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村
の
景
観
と
歴
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・
人
物(
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峠
を
越
え
た
人
た
ち
⑤

 

雪
の
峠
越
え
・
悲
話 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

渡 

辺 

伸 

栄 

  

ラ
ッ
セ
ル
と
か
ん
じ
き 

 

雪
山
の
登
山
で
、
積
も
っ
た
雪
を
か
き
分
け
て
進
む

こ
と
を
ラ
ッ
セ
ル
と
言
い
ま
す
。
や
わ
ら
か
い
雪
に
足

が
沈
む
の
を
防
ぐ
た
め
、
た
い
て
い
は
、
か
ん
じ
き
を

履
き
ま
す
。 

 

無
垢
の
雪
原
を
進
む
の
は
、
じ
つ
に
気
持
ち
の
よ
い

も
の
で
す
が
、
何
せ
、
か
な
り
の
体
力
を
消
耗
し
ま
す
。

そ
れ
で
、
数
人
で
縦
一
列
に
な
り
、
先
頭
を
適
時
交
代

し
な
が
ら
進
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

先
頭
を
交
代
し
た
人
は
、
隊
列
の
最
後
尾
に
回
り
ま

す
。
四
番
手
く
ら
い
に
な
れ
ば
、
前
の
三
人
が
踏
み
つ

け
て
く
れ
た
道
が
出
来
、
楽
々
歩
行
で
す
。
先
頭
で
消

耗
し
た
分
を
回
復
さ
せ
な
が
ら
、
次
の
先
頭
番
に
備
え

ま
す
。 

 

こ
れ
を
順
繰
り
順
繰
り
に
繰
り
返
し
て
消
耗
を
最

小
限
に
抑
え
る
の
が
、
効
率
の
よ
い
雪
中
歩
行
と
い
う

わ
け
で
す
。 

 

私
た
ち
阿
賀
北
山
岳
会
の
登
山
で
は
、
い
つ
も
安
久

さ
ん
が
均
等
に
タ
イ
ム
を
計
っ
て
先
頭
交
代
の
合
図

を
出
し
て
く
れ
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
自
分
の
と
き
は
、

な
ぜ
か
交
代
時
間
が
長
い
よ
う
な
気
が
す
る
か
ら
不

思
議
で
す
。 

 

大
勢
人
数
が
い
て
、
横
隊
を
組
ん
で
交
代
ラ
ッ
セ
ル

を
す
れ
ば
、
そ
の
後
ろ
に 

は
立
派
な
雪
の
舗
装
道
路 

が
出
来
上
が
り
、
そ
り
を 

引
く
こ
と
も
可
能
に
な
り 

ま
す
。
八
甲
田
で
遭
難
し 

た
旧
陸
軍
の
青
森
連
隊
も
、 

そ
の
よ
う
に
し
て
雪
原
を 

行
軍
し
て
い
た
と
い
い
ま 

す
。 

雪
中
の
峠
越
え 

 

十
三
峠
時
代
の
積
雪
期
通
行
も
、
同
じ
よ
う
に
雪
踏

み
の
方
式
で
行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。 

 

物
流
の
主
役
だ
っ
た
牛
馬
は
雪
中
歩
行
が
で
き
ず
、

も
っ
ぱ
ら
人
力
頼
み
。
荷
物
は
背
に
負
っ
て
運
ぶ
と
し

て
、
道
付
け
の
雪
踏
み
人
夫
が
必
要
で
す
。 

 

隣
の
小
国
町
に
は
、
江
戸
時
代
、
米
沢
藩
の
出
張
所

が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
本
来
は
小
国
城
な
の
で
す
が
、

幕
府
の
一
国
一
城
令
で
城
と
は
呼
べ
ず
、
御
役
屋
と
呼

ん
で
い
た
そ
う
で
す
。
そ
こ
の
ト
ッ
プ
は
御
役
屋
将
で

す
。
実
質
は
小
国
城
代
で
、
江
戸
時
代
の
早
い
頃
に
は

上
関
城
主
の
末
裔
・
三
潴
左
近
助
も
小
国
城
代
で
し
た
。 

 

御
役
屋
将
は
、
毎
年
初
、
本
社
で
あ
る
米
沢
城
へ
年

賀
の
挨
拶
に
伺
う
の
で
す
が
、
真
冬
の
峠
越
え
、
と
り

わ
け
標
高
の
高
い
宇
津
峠
越
え
は
大
変
で
す
。 

 

