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　今月号の表紙は「熊野古道大辺路逢坂峠　大乗妙典塔です」
です。
　逢坂峠の頂上部には、大乗妙典塔が２基、墓石が１基建てら
れています。大乗妙典とは一般的に法華経（妙法蓮華経）のこ
とを意味し、大乗妙典塔の下には法華経の文字の書かれた小石
が収められています。熊野古道はこの石塔群沿いに通っていた
と思われますが、道路の造成にともなって既になくなっており、
石塔群に行くには稲村崎の先端に向かう舗装路に架けられた稲
村橋のたもとから入ることになります。

表紙文化財紹介表紙文化財紹介

熊野古道大辺路
逢坂峠「大乗妙典塔」
熊野古道大辺路
逢坂峠「大乗妙典塔」
町指定文化財町指定文化財 記念物（史跡）記念物（史跡）

平成21年3月30日指定平成21年3月30日指定
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公民館報くしもと　第94号　

青
少
年
の
ネ
ッ
ト
ト
ラ
ブ
ル
に
関
す
る
相

談
に
対
応
し
ま
す
！

　

近
年
、Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
起
因
す
る
犯
罪
被
害

児
童
は
急
増
し
て
お
り
、
ネ
ッ
ト
上
で
の

さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
と
を
絶
ち
ま

せ
ん
。

　

和
歌
山
県
で
は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ

ン
ト
を
使
っ
た
県
内
青
少
年
の
た
め
の

ネ
ッ
ト
ト
ラ
ブ
ル
専
用
相
談
窓
口
を
開
設

し
、
ネ
ッ
ト
上
で
の
ト
ラ
ブ
ル
解
決
に
向

け
た
技
術
的
な
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
ま
す
。

　

青
少
年
に
関
す
る
問
題
で
あ
れ
ば
、
ご

家
族
か
ら
の
相
談
に
も
対
応
い
た
し
ま
す
。

　

当
相
談
窓
口
は
、Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
プ
リ
を

使
用
し
て
い
る
た
め
、
一
般
的
な
電
話
相

談
や
メ
ー
ル
相
談
と
は
違
い
、
問
題
投
稿

そ
の
も
の
を
ス
ク
リ
ー
ン
シ
ョ
ッ
ト
等
で

添
付
し
て
相
談
で
き
る
な
ど
ス
ム
ー
ズ
な

対
応
が
可
能
で
利
用
し
や
す
く
な
っ
て
い

ま
す
。

　

万
が
一
、
お
子
様
が
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き

込
ま
れ
た
際
、
子
供
達
の
異
変
に
気
付
き
、

ま
た
、
相
談
に
の
っ
て
あ
げ
る
事
が
出
来

る
の
は
保
護
者
の
皆
様
で
す
。

　

ネ
ッ
ト
の
知
識
が
乏
し
く
て
も
、
不
安

に
な
る
こ
と
な
く
向
き
合
え
る
よ
う
、
ま

ず
は
、
友
達
登
録
を
し
て
お
い
て
く
だ
さ

い
。
登
録
は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
プ
リ
を
起
動
し
、

左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
る
だ
け
で
す
。

　

町
教
育
委
員
会
、
町
子
ど
も
会
連
絡
協
議
会
主
催
に
よ
る
令
和
２
年
度
串
本
町
小
中

学
生
ポ
ッ
プ
コ
ン
ク
ー
ル
が
開
催
さ
れ
、
８
月
３
日
か
ら
21
日
ま
で
の
期
間
に
応
募
の

あ
っ
た
計
２
８
６
点
の
作
品
を
審
査
し
、
各
部
門
の
最
優
秀
賞
１
点
、
優
秀
賞
６
点
が

決
定
し
ま
し
た
。
入
賞
作
品
は
図
書
館
に
展
示
し
て
い
ま
す
の
で
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
す
。

 【
小
学
生
の
部
】
応
募
総
数
87
点
（
４
年
16
点
、
５
年
53
点
、
６
年
18
点
）

　

最
優
秀
賞　

潮
岬
小
５
年　
　

瀬　

一
馬

　

６
年
優
秀
賞　

西
向
小
６
年　

雑
賀　
　

望

　
　
　
　
　
　
　

