
山
内
に
人
を
増
や
そ
う
！

　

山
内
小
学
校
の
３
・
４
年
生
は
、
総
合
的

な
学
習
の
時
間
に
「
山
内
の
発
展
に
貢
献
し

た
人
物
」
な
ど
に
焦
点
を
当
て
、「
人
に
や

さ
し
い
地
域　

山
内
」
の
歴
史
に
つ
い
て
学

ん
で
き
ま
し
た
。
10
月
か
ら
は
、
山
内
地
域

の
た
め
に
活
動
し
て
い
る
人
と
共
に
、「
山

内
に
人
を
増
や
そ
う
！
」
と
空
き
家
の
掃
除

や
地
域
の
Ｐ
Ｒ
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

「
山
内
て
ご
ぉ
し
隊
」
と
の
コ
ラ
ボ

　

山
内
地
域
で
空
き
家
の
片
付
け
活
動
を
行

い
、
地
域
の
空
き
家
と
移
住
希
望
者
の
橋
渡

し
を
し
て
い
る
「
山
内
て
ご
ぉ
し
隊
」
の
皆

さ
ん
と
一
緒
に
、
空
き
家
の
見
学
と
掃
除
を

行
い
ま
し
た
。
児
童
は
、「
す
て
き
な
空
き

家
だ
か
ら
人
に
住
ん
で
も
ら
い
た
い
」「
空

き
家
を
活
用
し
て
山
内
に
人
を
増
や
し
た

い
」「
自
分
た
ち
に
で
き
る
こ
と
を
も
っ
と

問
い
合
わ
せ

自
治
定
住
課
定
住
推
進
係

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
１
２
５
７

青空の下に広がる
真っ白いソバのじゅうたん

口和自治振興区の投稿

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、

人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
な
が
ら
、

自
発
的
な
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
む
皆
さ
ん
を

シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
ま
す
。

山内小学校
３・４年生の皆さん

＃
庄
原
が
好
き

や
り
た
い
」
な
ど
と
話
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
は
、
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
の
意
見
を
も

と
に
、
ど
の
よ
う
に
地
域
を
Ｐ
Ｒ
し
て
い
く

か
考
え
な
が
ら
、
た
く
さ
ん
の
空
き
家
を
掃

除
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
投
稿
募
集
中

「
＃
庄
原
が
好
き
」

で
投
稿
！

▲投稿を
チェック

このコーナーでは、
農業のちょっとしたこつを、
市の営農指導員から
お知らせします。
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問
い
合
わ
せ

農
業
振
興
課
農
業
振
興
係

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
１
１
３
１

　

気
温
が
下
が
る
に
つ
れ
て
、
旬
を
迎

え
る
白
菜
。
煮
て
も
サ
ラ
ダ
に
し
て
も

漬
け
物
に
し
て
も
お
い
し
い
白
菜
で
す

が
、
時
々
と
て
も
苦
く
感
じ
る
も
の
が

あ
り
ま
す
。

　

今
回
は
、
白
菜
が
苦
い
理
由
・
原
因

を
紹
介
し
ま
す
。

苦
み
を
感
じ
る
成
分

　

最
も
分
か
り
や
す
い
の
が
辛
み
と
苦

み
の
塊
、
カ
イ
ワ
レ
大
根
で
す
。

　

白
菜
や
カ
イ
ワ
レ
大
根
の
苦
み
は
、

害
虫
に
食
べ
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
苦
み
を
感
じ
る
成
分
は｢

イ
ソ

チ
オ
シ
ア
ネ
ー
ト｣

で
、
発
が
ん
性
物

質
の
解
毒
を
促
進
す
る
作
用
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
他
、
血
栓
を
で
き
に
く
く
す

る
作
用
が
あ
る
た
め
、
動
脈
硬
化
も
防

ぎ
ま
す
。

苦
い
理
由
・
原
因

★
先
祖
返
り

　

も
と
も
と
野
菜
の
原
種
は
、
人
間
に

と
っ
て
食
べ
や
す
い
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
食
べ
や
す

く
な
る
よ
う
に
、
何
度
も
品
種
改
良
を

営
農
指
導
員
の

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス

営
農
指
導
員　

若わ
か
や
ま山　
　

譲
ゆ
ず
る

繰
り
返
し
ま
す
。
そ
の
過
程
で
、
突
然

原
種
に
近
い
状
態
の
も
の
が
で
き
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
「
先

祖
返
り
」
で
す
。
先
祖
返
り
し
た
白
菜

は
、
成
長
す
る
と
苦
み
や
辛
み
な
ど
が

強
い
状
態
に
な
り
ま
す
。

　

苦
み
は
あ
り
ま
す
が
、
食
べ
て
も
問

題
あ
り
ま
せ
ん
。

★
育
っ
た
土
壌

　
「
窒
素
」
成
分
を
過
剰
に
含
む
土
で

育
つ
と
、
栄
養
分
が
偏
り
、
そ
れ
が
苦

み
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
白
菜
は
霜
が
降
る
こ
と
で
甘

味
が
増
し
、葉
も
柔
ら
か
く
な
り
ま
す
。

夏
や
、
冬
で
も
霜
が
少
な
い
場
合
、
苦

く
な
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
す
。

★
保
存
期
間

　

カ
ッ
ト
し
て
か
ら
時
間
が
経
過
す
る

と
苦
く
な
り
ま
す
。
カ
ッ
ト
し
た
断
面

が
空
気
に
触
れ
る
こ
と
で
、
酵
素
の
働

き
に
よ
り
苦
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

時
間
が
た
つ
ほ
ど
、
空
気
に
触
れ
る
時

間
が
長
く
な
り
、
苦
み
は
増
し
て
い
き

ま
す
。

　

た
だ
し
、
腐
っ
て
い
な
け
れ
ば
食
べ

て
も
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。

白
菜
が
苦
い
理
由
・
原
因
は
？
　

食
べ
て
も
よ
い
で
す
か
？
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