荷
物
の
運
搬
と
雪
踏
み
道
付
け
の
た
め
、
人
夫
が
毎

回
八
百
人
必
要
だ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
そ
う
で

す
。
そ
れ
は
全
て
街
道
沿
線
村
々
か
ら
の
徴
発
で
す
。

あ
ま
り
に
大
変
で
、
安
永
七
年(

一
七
七
八
年)

か
ら
、

御
役
屋
将
の
年
賀
挨
拶
は
廃
止
に
な
っ
た
と
い
い
ま

す
。（
出
典
は
小
国
町
発
行
「
小
国
の
交
通
」、
以
下
同

じ
） 

 

と
は
い
え
、
冬
季
の
物
流
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、

荷
物
の
運
搬
と
雪
踏
み
道
付
け
の
人
夫
は
欠
か
せ
ま

せ
ん
。
小
さ
な
宿
場
で
三
十
人
、
小
国
町
で
百
人
、
宇

津
峠
を
か
か
え
た
手
ノ
子
の
宿
場
で
は
百
五
十
人
の

人
夫
を
出
し
た
と
い
う
記
録
も
あ
る
そ
う
で
す
。 
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明
治
に
な
っ
て
、
宇
津 

峠
越
え
の
新
道
が
作
ら
れ 

た
後
も
、
雪
踏
み
作
業
の 

た
め
に
、
峠
の
麓
に
刑
務 

所
の
出
張
所
を
置
き
、
そ 

こ
の
囚
人
を
使
役
し
た
と 

い
う
こ
と
で
す
。 

 

雪
の
大
里
峠
越
え
悲
話 

 

雪
山
の
通
行
で
最
も
怖
い
の
は
雪
崩
で
す
。 

 

私
た
ち
も
、
表
層
雪
崩
の
跡
を
通
っ
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
し
、
全
層
雪
崩
の
す
さ
ま
じ
い
音
も
何
度
か
聞
い

て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
君
子
危
う
き
に
近
寄
ら
ず
で
、

地
形
と
積
雪
状
況
に
は
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
注
意
し
て

き
ま
し
た
。 

 

峠
越
え
の
人
た
ち
も
、
十
分
注
意
し
て
い
た
の
で
し

ょ
う
が
、
悲
し
い
記
録
も
残
っ
て
い
ま
す
。 

 

大
里
峠
を
越
え
て
玉
川
の
集
落
に
近
づ
い
た
辺
り

の
道
の
端
に
、
凶
霊
供
養
塔
と
刻
ま
れ
た
小
さ
な
石
碑

が
立
っ
て
い
ま
す
。 

 

天
明
元
年(

一
七
八
一
年)

十
二
月
二
十
二
日
、
大
里

峠
を
越
え
て
玉
川
に
向
か
う
雪
中
歩
行
の
二
十
六
名

を
表
層
雪
崩
が
襲
撃
。
十
六
名
が
直
撃
さ
れ
て
九
名
死

亡
、
七
名
救
助
蘇
生
と
い
う
大
事
故
が
発
生
し
て
い
ま

す
。 

 

一
行
の
中
に
「
六
部
」
と
い
う
諸
国
巡
礼
の
旅
人
が

い
ま
し
た
。
こ
の
人
物
が
病
気
に
な
り
、
何
と
し
て
も

米
沢
ま
で
行
き
た
い
と
い
う
の
で
、
沼
村
で
人
足
を
二

十
一
人
出
し
て
も
ら
い
、
六
部
は
そ
り
に
乗
せ
て
も
ら

っ
て
峠
越
え
を
し
た
の
だ
そ
う
で
す
。
あ
と
の
四
人
は

た
ま
た
ま
の
同
行
者
だ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
中
に
は
、

上
関
村
の
助
次
郎
と
い
う
人
も
い
て
、
こ
の
人
は
救
助

さ
れ
蘇
生
し
た
そ
う
で
す
。 

 

死
亡
者
は
、
当
の
六
部
と
沼
か
ら
の
人
夫
七
名
、
同

行
の
商
人
一
名
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
れ
か
ら
七
十
三
年
後
の
嘉
永
七
年(

一
八
五
四
年)

十
二
月
十
七
日
に
、
同
じ
場
所
で
雪
崩
事
故
が
発
生
。

地
元
の
家
に
は
悲
し
い
言
い
伝
え
が
あ
る
と
い
い
ま

す
。 

 