西
向
小
６
年　

藪
根　

龍
青

　

５
年
優
秀
賞　

西
向
小
５
年　

小
堀　

純
之
介

　
　
　
　
　
　
　

西
向
小
５
年　

西
﨑　

夢
人

　

４
年
優
秀
賞　

橋
杭
小
４
年　

田
村　

愛
心

　
　
　
　
　
　
　

串
本
西
小
４
年　

大
地　

軍
馬

 【
中
学
生
の
部
】
応
募
総
数
199
点
（
１
年
69
点
、
２
年
55
点
、
３
年
75
点
）

　

最
優
秀
賞　

潮
岬
中
１
年　

松
原　

琴
音

　

優　

秀　

賞　

串
本
中
２
年　

藤
野　
　

遥

　
　
　
　
　
　
　

潮
岬
中
１
年　

岡
地　

叶
穏

　
　
　
　
　
　
　

潮
岬
中
３
年　

赤
松　
　

華

　
　
　
　
　
　
　

潮
岬
中
３
年　

館
山　

璃
音

　
　
　
　
　
　
　

西
向
中
３
年　

岡
野　

明
音

　
　
　
　
　
　
　

西
向
中
３
年　

東　
　

彩
夏

小学生の部　最優秀賞中学生の部　最優秀賞

わ
か
や
ま
　
　
　
　
　
　
　  

相
談
窓
口
の
ご
紹
介

ネ
ッ
ト
ト
ラ
ブ
ル

ネ
ッ
ト
ト
ラ
ブ
ル

ネ
ッ
ト
ト
ラ
ブ
ル

令
和
２
年
度　

串
本
町
小
・
中
学
生
ポ
ッ
プ
コ
ン
ク
ー
ル

受
賞
作
品
決
定

受
賞
作
品
決
定

　公民館報くしもと　第94号

　

９
月
30
日（
水
）町
総
合
運
動
公
園
ゲ
ー

ト
ボ
ー
ル
場
に
お
い
て
第
16
回
串
本
町

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
の
た
め
、大
会
参
加
前
に
検
温
、チ
ェ
ッ

ク
シ
ー
ト
に
よ
る
問
診
を
実
施
し
、ま
た
、

開
会
式
、
表
彰
式
は
省
略
す
る
な
ど
、
感

染
対
策
を
徹
底
し
た
う
え
で
開
催
さ
れ
た

こ
の
大
会
に
は
、
６
チ
ー
ム
31
名
の
方
が

参
加
さ
れ
、
リ
ー
グ
戦
方
式
で
競
い
合
い

ま
し
た
。

　

予
定
よ
り
４
ヶ
月
延
期
し
て
の
開
催
と

な
り
ま
し
た
が
、
青
空
の
下
で
楽
し
く
プ

レ
ー
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

町
俳
句
大
会
が
中
止
と
な
っ
た
代
わ
り

に
、
公
民
館
本
館
俳
句
講
座
受
講
生
の

方
々
に
季
節
の
句
を
詠
ん
で
い
た
だ
き
ま

し
た
の
で
紹
介
し
ま
す
。

高
野
槙
抱
へ
て
墓
参
秋
彼
岸

峪　

郁
子

生
き
残
り
友
一
人
な
く
秋
に
入
る

笠
島　

美
千
代

手
順
よ
く
今
日
一
日
の
冬
支
度木

皮　

慧
子

藁
を
手
に
稲
を
束
ね
る
小
学
生峰

山　

藤
枝

鰯
雲
東
へ
西
に
い
ろ
は
坂

山
本　

夏
美

秋
蝶
や
今
日
の
散
歩
の
友
と
な
り

吉
原　

美
恵
子

青
蜜
柑
白
波
立
つ
る
熊
野
灘

今
井　

悦
子

敬
老
日
お
も
ひ
も
か
け
ぬ
喜
寿
祝

中
山　

和
代

灯
を
消
せ
ば
厨
の
隅
で
ち
ち
ろ
鳴
く

木
田　

豊
美

古
き
家
開
け
っ
放
し
て
秋
の
風

田
中　

な
な
ゑ

林
立
の
彼
岸
花
咲
き
土
手
を
染
む

矢
本　

美
子

花
芙
蓉
鏡
に
写
る
美
容
院

横
溝　

和
代

九
十
才
の
夜
長
の
日
記
見
て
み
た
し

平
間　

弥
生

明
日
は
明
日
夜
寒
の
床
の
独
り
言

岡
田　

三
惠

子
供
園
お
休
み
タ
イ
ム
赤
蜻
蛉　和

田　

竹
司

降
る
星
の
重
き
に
よ
ろ
り
酔
漢
が

赤
松　

徳
二

優勝　和深Ｂチーム準優勝　目津チーム３位　和深Ａチーム

　

