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■
成
田
為
三
を
顕
彰 

　
主
催
は
市
教
育
委
員
会
。「
浜
辺
の
歌
」

を
は
じ
め
、
優
れ
た
童
謡
な
ど
を
数
多
く

作
曲
し
、
日
本
を
代
表
す
る
作
曲
家
と
し

て
知
ら
れ
る
米
内
沢
出
身
の
成
田
為
三

（
１
８
９
３-

１
９
４
５
）
を
顕
彰
す
る

と
と
も
に
、
歌
声
の
あ
ふ
れ
る
活
気
あ
る

ま
ち
づ
く
り
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
開
催
さ
れ
て
い
る
音
楽
祭
で
す
。 

■
今
年
は
22
団
体
６
２
０
人
が
参
加 

 

今
年
の
音
楽
祭
に
は
、
園
児
か
ら
、
小

中
学
校
、
一
般
の
コ
ー
ラ
ス
グ
ル
ー
プ
な

ど
昨
年
を
上
回
る
22
団
体
が
参
加
、
約
６

２
０
人
が
出
演
し
ま
し
た
。 

　
第
１
部
に
は「
浜
辺
の
歌
キ
ッ
ズ
」「
コ
ー

ル
も
り
よ
し
」「
合
川
東
・
北
小
学
校
」
な

ど
12
団
体
10
グ
ル
ー
プ
、午
後
か
ら
は
、「
綴

子
小
学
校
」「
森
吉
中
学
校
」「
あ
か
し
や

合
唱
団
」な
ど
10
グ
ル
ー
プ
が
出
演
。各
グ

ル
ー
プ
は
、「
り
す
り
す
子
栗
鼠
」「
浜
辺
の

歌
」な
ど
為
三
が
作
曲
し
た
曲
を
含
め
、そ

れ
ぞ
れ
２
曲
か
ら
３
曲
を
発
表
し
ま
し
た
。 

　
１
・
２
年
生
が
出
演
し
た
前
田
小
学
校

は
、
２
曲
目
で
お
父
さ
ん
た
ち
の
ギ
タ
ー

伴
奏
に
合
わ
せ
て「
ま
た
会
え
る
日
ま
で
」

を
歌
い
、会
場
を
ア
ッ
ト･

ホ
ー
ム
な
ム
ー

ド
で
包
み
込
み
ま
し
た
。 

　
ま
た
、
指
揮
者
は
ほ
と
ん
ど
が
先
生
や

指
導
者
で
し
た
が
、
鷹
巣
南
中
学
校
は
生

徒
の
北
嶋
慶
一
君（
３
年
）が
務
め
、
男
女

51
人
が
心
を
一
つ
に
し
て「
浜
辺
の
歌
」と

「
大
地
讃
頌
」の
２
曲
を
歌
い
上
げ
ま
し
た
。 

■
歌
詞
に
思
い
を
込
め
て 

　
１
部
・
２
部
と
も
、大
館
市
花
岡
町
出
身

の
作
曲
家
・
橋
本
祥
路
氏
に
よ
る
講
評
が

行
わ
れ
ま
し
た
。第
１
部
で
は
、「
ど
の
グ
ル
ー

プ
の
発
表
も
歌
に
込
め
ら
れ
た
思
い
が
と

て
も
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
た
。ま
た
、ス
テ
ー

ジ
発
表
は
例
え
ば
伴
奏
は
ピ
ア
ノ
で
、
と

形
式
に
こ
だ
わ
る
こ
と
も
な
い
。
前
田
小

学
校
は
、
お
父
さ
ん
た
ち
の
ギ
タ
ー
伴
奏

で
歌
っ
た
が
、
両
親
と
一
緒
に
発
表
す
る

こ
と
も
音
楽
の
楽
し
み
方
の
一
つ
」
と
説

き
、ま
た
、「
か
つ
て『
思
い
出
』は『
思
ひ
出
』、

『
追
い
し
』は『
追
ひ
し
』な
ど
と
、は
っ
き

り
と
発
音
し
な
い『
い
』は『
ひ
』と
表
記
し

て
い
た
が
、
こ
れ
は
歌
詞
の
こ
と
ば
一
つ

に
も
気
持
ち
を
込
め
て
い
る
か
ら
。
歌
詞

に
込
め
ら
れ
た
思
い
を
意
識
し
な
が
ら
歌

う
と
よ
り
表
現
力
が
高
ま
る
」な
ど
と
、感

想
を
述
べ
て
い
ま
し
た
。 

　
２
部
の
講
評
の
あ
と
、
橋
本
氏
の
指
揮

で
出
演
者
全
員
が
会
場
の
お
客
さ
ん
と
一

緒
に
な
っ
て「
浜
辺
の
歌
」を
合