そ
の
家
の
嫁
が
、
秋
の
休
み
に
な
っ
て
実
家
の
あ
る

荒
島(

旧
荒
川
町)

に
い
た
の
で
す
が
、
正
月
も
近
い
と

い
う
の
で
夫
が
迎
え
に
行
っ
た
、
そ
の
帰
り
道
の
こ
と
。

夫
は
ラ
ッ
セ
ル
で
道
付
け
、
後
ろ
を
や
や
遅
れ
て
歩
い

て
い
た
嫁
と
七
歳
の
子
ど
も
が
雪
崩
に
巻
き
込
ま
れ

て
落
命
。
何
と
も
悲
惨
な
話
で
す
。 

 

あ
の
凶
霊
供
養
塔
は
、
こ
の
二
つ
の
事
故
の
犠
牲
者

を
慰
霊
し
た
も
の
と
の
こ
と
。
雪
山
の
雪
崩
ほ
ど
怖
い

も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

（
嘉
永
七
年
は
、
十
一
月 

二
十
七
日
に
改
元
し
て
安 

政
元
年
で
す
が
、
原
典
の 

ま
ま
表
記
し
て
あ
り
ま
す
。） 

  

米
坂
線
の
雪
崩
大
事
故 

 

鉄
道
で
も
大
事
故
が
発
生
し
て
い
ま
す
。 

 

昭
和
十
五
年(

一
九
四
〇
年)

三
月
五
日
、
小
国
駅
を

出
て
坂
町
駅
に
向
か
っ
て
い
た
鉄
道
列
車
が
、
旧
玉
川

駅
の
手
前
で
雪
崩
の
た
め
鉄
橋
か
ら
転
落
、
十
六
名
死

亡
三
十
名
負
傷
の
大
事
故
。
現
場
近
く
に
は
、
殉
難
碑

と
書
か
れ
た
大
き
な
慰
霊
塔
が
立
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
事
故
の
時
、「
各
家
に
あ
る
味
噌
を
供
出
し
ろ
」

と
い
う
指
示
が
来
て
、
担
げ
る
だ
け
担
い
で
駅
ま
で
運

ん
だ
と
い
う
話
を
母
か
ら
聞
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。 

 

や
け
ど
の
負
傷
者
が
多
く
出
て
、
そ
の
治
療
に
大
量

の
味
噌
が
必
要
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
今
調
べ
て
み
る
と
、

ス
ト
ー
ブ
の
火
の
延
焼
説
や
積
荷
の
硫
黄
合
剤
の
爆

発
説
な
ど
が
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

 

幼
児
の
私
が
湯
た
ん
ぽ
で
足
を
低
温
や
け
ど
し
た

と
き
、
母
が
味
噌
を
塗
っ
て
く
れ
て
、
こ
ん
な
話
を
し

て
く
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

名
の
あ
る
人
も
な 

い
人
も
、
歴
史
に
登 

場
す
る
人
々
は
す
べ 

て
霞
の
彼
方
。
現
世 

に
居
る
者
は
、
せ
め 

て
、
仏
壇
の
前
で
手 

を
合
わ
せ
、
般
若
心 

経
を
唱
え
る
こ
と
し 

か
で
き
ま
せ
ん
。
五 

蘊
は
皆
、
空
で
す
。 
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民
具
が
語
る
生
活
史 

民
具
㉑
庚
申
講
の
掛
け
軸
② 

 
先
回
に
引
き
続
き
庚
申
講
の
掛
け
軸
に
つ
い
て
で

す
。
有
磯
周
斎(

あ
り
い
そ
し
ゅ
う
さ
い)

の
掛
け
軸
に

は
、
青
面
金
剛
（
し
ょ
う
め
ん
こ
ん
ご
う
）
の
他
に
も

さ
ま
ざ
ま
な
物
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

正
面
右
上
に
は
日
、
左
上
に
は
月
。
青
面
金
剛
は
足

元
に
邪
鬼(

じ
ゃ
き)
を
踏
み
つ
け
、
そ
の
六
臂(

六
本

の
腕)