次
の
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予
防
の
観
点

か
ら
中
止
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

　

何
と
ぞ
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　

○
歩
こ
う
会

　

○
ふ
れ
あ
い
い
き
い
き
ま
つ
り

　

○
町
こ
ど
も
会
ク
リ
ス
マ
ス
会

　

○
串
本
ナ
ン
タ
ン
ク
ロ
ス
カ
ン
ト

リ
ー
大
会

　

○
串
本
ナ
ン
タ
ン
ジ
ュ
ニ
ア
マ
ラ
ソ

ン
記
録
会

　

○
サ
ン
・
ナ
ン
タ
ン
串
本
ゲ
ー
ト
ボ
ー

ル
大
会

　

○
本
州
最
南
端
串
本
グ
ラ
ウ
ン
ド
・

ゴ
ル
フ
交
歓
大
会

串
本
町
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会

串
本
町
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会

串
本
町
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会

串
本
町
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会

イ
ベ
ン
ト
の
中
止
に
つ
い
て

第16回第16回

串
本
公
民
館
俳
句
講
座

十
月
作
品
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左
の
写
真
は
昭
和
63
年
７
月
発
行
の
公

民
館
報
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
写
真
で
す
。

「
ふ
か
ら
く

の
通
り
穴
」

と
し
て
紹
介

さ
れ
て
い
る

こ
の
奇
岩
は
、

田
並
の
民
話

「
狼
の
恩
返

し
」
の
舞
台

に
な
っ
て
い

る
大
岩
で
す
。

普
段
人
目
に
触
れ
る
こ
と
の
少
な
い
場
所

に
あ
る
た
め
、
知
ら
な
い
方
も
多
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

奇
岩
の
多
い
町
内
で
も
珍
し
い
形
を
し

た
こ
の
大
岩
で
す
が
、
写
真
か
ら
約
30
年

が
経
ち
、
通
り
穴
上
部
が
随
分
と
細
く

な
っ
て
い
る

よ
う
に
見
え

ま
す
。
記
事

に
も
書
か
れ

て
い
る
よ
う

に
こ
の
姿
が

見
ら
れ
な
く

な
る
日
は
そ

う
遠
く
な
い

の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

狼
の
恩
返
し

　

百
年
余
の
昔
、
山
本
家
に
荘
蔵
と
い
う

人
が
い
た
。
大
岩
の
磯
へ
夜
釣
り
に
い
く

の
を
常
と
し
て
い
た
が
、
あ
る
夜
、
い
つ

も
の
磯
で
例
の
通
り
夜
釣
り
を
し
て
い
る

と
、
一
匹
の
狼
が
口
を
あ
け
て
向
か
っ
て

来
た
。
荘
蔵
は
驚
い
た
が
逃
げ
る
の
も
無

駄
と
悟
っ
た
の
で
突
っ
立
っ
て
い
る
と
、

狼
は
口
を
あ
け
た
ま
ま
す
り
寄
っ
て
何
か

を
訴
え
る
様
子
で
あ
る
。
口
の
中
を
覗
い

て
み
る
と
、
大
き
な
骨
を
つ
き
さ
し
て
い

る
の
で
、
荘
蔵
は
手
に
手
拭
い
を
ま
き
つ

け
て
狼
の
口
の
中
に
突
っ
込
み
、
そ
の
骨

を
抜
き
取
っ
て
や
っ
た
。
狼
は
嬉
し
そ
う

に
帰
っ
て
行
っ
た
が
、
そ
の
後
も
度
々
彼

が
夜
釣
り
す
る
側
に
来
て
い
た
と
云
う
。

　

