま
が
た
藤
島
運
営
委
員
会

が
計
画
し
た
健
康
ウ
オ
ー

キ
ン
グ
で
、
朝
日
は
六
十

里
越
街
道
に
あ
る
「
七
つ

滝
と
あ
の
住
宅
」
を
見
に

来
て
い
た
の
で
す
。
９
時、

半
で
藤
島
体
育
館
を
出
て

信
号
機
の
あ
る
所
の
産
直、

で
ト
イ
レ
休
憩
を
と
る
と

も
う
土
産
を
買
い
始
め
た

人
も
。
朝
取
り
の
物
は
帰

り
に
は
無
く
な
っ
て
い
る

カ
モ
、
に
納
得
。

▲

人
の
参
加
申
し
込
み

14
も
、
あ
れ
こ
れ
の
都
合
で

運
転
手
を
入
れ
て

人
の

10

一
行
は
、
車
一
台
が
満
杯

だ
。
朝
か
ら
晴
れ
て
、
雨

が
入
る
予
報
は
な
か
っ
た

羽
前
国
東
田
川
郡
は
、

東
は
月
山
、
西
南
は
赤
川

を
越
え
る
一
定
の
地
域
、

北
は
最
上
川
で
限
ら
れ
た

地
域
で
あ
る
。

広
々
と
し
た
平
野
に
、

碁
石
を
置
い
た
よ
う
に
村

々
が
点
在
し
て
い
る
。

水
田
は
お
よ
そ
一
万
四

千
余
町
。
土
地
は
肥
え
て

農
民
は
豊
か
で
あ
る
。
昔

か
ら
農
法
は
水
田
に
の
み

依
存
し
、
他
の
耕
作
な
ど

は
考
え
な
か
っ
た
。
し
か

し
百
余
年
の
間
に
、
一
つ

か
二
つ
は
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
乾
田
は
収
穫
が

極
め
て
多
い
が
、
経
費
が

応
募
す
る
農
民
は
な
く
、

計
画
は
廃
止
に
な
っ
た
。

明
治
二
十
四
年
東
田
川

郡
長
相
良
守
典
氏
は
、
こ

の
最
初
の
計
画
を
引
継
ご

う
と
し
、
言
う
に
は
、
近

年
国
の
費
用
が
多
く
な
っ

た
が
、
米
の
利
益
は
増
え

な
い
。
今
日
、
馬
耕
で
乾

田
の
利
益
に
頼
ら
な
け
れ

ば
、
百
年
後
の
民
は
ど
う

な
る
の
か
。
と
諸
村
長
や

豪
農
と
相
談
し
、
稲
作
教

師
を
役
所
で
招
く
こ
と
に

し
た
。

、

農
商
務
省
に
お
願
い
し

島
野
嘉
作
君
を
稲
作
改
良

教
師
に
任
命
し
た
。
彼
は

、

、

早
速
郡
を
三
区
に
分
け

区
に
実
習
田
を
つ
く
り
、

子
弟
に
教
え
、
自
ら
も
犂

を
押
し
馬
を
御
し
、
顔
を

泥
だ
ら
け
に
し
、
背
中
を

露
わ
に
し
て
寒
暑
も
辞
さ

ず
、
種
籾
選
定
、
除
草
、

堆
肥
、
駆
虫
の
こ
と
な
ど

農
業
の
全
て
に
つ
い
て
教

え
た
。

そ
れ
で
も
農
民
は
信
ぜ

ず
、
お
互
い
激
し
い
議
論

を
し
て
言
う
に
は
、
南
国

の
農
法
を
北
の
風
土
の
違

う
土
地
で
も
し
よ
う
と
す

る
こ
と
は
、
無
知
の
類
も

甚
だ
し
い
。
急
に
実
施
す

れ
ば
、
全
郡
は
草
が
生
え

荒
地
と
な
る
だ
ろ
う
と
非

難
が
郡
中
に
起
っ
た
。

島
野
氏
は
こ
れ
を
聞
い

て
笑
っ
て
言
っ
た
。
十
年

も
経
た
な
け
れ
ば
、
私
の

言
う
こ
と
は
信
じ
ら
れ
な

小
・
中
両
方
の
免
許
を
持
つ
教

師
を
確
保
で
き
ま
す
か
？

疑問12義
務
教
育
学
校
で
は
、

教
員
の
免
許
は
、
小
・
中

の
両
方
を
併
有
す
る
の
が

原
則
と
さ
れ
、
当
分
の
間

は
経
過
措
置
と
し
て
、
ど

ち
ら
か
を
持
っ
て
い
れ
ば

よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

小
・
中
で
は
、
教
員
の

免
許
が
違
い
ま
す
。

子
ど
も
の
発
達
段
階
の

違
い
で
、
小
学
校
は
幅
広

い
科
目
を
総
合
的
に
指
導

す
る
必
要
が
あ
り
、
学
級

担
任
制
で
す
。

中
学
校
で
は
教
育
内
容

が
専
門
的
に
な
り
、
教
科

担
任
制
で
す
。

小
・
中
両
方
の
免
許
を

併
有
す
る
教
師
を
、
確
保

で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

決
定
す
る
前
に
、
も
っ
と
調
べ

る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

疑問13東
田
川
史
跡
物
語

稲
作
改
良
碑
⑫

現
代
文
１

青
山

崇

い
と
思
え
。
耳
も
か
さ
ず

一
層
励
ん
だ
。

西
南
諸
国
は
、
土
地
が

狭
く
人
が
多
く
、
わ
ず
か

の
土
地
も
耕
作
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
一
年
に
二

度
耕
作
し
て
も
食
に
困
る

状
況
だ
。
農
民
は
悩
み
苦

心
し
、
さ
ま
ざ
ま
考
え
、。

栽
培
法
や
理
論
を
考
え
た

。

東
北
は
そ
う
で
は
な
い

、

土
地
は
広
く
人
は
少
な
く

ゆ
っ
た
り
と
耕
作
し
て
も

一
年
の
食
を
穫
る
こ
と
が

で
き
る
。
だ
か
ら
旧
習
を

固
守
し
、
新
法
を
好
ま
な

い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ

る
（

）

。
つ
づ
く

小
中
一
貫
校(

義
務
教
育
学
校)

へ
の
疑
問
⑥
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