で
法
輪
・
弓
・
矢
・
剣
・
錫
杖
・
シ
ョ
ケ
ラ
（
半

裸
の
女
性
、
悪
さ
を
し
な
い
よ
う
に
髪
を
捕
ま
れ
て
い

る
）
を
持
っ
て
い
ま
す
。
両
側
に
は
童
子
。
邪
鬼
の
下

方
に
は
雌
雄
の
鶏
が
描
か
れ
ま
す
。
こ
ち
ら
は
徹
夜
す

る
庚
申
講
と
夜
明
け
を
告
げ
る
鳥
の
関
係
か
ら
で
す
。 

鶏
の
下
に
は
「
見
ざ
る
言
わ
ざ
る
聞
か
ざ
る
」
の
三
猿
。

こ
ち
ら
は
先
回
触
れ
た
よ
う
に
、
申(

さ
る)

と
の
関
わ

り
で
す
。
そ
の
両
脇
に
は
鬼
が
い
ま
す
。 

            

以
上
、
掛
け
軸
を
詳
し
く
見
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で

は
、
各
地
に
見
ら
れ
る
庚
申
塔(

こ
う
し
ん
と
う)

と
は

ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
。 

庚
申
信
仰
は
江
戸
時
代
に
盛
ん
に
な
り
、
長
寿
か
ら

商
売
繁
盛
、
豊
作
、
大
漁
な
ど
、
ご
利
益
は
拡
大
解
釈

さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
各
地
の
村
に
「
庚
申
待

(

こ
う
し
ん
ま
ち)

」
を
す
る
グ
ル
ー
プ
、「
庚
申
講
」
が

で
き
ま
し
た
。
講
の
成
員
は
、
庚
申
講
の
晩
に
農
作
業

や
日
々
の
様
々
な
こ
と
を
話
し
合
う
の
が
楽
し
み
の

ひ
と
つ
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

庚
申
信
仰
に
よ
る
功
徳
を
願
う
た
め
に
建
て
ら
れ

た
の
が
「
庚
申
塔
」
で
す
。
庚
申
待
を
３
年
間
連
続
し

て
行
っ
た
と
き
、
ま
た
庚
申
の
年
に
造
立
さ
れ
ま
し
た
。

多
く
が
石
塔
で
、「
庚
申
」・「
庚
申
塔
」
と
い
う
文
字
や

青
面
金
剛
な
ど
が
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。 

            

庚
申
塔
は
そ
の
多
く
が
集
落
の
入
口
や
は
ず
れ
に

あ
り
ま
す
。
中
に
は
、
街
道
沿
い
に
道
標
を
兼
ね
て
建

つ
も
の
も
あ
り
ま
す
。
疫
病(

え
き
び
ょ
う)

を
防
ぐ
道

祖
神
と
同
一
視
さ
れ
、
塞
神(

さ
い
の
か
み)

と
し
て
村

境
に
築
か
れ
る
こ
と
も
多
く
、
そ
ち
ら
は
猿
田
彦
命

(

道
案
内
の
神)

と
の
関
係
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

庚
申
信
仰
は
、
夜
寝
て
は
い
け
な
い
、
精
進
潔
斎
に

勤
め
よ
等
の
制
約
に
も
関
わ
ら
ず
、
全
国
的
に
広
ま
り

ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
夜
に
み
ん
な
で
集
ま
り
、
語
ら
う

こ
と
の
楽
し
さ
に
価
値
を
見
出
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
、
と
の
分
析
も
あ
り
ま
す
。 

様
々
な
願
い
を
叶
え
て
く
れ
る
庚
申
様
。
祖
母
は
お

寺
の
入
口
に
あ
る
集
落
の
庚
申
塔
を
「
お
こ
し
り
さ
ま
」

と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
い
ず
れ
の
と
き
か
、
霧
出
川
の

渡
渉
地
か
ら
移
し
た
も
の
で
す
。
い
ま
で
も
お
賽
銭
が

あ
が
り
、
祈
る
人
の
姿
が
見
ら
れ
ま
す
。(

田
村
舞
子) 

☆
先
日
、
秋
の
美
術
館
巡
り
で
鶴
岡
市
の
風
間
家
住
宅
を

見
学
し
ま
し
た
。
こ
ち
ら
は
村
上
市
の
宮
川
屋(

風
間
家)

係
累
の
方
の
住
宅
で
す
。
床
の
間
の
狆
潜
り(

ち
ん
く
ぐ

り)

は
、
上
座
敷
を
有
磯
周
亭(

し
ゅ
う
て
い)