或
る
夜
も
例
の
よ
う
に
釣
り
糸
を
た
れ

て
い
る
と
見
る
見
る
う
ち
に
西
の
空
が

曇
っ
て
き
た
。
と
件
の
狼
が
ど
こ
か
ら
か

馳
せ
来
た
り
荘
蔵
の
袖
を
咥
え
て
し
き
り

に
引
っ
張
る
。
彼
は
怪
し
み
な
が
ら
引
っ

張
ら
れ
る
が
ま
ま
行
く
と
、
や
が
て
岩
窟

の
下
に
連
れ
て
行
き
、
そ
こ
に
臥
せ
し
め

て
狼
は
そ
の
上
に
伏
し
か
ば
う
よ
う
に
す

る
。
や
が
て
突
如
と
し
て
台
風
が
襲
来
し

た
。

　

風
が
止
ん
で
み
る
と
、
も
と
釣
り
し
て

い
た
辺
り
の
岩
な
ど
幾
つ
か
に
割
れ
崩
れ
、

嵐
の
後
の
波
が
月
に
白
く
狂
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　

串
本
町
民
話
伝
説
集
よ
り

 　

次
の
民
話
は
高
富
の
民
話
で
す
。

　

東
雨
の
地
蔵
様
と
地
名

　

お
大
師
様
が
此
処
迄
来
ら
れ
、
土
地
名

物
の
北
東
風
雨
に
降
り
こ
め
ら
れ
て
橋
の

下
で
雨
を
さ
け
ら
れ
た
時
に
、
あ
ら
ら
ぎ

の
木
で
刻
ま
れ
た
の
が
今
に
残
る
地
蔵
様

で
す
。
昔
か
ら
安
産
の
地
蔵
と
し
て
妊
婦

の
人
々
が
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
程
御
参
り

し
、
其
の
御
利
益
を
頂
い
た
も
の
で
す
。

　

東
雨
に
あ
わ
れ
た
と
い
う
の
が
地
名
に

な
っ
て
「
東
雨
」
即
ち
「
あ
ず
ま
あ
め
」

が
あ
ず
ま
め
と
転
じ
て
「
あ
ず
ま
め
」
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

串
本
町
民
話
伝
説
集
よ
り

　

こ
の
弘
法
大
師
が
製
作
し
た
と
伝
わ
る

子
安
地
蔵
は
、
高
富
の
海
門
庵
に
本
尊
と

し
て
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
庵
は
、

現
在
は
串
本
に

あ
る
無
量
寺
の

創
建
庵
で
あ
る

と
い
わ
れ
、
元
々

は
高
富
東
雨
地

区
の
地
蔵
谷
と

呼
ば
れ
る
谷
を

奥
に
入
っ
た
場

所
に
あ
り
ま
し
た
。
小
さ
な
庵
で
し
た
。

堅
固
な
石
積
み
の
囲
い
と
タ
ブ
ノ
キ
の
巨

木
が
出
迎
え
て
く
れ
る
小
さ
な
庵
で
し
た
。

昔
は
東
雨
地
区
に
多
く
の
人
が
集
ま
り
住

ん
で
い
て
、
そ
の
他
の
地
に
は
人
は
住
ん

で
い
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

海
門
庵
は
、
代
々

高
富
区
民
に
よ
っ
て

毎
月
24
日
を
命
日
と

し
て
世
話
さ
れ
て
き

ま
し
た
が
、
山
奥
に

あ
る
こ
と
や
区
民
の

高
齢
化
、
建
物
の
老

朽
化
な
ど
が
相
ま
っ

て
改
築
保
存
が
古
く

か
ら
懇
願
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
願
い

が
叶
い
、
海
門
庵
は

同
じ
高
富
地
区
に
あ

る
光
明
寺
の
一
角
に
移
転
す
る
こ
と
が
決

定
し
、
令
和
元
年
12
月
か
ら
、
子
安
地
蔵

は
新
し
く
な
っ
た
海
門
庵
に
祀
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

図
書
館
は
、
串
本
小
学
校
近
く
の
建
物

か
ら
町
地
域
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
へ
移

転
し
、
10
月
１
日
か
ら
業
務
を
再
開
し
て

い
ま
す
。
皆
様
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
開
館
時
間
】

　

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で

【
休
館
日
】

　

