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広報
山県

大豆油を含む植物油を使用した
インキで印刷されています。

記
後
集
編

　

今
月
は
、
山
県
を
旅
し
よ
う
を
テ
ー
マ
に
カ

ラ
ー
ペ
ー
ジ
を
増
や
し
た
夏
の
特
別
号
で
す
。
特

集
で
は
観
光
担
当
が
作
成
し
た
カ
レ
ン
ダ
ー
の
写

真
を
中
心
に
山
県
市
内
の
絶
景
を
紹
介
し
ま
し

た
。
普
段
見
慣
れ
た
景
色
で
も
、
カ
メ
ラ
の
フ
ァ

イ
ン
ダ
ー
を
通
し
た
景
色
は
別
世
界
の
よ
う
に
見

え
ま
す
。こ
ん
な
素
晴
ら
し
い
写
真
が
撮
れ
た
ら
、

き
っ
と
も
っ
と
違
う
山
県
を
発
見
で
き
る
ん
だ
ろ

う
な
ぁ
。
も
っ
と
写
真
の
腕
を
磨
き
、
皆
さ
ん
に

山
県
を
再
発
見
し
て
も
ら
え
る
よ
う
頑
張
り
ま

す
。�

（
Y
）

　
紅
白
歌
手
の
三
山
ひ
ろ
し
さ
ん
が
山
県
市
ふ
る

さ
と
大
使
に
就
任
し
ま
し
た
。
就
任
式
で
、
三
山

さ
ん
が
山
県
と
の「
縁
」を
口
に
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
美
山
と
三
山
が
同
じ
読
み
方
と
い
う「
縁
」も

あ
り
ま
す
が
、
人
と
人
と
の「
縁
」を
非
常
に
大
切

に
さ
れ
て
い
る
な
と
強
く
感
じ
ま
し
た
。
前
の
職

場
の
上
司
が
、
仕
事
を
す
る
う
え
で
お
客
様
と
の

「
縁
」を
大
切
に
し
な
さ
い
と
よ
く
言
っ
て
い
ま
し

た
。
ど
の
職
場
で
も
大
切
に
す
る
こ
と
は
変
わ
り

ま
せ
ん
。
頂
い
た「
縁
」を
意
気
に
感
じ
て
、
仕
事

に
取
り
組
ん
で
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。�

（
S
）

谷合精霊送りの様子

市
無
形
民
俗
文
化
財
調
査
報
告
書
は
、
市
内
の
小
中
学
校
、
図

書
館
、
中
央
公
民
館
、
地
区
公
民
館
に
備
え
て
あ
り
ま
す
。

■
実
施
日　
8
月
24
日

■
実
施
場
所　
天あ
ま

鷹た
か

神
社
→
谷
合
集
落
→
前
橋
→
善ぜ

ん
導ど

う
寺

■
実
施
主
体　
谷
合
地
区
1
〜
7
区
、
13
区
の
自
治
会

市
内
に
は
、
先
人
が
築
き
、
大
切
に
守
っ
て
き
た
伝
統
的
な
祭
り
や
民
俗
芸

能
な
ど
の
無
形
民
俗
文
化
財
が
多
数
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
地
域

の
宝
で
あ
る
民
俗
芸
能
や
行
事
に
つ
い
て
、「
岐
阜
県
山
県
市
無
形
民
俗
文

化
財
調
査
報
告
書
」か
ら
紹
介
し
ま
す
。

問
生
涯
学
習
課
文
化
財
調
査
室　
℡
32-

9
0
0
8

山
県
市
の

祭
り
と
民
俗
芸
能

　　 連　載 　　

谷
合
の
精し
ょ
う

霊ろ
う
送
り（
美
山
地
域
　
谷
合
）
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【
行
事
の
次
第
】

　
午
後
7
時
、
太
鼓
や
鉦か
ね

を
担
当
す
る
小
中
学
生
と
谷
合
太
鼓
保
存
会
の
会

員
を
先
頭
に
、
天
鷹
神
社
か
ら
精
霊
送
り
の
行
列
が
出
発
し
ま
す
。
道
中
で

は
太
鼓
と
鉦
の
送
り
拍
子
に
合
わ
せ
、
保
存
会
の
会
員
が「
や
い
や
い
ぼ
う

（
や
ー
や
ー
ぼ
ー
）よ
、
い
っ
さ
い
し
ょ
う
ろ
の
お
ん
く
り
や
い（
お
ん
た
ち

や
）」と
大
声
で
囃は
や

し
ま
す
。
集
落
の
家
々
で
は
、
笹
竹
の
先
端
部
を
斜
め
に

切
り
落
と
し
、下
の
方
の
枝
を
打
ち
払
っ
た
長
さ
約
2
メ
ー
ト
ル
の
も
の
に
、

紅
白
の
縦
縞じ
ま

の
提ち

ょ
う

灯ち
ん

を
一
つ
付
け
、
多
数
の
和
紙
の
切
子
や
線
香
を
こ
よ
り

で
枝
に
吊つ
る

し
た
精
霊
竹
を
持
っ
て
行
列
の
到
着
を
待
ち
、
次
々
と
合
流
し
て

い
き
ま
す
。

　
行
列
は
終
点
の
善
導
寺
に
向
か
い
、
太
鼓
と
鉦
の
送
り
拍
子
は
前
橋
の
手

前
で
終
わ
り
ま
す
。
集
落
の
人
々
は
、
善
導
寺
の
住
職
が
読
経
す
る
中
、
精

霊
竹
を
善
導
寺
の
脇
の
空
き
地
に
納
め
ま
す
。精
霊
竹
に
は
火
が
付
け
ら
れ
、

燃
え
上
が
る
中
へ
次
々
と
投
げ
込
ま
れ
、
最
後
の
人
が
納
め
る
ま
で
読
経
が

続
け
ら
れ
ま
す
。

【
行
事
の
由
来
】

　
8
月
15
日
の
川
送
り
で
家
ご
と
に
先
祖
を
来
世
へ
と
送
り
ま
す
が
、
中
に

は
行
き
遅
れ
た
先
祖
も
い
る
た
め
、
24
日
の
盆
の
終
わ
り
に
全
て
来
世
へ
返

す
た
め
に
、
こ
の
行
事
を
行
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

【
行
事
の
変
遷
】

　
数
年
前
ま
で
は
、
行
列
は
前
橋
が
終
着
点
で
あ

り
、
到
着
す
る
と
精
霊
竹
の
提
灯
の
火
を
提
灯
に

移
し
て
燃
や
し
、
葛
原
川
へ
竹
ご
と
投
げ
入
れ
て

い
ま
し
た
。
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