が
、
釈
迦
堂

を
稲
垣
八
良
が
手
掛
け
た
そ
う
で
す
。
周
亭
は
周
斎
の
孫

に
あ
た
り
、
稲
垣
八
郎
は
八
郎
兵
衛
家
の
方
で
す
。
有
磯

周
斎
は
も
と
は
稲
垣
家
の
一
員
で
、
藩
主
か
ら
有
磯
の
名

字
を
拝
命
し
ま
し
た
。
鶴
岡
市
で
の
思
わ
ぬ
出
会
い
に
驚

き
ま
し
た
。 

参
考
文
献
福
田
ア
ジ
オ
他
編
１
９
９
９
『
日
本
民
俗
大
辞

典
・
上
』
吉
川
弘
文
館 
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方
言
一
考
・
と
ろ
っ
ぺ
つ 

こ
れ
も
独
特
な
言
葉
で
、
知
ら
な
い
人
に
は
推
測
で
き

そ
う
も
な
い
意
味
を
持
つ
方
言
で
あ
る
。「
い
つ
も
・
始

終
・
ず
っ
と
」
を
強
め
た
「
の
べ
つ
幕
無
し
に
」
と
い
う

意
味
で
、
こ
れ
を
日
常
的
に
使
う
と
す
れ
ば
、
村
民
と
し

て
は
か
な
り
の
ベ
テ
ラ
ン
、
年
長
の
域
に
あ
る
。
宮
城
で

も
似
た
言
葉
が
あ
る
そ
う
だ
し
、
関
東
で
は
「
と
ろ
っ
ぴ
」

と
か
「
と
ろ
ぴ
ー
」
と
い
う
言
葉
が
残
っ
て
い
て
意
味
は

同
じ
だ
。
古
語
で
は
「
と
ろ
っ
ぴ
ょ
う
」
と
い
う
言
葉
が

あ
っ
て
、
や
は
り
「
い
つ
も
・
始
終
」
と
い
う
意
味
で
使

わ
れ
て
い
た
。「
と
ろ
」
が
「
頻
度
が
高
い
」
と
い
う
意
味

を
表
す
の
か
も
し
れ
な
い
。 

夫
人
か
ら
解
放
さ
れ
る
間
が
唯
一
ス
ト
レ
ス
の
無
い

時
間
で
あ
る
の
か
、
冬
に
な
っ
て
も
様
々
な
仕
事
を
作
っ

て
お
野
立
公
園
に
通
う
Ｋ
氏
に
当
て
は
め
れ
ば
「
と
ろ
っ

ぺ
つ
公
園
で
な
ん
か
し
て
る
」
と
な
る
。
庭
木
の
移
植
、

剪
定
、
雪
囲
い
と
余
念
な
い
の
で
あ
る
。「
こ
れ
ぐ
ら
い
の

木
で
あ
れ
ば
世
話
の
し
甲
斐
も
あ
る
が
・
・
」
と
、
主
夫

兼
運
転
手
は
時
々
思
う
。
今
や
巨
木
と
な
り
、
伸
び
放
題

の
枝
葉
に
成
す
術
も
無
く
、
た
だ
そ
の
樹
下
を
右
往
左
往

す
る
自
分
を
顧
み
る
よ
う
だ
。 

今
夏
小
生
は
二
つ
の
キ
レ
ッ
ト
を
越
え
て
白
馬
か
ら

鹿
島
槍
ま
で
ひ
と
り
縦
走
し
た
が
、
彼
も
若
い
頃
に
そ
こ

を
歩
い
た
と
言
う
。
と
ろ
っ
ぺ
つ
山
ば
か
り
行
っ
て
い
た

時
期
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
彼
に
も
私
に
も
人
生
の
キ
レ
ッ

ト
越
え
は
尽
き
な
い
が
、
そ
の
愚
直
さ
で
歩
く
し
か
な
い
。 

モ
ノ
言
う
も
の
・
米
坂
線
開
通
の
新
聞
記
事 

米
沢
か
ら
坂
町
に
至
る
鉄
道
の
構
想
は
明
治
の
頃
か

ら
あ
っ
た
が
、
山
間
僻
地
で
取
り
残
さ
れ
、
大
正
年
間
に

な
っ
て
か
ら
関
谷
村
長
渡
辺
三
左
衛
門
が
中
心
と
な
り

運
動
を
展
開
し
た
。
し
か
し
関
東
大
震
災
や
世
界
的
恐
慌

も
あ
っ
て
計
画
は
進
ま
ず
、
よ
う
や
く
坂
町
と
越
後
下
関

間
が
開
通
し
た
の
は
昭
和
六
年
の
八
月
で
あ
っ
た
。
当
時

の
新
聞
は
「
汽
笛
一
声
」「
汽
車
は
動
く
」「
米
坂
西
線 

坂

町
下
関
間 

き
ょ
う
歓
び
の
開
業
」
と
見
出
し
を
う
っ
て

大
き
く
伝
え
て
い
る
。 

    