毎
週
月
曜
日
・
祝
日
・
年
末
年
始

整
理
日
（
毎
月
末
、
そ
の
日
が
月
曜
の
場

合
は
翌
日
）

【
お
問
合
せ
先
】

　

☎
０
７
３
５
―
６
２
―
４
６
５
３

　

毎
年
、
文
化
の
日
を
中
心
と
し
た
２
週

間
は
読
書
週
間
で
す
。

　

図
書
館
は
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
記
念
に
約
170

冊
の
本
を
新
規
購
入
し
ま
し
た
。
こ
の
機

会
に
、
暮
ら
し
の
な
か
に
本
と
触
れ
あ
う

時
間
を
取
り
入
れ
て
み
ま
せ
ん
か
？

「
大
人
の
た
め
の
お
は
な
し
会
」

　

図
書
館
で
11
月
７
日（
土
）
10
時
30
分

か
ら
開
催
し
ま
す
。

　

読
書
の
秋
、
ゆ
っ
た
り
と
お
は
な
し
や

よ
み
き
か
せ
を
楽
し
ん
で
み
ま
せ
ん
か
？

活
字
で
読
む
の
と
は
、
ま
た
違
っ
た
物
語

の
世
界
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
事
前
の
申
込
は
不
要
で
す
。
ど
う

ぞ
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

昭和48年にも区民
の努力によって浄財
を募り庫裏が再建さ
れたようである。

子安地蔵は建物内に安置さ
れている。脇の地蔵も同じ
く海門庵から移設された。

受付奥の部屋に一般図書・郷土
資料コーナーを配置しています。

センター入口近くに受付窓口が
あります。受付横のパソコンで
蔵書検索が行えます。

1階ロビーは児童書コーナーです。
畳の間でゆっくりと本をお楽し
みください。

　
【
一
般
図
書
】



湯
け
む
り
食
事
処　

ヒ
ソ
ッ
プ
亭

秋
川　

滝
美



濵
地
健
三
郎
の
幽
た
る
事
件
簿

有
栖
川　

有
栖



女
は
爪
で
美
人
に
な
る嶋

田　

美
津
惠



50
代
か
ら
の
人
間
関
係

水
島　

広
子



感
染
症
専
門
医
が
普
段
や
っ
て
い
る

　

感
染
症
自
衛
マ
ニ
ュ
ア
ル佐

藤　

昭
裕

ほ
か

　
【
児
童
書
】



り
ん
ご　

だ
ん
め
ん
図
鑑わた

な
べ
ま
こ



ぼ
く
は
く
る
ま
、
み
ん
な
も
く
る
ま

高
橋　

祐
次



七
不
思
議
神
社
②　

森
に
消
え
た
宝

緑
川　

聖
司

ほ
か

旧海門庵

移転した海門庵

民
話
に
ま
つ
わ
る
名
所
紹
介

民
話
に
ま
つ
わ
る
名
所
紹
介

現在の様子

「海門庵改築保存に関する趣意書」

図
書
館
か
ら
お
知
ら
せ

図
書
館
か
ら
お
知
ら
せ

図
書
館
か
ら
お
知
ら
せ

図
書
館
か
ら
お
知
ら
せ

新
着
図
書
の
紹
介



公民館報くしもと　第94号　

　子供・若者は、親族の家族にとっても、社会にとっても、大きな可能性を秘めたかけがえのない
存在です。しかし、ひきこもり、不登校、少年非行、いじめ、児童虐待、児童ポルノや児童売春な
ど社会全体で取り組まなければならない問題が多数あります。これらの問題の解
決には、行政や各種団体が連携協力するとともに、地域全体で支えていく社会を
築くことが重要です。
　11月は「子供・若者育成支援強調月間」としてさまざまな行事や広報活動など
が行われます。この機会に、子供・若者の育成支援について、一人一人が自らの
問題として、家庭や学校はもちろん職場や地域社会などでも考えてみませんか？

　

文
化
の
秋
、
ス
ポ
ー
ツ
の
秋
、
芸
術
の

秋
な
ど
い
ろ
い
ろ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

秋
は
学
び
の
季
節
で
す
。

　

公
民
館
で
は
、
町
民
の
皆
様
の
生
き
が

い
や
学
ん
だ
こ
と
を
地
域
に
活
か
せ
る
生

涯
学
習
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

本
館
で
は
、
９
月
か
ら
10
月
に
か
け
て

陶
芸
教
室
、
エ
コ
ク
ラ
フ
ト
教
室
、
手
芸

教
室
の
３
つ
の
講
座
を
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
た
め
定
員
を
少
な

く
し
て
開
講
し
ま
し
た
。
エ
コ
ク
ラ
フ
ト

教
室
、
手
芸
教
室
は
本
館
で
は
初
め
て
の

講
座
だ
っ
た
た
め
、
多
く
の
方
か
ら
受
講

の
希
望
が
あ
り
ま
し
た
。

　

緊
急
事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ
て
か
ら
約

５
ヶ
月
が
経
ち
、
文
化
セ
ン
タ
ー
を
利
用

さ
れ
て
い
る
団
体
も
活
動
を
再
開
し
つ
つ

あ
り
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
警
戒
を
続
け
る
必

要
が
あ
り
ま
す
が
、
少
し
ず
つ
可
能
な
範

囲
で
公
民
館
活
動
の
場
を
広
げ
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

陶
芸
教
室
は
、
毎
年
受
講
希
望
者
が
多

い
教
室
な
の
で
、
一
度
の
受
講
者
が
多
く

な
ら
な
い
よ
う
に
二
つ
の
日
程
に
わ
け
て

開
講
し
ま
し
た
。

　

講
師
は
竹
田
秀
代
先
生
で
、
お
椀
や
お

皿
、
小
物
な
ど
皆
思
い
思
い
の
作
品
を
制

作
し
て
い
ま
し
た
。

　

な
お
、
完
成
し
た
作
品
は
11
月
開
催
の

町
民
総
合
展
に
出
展
す
る
予
定
で
す
。

　

手
芸
教
室
は
、
講
師
の
東
加
代
子
先
生

に
、
和
布
等
を
使
っ
た
小
物
・
か
ば
ん
・

人
形
等
の
作
り
方
を
教
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

１
月
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
物
の
制
作
に
挑

戦
し
て
い
き
ま
す
。

　

エ
コ
ク
ラ
フ
ト
教
室
で
は
、
講
師
の
前

田
厚
子
先
生
に
教
わ
り
な
が
ら
、
全
３
回

の
講
座
で
エ
コ
ク
ラ
フ
ト
バ
ッ
グ
を
完
成

さ
せ
ま
し
た
。

公
民
館
本
館
講
座

公
民
館
本
館
講
座

陶 

芸 

教 

室

陶 

芸 

教 

室

手 
芸 
教 

室

手 
芸 
教 

室

エ
コ
ク
ラ
フ
ト
教
室

エ
コ
ク
ラ
フ
ト
教
室

11月は11月は ですです「子供・若者育成支援強調月間」「子供・若者育成支援強調月間」

　公民館報くしもと　第94号

　

健
康
太
極
拳

　
「
太
極
拳
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
」

　

友
人
に
誘
わ
れ
、
興
味
本
位
で
教
室
を

見
学
し
た
の
が
今
か
ら
７
年
前
の
事
で
す
。

　

子
供
達
が
大
学
生
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ

が
地
方
で
の
生
活
を
始
め
て
、
子
育
て
も

ひ
と
段
落
し
た
時
で
し
た
。

　

太
極
拳
は
、
中
国
武
術
の
一
派
。
東
洋

哲
学
の
重
要
概
念
で
あ
る
太
極
思
想
を
取

り
入
れ
た
拳
法
で
す
。

　

ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
そ
し
て
日

本
で
も
ま
す
ま
す
愛
好
者
が
増
え
て
い
る

の
は
、
総
合
的
な
心
身
修
養
法
と
し
て
の

魅
力
が
大
き
い
か
ら
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

串
本
町
武
道
館
に
は
幅
広
い
年
齢
、
職

業
の
生
徒
が
集
ま
り
ま
す
。

　

中
国
の
伝
統
的
な
擦
弦
楽
器
の
一
種
で

あ
る
「
二
胡
」
の
美
し
い
音
楽
が
流
れ
る

中
で
「
八
段
錦
」「
24
式
太
極
拳
」
と
鍛

錬
が
進
ん
で
い
く
の
で
す
が
、
呼
吸
と
動

作
を
意
識
的
に
行
う
事
に
慣
れ
る
の
に
は

時
間
を
要
し
ま
し
た
。

　