  

(

字
が
小
さ
い
の
で
見
出
し
の
部
分
の
み
の
写
真) 

こ
の
当
時
の
女
川
、
関
谷
村
の
交
通
、
運
送
手
段
は
主

に
自
転
車
、
牛
馬
車
、
リ
ヤ
カ
ー
等
で
、
自
動
車
は
数
え

る
ほ
ど
し
か
な
か
っ
た
か
ら
、
鉄
道
は
画
期
的
な
変
化
を

齎
し
た
。
ま
た
、
農
村
は
米
価
と
繭
価
の
下
落
で
困
窮
し
、

国
際
的
に
は
満
州
事
変
に
よ
り
国
際
連
盟
か
ら
の
脱
退
、

不
況
を
背
景
に
軍
部
が
台
頭
す
る
と
い
う
暗
い
時
代
で

も
あ
っ
た
。
そ
し
て
二
・
二
六
事
件
が
起
こ
っ
た
同
じ
年

の
昭
和
十
一
年
の
八
月
に
米
坂
線
が
全
通
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
鉄
道
が
そ
の
後
ど
れ
だ
け
の
希
望
を
運
ん
だ
か

は
今
の
時
代
に
は
想
像
で
き
な
い
。(

上
記
と
も
安
久) 

歴
史
館
行
事
の
報
告 

〇
出
土
品
解
説
会 

10
月

14
日(

土)

、
調
査
員
の
齊
藤
準
さ
ん(

教
育
課)

に
よ
る
関

川
村
で
出
土
し
た
遺
物
の
解
説
会
。
参
加
者
の
み
な
さ
ん

に
は
間
近
で
出
土
品
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
！ 

〇

歴
史
講
座 

佐
藤
忠
良
さ
ん
を
講
師
に
お
迎
え
し
９
月
・

10
月
・
11
月
の
計
３
回
開
講
し
ま
し
た
。
関
川
村
の
歴
史

を
学
び
ま
し
た
。 

〇
秋
の
美
術
館
巡
り 

10
月
21
日

(

土)

致
道
博
物
館
と
風
間
家
住
宅
、
参
加
者
19
名
・
11
月

11
日(

土)

山
寺
と
慈
恩
寺
、
参
加
者
20
名
。
錦
秋
の
出
羽

路
を
楽
し
ん
で
き
ま
し
た
。 

〇
秋
の
古
道
歩
き
「
出
羽

街
道
・
大
沢
峠
」
11
月
５
日(

日)

、
参
加
者
16
名
で
、
大

沢
・
大
毎
・
北
中
を
歩
き
ま
し
た
。
ガ
イ
ド
さ
ん
の
案
内

で
、
芭
蕉
に
思
い
を
馳
せ
る
秋
の
日
を
過
ご
し
ま
し
た
。

〇
古
文
書
解
読
講
座(

10
月
～
12
月)

 

江
戸
時
代
の
村

の
暮
ら
し
を
古
文
書
か
ら
学
ん
で
い
ま
す
！ 

〇
歴
史

講
演
会 

10
月
26
日(

木)

、
講
師
田
村
舞
子
、「
渡
邉
家

と
米
沢
藩
」。 

 
 

ご
参
加
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！ 

お
知
ら
せ 

〇
村
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
「
新
春
書
き
初
め
作
品
展
」
会
期:

１

月
４
日(

木)

～
１
月
28
日(

日)

、
月
曜
休
館
・
月
曜
祝
日

の
場
合
は
翌
火
曜
休
館
、
観
覧
無
料
。
〇
山
と
花
の
ス
ラ

イ
ド
解
説
会 

１
月
21
日(

日)

、
13
時
半
か
ら
当
館
映

像
ホ
ー
ル
に
て
、
参
加
無
料
、
要
申
込
。
よ
い
お
年
を
☆ 

い
わ
か
が
み 
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