休
憩
時
間
に
は
先
生
が
、
中
国
語
で
書

か
れ
た
掲
示
物
か
ら
、
人
生
の
教
訓
を
説

明
し
て
下
さ
い
ま
す
。

　

例
え
ば
「
謙
虚
は
人
を
進
歩
さ
せ
、
傲

慢
は
人
を
落
伍
さ
せ
る
」

　

中
国
の
長
い
歴
史
の
中
で
、
多
く
の
人

生
体
験
を
通
し
て
生
ま
れ
た
実
践
哲
学
の

ひ
と
つ
で
す
。
人
と
し
て
ど
う
あ
る
べ
き

か
、
学
び
の
時
間
で
も
あ
り
ま
す
。

　

教
室
の
仲
間
と
鍛
錬
を
重
ね
「
初
傳
、

中
傳
、
奥
傳
」
と
試
験
に
合
格
し
御
免
状

を
頂
き
ま
し
た
。

　

年
に
数
回
、
紀
南
地
域
の
教
室
の
方
々

と
の
交
流
が
あ
り
ま
す
。

　

本
州
最
南
端
、
潮
岬
望
楼
の
広
大
な
芝

生
か
ら
は
、
青
い
海
と
水
平
線
、
前
方
に

往
来
す
る
貨
物
船
が
見
え
ま
す
。
さ
わ
や

か
な
潮
風
を
浴
び
な
が
ら
演
舞
す
る
の
も

楽
し
い
事
で
す
。

　

地
元
の
新
聞
社
、
ロ
ー
カ
ル
放
送
局

（
Ｚ
Ｔ
Ｖ
）、Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
局
が
撮
影
に
来

ら
れ
ま
し
た
。

　

幅
広
い
年
代
の
生
徒
さ
ん
と
お
話
し
た

り
、
健
康
を
柱
に
心
と
体
を
健
や
か
に
保

つ
時
間
が
、
私
に
と
っ
て
は
至
福
の
時
で

す
。

 

千
代
紙
の
お
人
形

　

現
在
、
主
人
の
仕
事
で
串
本
町
に
住
ん

で
い
ま
す
。
今
か
ら
20
年
以
上
前
の
お
話

で
す
。
も
う
既
に
亡
く
な
っ
て
い
る
主
人

の
祖
母
の
妹
さ
ん
（
こ
こ
で
は
『
お
ば

様
』
と
称
し
ま
す
）
は
、
田
辺
市
中
屋
敷

町
で
生
活
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

御
近
所
に
は
南
方
熊
楠
と
い
う
菌
類
学

者
の
邸
宅
が
あ
り
、
幼
い
頃
は
熊
楠
氏
の

娘
さ
ん
と
ず
っ
と
遊
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。

　

お
ば
様
が
体
調
不
良
と
な
り
、
治
療
を

受
け
る
為
に
、
私
達
が
お
世
話
す
る
事
に

な
り
ま
し
た
。

　

白
内
障
で
手
術
を
し
、
視
力
低
下
も
あ

り
、
テ
レ
ビ
も
新
聞
も
制
限
さ
れ
た
生
活

で
し
た
の
で
、
ラ
ジ
オ
を
聴
く
事
が
唯
一

の
娯
楽
だ
っ
た
の
で
す
。
お
ば
様
の
傍
で

周
波
数
と
音
量
を
調
節
し
て
枕
元
に
置
く

の
が
私
の
日
課
と
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
は
高
速
道
路
が
出
来
て
い
ま
す
が
、

当
時
は
田
辺
か
ら
串
本
ま
で
の
道
は
幾
つ

も
の
岬
を
め
ぐ
り
ま
し
た
。
余
り
外
出
す

る
事
が
な
か
っ
た
お
ば
様
は
、
一
時
間
程

の
道
の
り
を
こ
と
の
外
喜
び
、
童
女
に
返

ら
れ
て
い
る
様
で
し
た
。

　

お
ば
様
が
生
前
、
ま
だ
幼
か
っ
た
娘
の

為
に
、
見
え
に
く
い
目
を
こ
ら
し
て
千
代

紙
で
お
人
形
を
幾
つ
も
作
っ
て
下
さ
い
ま

し
た
。

　

お
ば
様
の
お
心
づ
く
し
の
数
々
、
私
に

と
っ
て
は
大
切
な
物
で
す
。

　

ラ
ッ
キ
ー
ち
ゃ
ん
の
青
い
リ
ー
ド

　

我
が
犬
と
散
歩
し
て
い
た
途
中
、
ご
近

所
の
ガ
レ
ー
ジ
で
、
雑
種
犬
の
ラ
ッ
キ
ー

ち
ゃ
ん
が
日
向
ぼ
っ
こ
を
し
て
い
ま
し
た
。

ラ
ッ
キ
ー
ち
ゃ
ん
は
推
定
15
歳
位
で
す
。

山
の
中
を
さ
ま
よ
っ
て
い
た
と
こ
ろ
を
ご

主
人
が
保
護
し
て
大
切
に
育
て
て
お
ら
れ

ま
す
。
た
だ
現
在
は
下
半
身
が
麻
痺
し
、

介
護
生
活
と
な
り
、
一
日
中
ご
夫
婦
で
お

世
話
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
こ
の
リ
ー
ド
、
も
う
使
う
こ
と
が
な

い
か
ら
、
も
ら
っ
て
」
と
真
新
し
い
青
い

リ
ー
ド
を
頂
き
ま
し
た
。

絵
本
「
の
ら
犬　

ボ
ン
」
田
島
征
彦
著

（
2017
年
く
も
ん
出
版
）
で
は
、
動
物
愛
護

の
考
え
方
や
飼
い
方
に
つ
い
て
の
啓
発
を

改
め
て
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
す
。

　

動
物
と
正
し
く
付
き
合
い
、
責
任
を

持
っ
て
大
切
に
育
て
て
欲
し
い
と
思
い
ま

す
。

　

ラ
ッ
キ
ー
ち
ゃ
ん
の
青
い
リ
ー
ド
は
大

切
に
し
ま
す
。
少
し
で
も
長
生
き
し
て
く

だ
さ
い
ネ
。

　

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

阪
本　

良
子

灯
台
灯
台



公民館報くしもと　第94号　

　町内には、まだいくつかの戦争時の軍事施設跡や地下
壕などが残されています。
　町教育委員会では、これらの施設跡や空襲被害地を
「戦争遺跡」として保存し、戦争の怖さ・愚かさを語り
継ぐ史料とするために、平成23年度から戦争遺跡に標
柱を設置してきました。
　この度、町内戦争遺跡についての情報をまとめた冊子
を作成いたしました。この冊子では、標柱設置場所
16 ヶ所を地図や写真で解説するほか、町内の戦没者数
や空襲被害史等の情報をまとめています。
　希望される方には町文化センターにて配布しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

編集　串本町戦跡標柱設置検討委員会
　　　第五福竜丸建造の地平和の歴史展実行委員会
発行　串本町教育委員会
お問合せ先　串本町教育委員会社会教育グループ
            串本町串本２４２７番地　串本町文化センター内
　　　　　　TEL：０７３５－６２－０００６

編集　串本町戦跡標柱設置検討委員会
　　　第五福竜丸建造の地平和の歴史展実行委員会
発行　串本町教育委員会
お問合せ先　串本町教育委員会社会教育グループ
            串本町串本２４２７番地　串本町文化センター内
　　　　　　TEL：０７３５－６２－０００６

教
育
課
よ
り
お
知
ら
せ

冊子を配布しています冊子を配布しています「串本町の戦争遺跡」「串本町の戦争遺跡」

●串本町立体育館●串本町立体育館

○特別展示「太平洋戦争の記録展」○特別展示「太平洋戦争の記録展」

生花、工芸、俳画、俳句、
手芸、書、
各公民館出展コーナーほか

生花、工芸、俳画、俳句、
手芸、書、
各公民館出展コーナーほか

●串本町文化センター●串本町文化センター
写真、絵画写真、絵画

11月6日(金)～8日(日)
午前９時～午後４時３０分

主催　串本町・串本町教育委員会
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