唱
し
、
歌

の
輪
を
広
げ
ま
し
た
。 

６
２
０
人
の
歌
声
響
く

６
２
０
人
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歌
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く
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▲「九戸の乱」と、この合戦を記した希少な

写本「奥州南部九戸軍記」を著した横渕・千

葉常左衛門について講演する阿部幹男氏 
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歌
声
の
あ
ふ
れ
る
ま
ち
を
め
ざ
し
て

第
２
回
浜
辺
の
歌
音
楽
祭

講
演
会
・
﹃
九
戸
の
乱
﹄
と
横
渕
・
千
葉
常
左
衛
門
を
語
る
﹂

じ
ょ
う
ざ
え
も
ん 

く
の
へ
ま
さ
ざ
ね 

み
き
お 

こ
う
ぞ 

地方史の謎に迫る～小猿部の歴史 第２回浜辺の歌音楽祭 

■
希
少
な
写
本
が
見
つ
か
る 

　
演
題
は
、「『
九
戸
の
乱
』
と
横
渕
・
千
葉

常
左
衛
門
を
語
る
」
。
講
師
に
は
、
岩
手

県
立
盲
学
校
副
校
長
で
地
方
史
研
究
家
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
阿
部
幹
男
氏
を
迎
え

ま
し
た
。 

　「
九
戸
の
乱｣

は
、
今
か
ら
約
４
０
０
年

前
、
豊
臣
秀
吉
の
天
下
統
一
後
、
北
東
北

を
舞
台
に
展
開
さ
れ
た
戦
国
時
代
の
終
わ

り
を
告
げ
る
大
合
戦
。
こ
の
合
戦
を
記
し

た
希
少
な
写
本「
奥
州
南
部
九
戸
軍
記
」が

盛
岡
市
で
平
成
７
年
に
見
つ
か
り
ま
し
た
。 

■
著
者
は
千
葉
家
11
代
常
左
衛
門 

　
阿
部
氏
ら
が
調
べ
た
と
こ
ろ
、
写
本
は

も
と
も
と
「
比
内
横
渕
の
千
葉
家
」
が
所

蔵
し
て
い
た
も
の
で
、
筆
者
は
第
11
代
の

千
葉
常
左
衛
門
と
わ
か
り
、
そ
の
経
緯
に

つ
い
て
の
研
究
が
始
ま
り
ま
し
た
。 

　
九
戸
の
乱
で
は
、
南
部
氏
と
対
立
し
た

九
戸
政
実
が
、
現
在
の
二
戸
市
に
所
在
し

た
九
戸
城
に
５
千
の
兵
と
と
も
に
篭
城
し

た
も
の
の
、
天
正
19
年（
１
５
９
１
年
）南

部
氏
の
要
請
で
秀
吉
が
差
し
向
け
た
６
万

５
千
の
中
央
軍
に
よ
り
落
城
し
、
政
実
は

処
刑
さ
れ
、
城
内
に
残
っ
て
い
た
兵
士
や

子
女
も
皆
殺
し
に
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。 

　
「
九
戸
合
戦
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
戦
い

は
、
こ
れ
ま
で
「
南
部
根
元
記
」
や
、「
九

戸
軍
談
記
」
に
よ
っ
て
後
世
に
伝
え
ら
れ

て
き
ま
し
た
。 

　
し
か
し
、「
奥
州
南
部
九
戸
軍
記
」
の
所

在
は
そ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
千
葉

家
に
つ
い
て
も
、
か
つ
て
南
部
地
方
に
住

ん
で
お
り
、
第
４
代
常
左
衛
門
が
変
遷
を

経
て
元
和
２
年（
１
６
１
６
年
）に
横
渕
に

移
り
住
ん
だ
こ
と
は
家
系
図
に
も
記
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
九
戸
氏
と
の
関
係
は
よ
く

わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

■
九
戸
氏
と
千
葉
家
を
結
ぶ
も
の 

　
阿
部
氏
は
、
一
通
り
こ
の
よ
う
な
背
景

に
触
れ
た
上
で
、
▽「
南
部
根
元
記
」
な
ど

は
い
ず
れ
も
九
戸
氏
を
ア
ン
チ
ヒ
ー
ロ
ー

と
み
な
し
て
い
る
が
、
写
本
に
は
英
雄
視

し
た
政
実
が
登
場
す
る
。
こ
の
よ
う
な
捉

え
方
を
す
る
の
は
、
九
戸
氏
側
の
人
物
、

と
仮
説
を
立
て
な
が
ら
『
奥
州
南
部
九
戸

軍
記
』
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
書
き
伝
え

ら
れ
た
か
と
い
う
謎
に
迫
り
ま
す
。 

　
▽
千
葉
氏
の
遠
祖
は
上
総
（
現
在
の
千

葉
県
）
に
い
た
平
氏
（
平
家
）
の
一
門
。
そ

の
後
、
所
領
が
拡
大
し
千
葉
姓
は
東
北
地

方
に
も
広
が
る
▽
し
か
し
南
部
の
千
葉
氏

は
九
戸
神
社
の
千
葉
氏
の
み
。
九
戸
氏
の

も
と
で
別
当
職
（
神
社
に
属
し
つ
つ
仏
教

儀
礼
を
行
う
僧
侶
）
を
務
め
、
必
勝
祈
願

な
ど
行
う
側
近
だ
っ
た
▽
戦
い
に
敗
れ
た

後
、
千
葉
氏
が
落
人
と
な
っ
て
南
部
を
離

れ
て
か
ら
合
戦
の
記
録
を
代
々
伝
え
、
そ

の
記
録
を
筆
ま
め
な
11
代
常
左
衛
門
が
ま

と
め
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
ま
す
。 

■
殖
産
で
村
繁
栄
に
努
め
た
常
左
衛
門 

　
横
渕
村
は
明
治
初
期
ま
で
製
紙
や
養
蚕
、

製
糸
な
ど
の
盛
ん
な
村
と
し
て
知
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
れ
は
千
葉
家
が
代
々
杉
や

桑
、
紙
の
原
料
と
な
る
楮
な
ど
の
植
栽
を

行
い
殖
産
に
努
め
た
か
ら
で
す
が
、
さ
ら

に
11
代
常
左
衛
門
は
養
蚕
、
製
糸
、
絹
織

物
生
産
な
ど
で
村
の
繁
栄
に
寄
与
し
た
ほ

か
、
読
書
と
筆
硯
に
親
し
み
、「
落
葉
集
」

と
い
う
随
筆
を
著
す
な
ど
文
芸
的
素
養
に

も
優
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
阿
部
氏
は
、「
岩
手
は
昔
か
ら
馬
の
名
産

地
。
千
葉
家
も
南
部
で
は
馬
産
を
行
っ
て

い
た
。
横
渕
村
は
、
か
つ
て
養
蚕
や
織
物

の
生
産
が
盛
ん
だ
っ
た
が
、
代
々
肝
煎
を

務
め
た
千
葉
氏
は
、
馬
産
で
培
っ
た
経
営

手
腕
を
横
渕
村
で
も
生
か
し
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
常
左
衛
門
は
働
き
手
と
し
て
多
く
の

障
害
者
を
雇
用
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
福

祉
政
策
で
も
功
績
が
大
き
か
っ
た
徳
の
あ

る
人
物
」
な
ど
と
常
左
衛
門
を
称
え
る
と

と
も
に
、「
『
奥
州
南
部
九
戸
軍
記
』
の
下

書
き
や
『
落
葉
集
』
が
ど
こ
か
に
あ
る
は

ず
。
ぜ
ひ
探
し
て
ほ
し
い
」
と
会
場
に
呼

び
か
け
て
い
ま
し
た
。 

　
聴
講
に
訪
れ
た
参
加
者
は
、
大
合
戦
が

行
わ
れ
た
戦
国
時
代
の
南
部
と
本
市
・
千

葉
家
と
の
ゆ
か
り
な
ど
、
時
間
と
地
域
を

超
え
た
壮
大
な
歴
史
ロ
マ
ン
に
思
い
を
は

せ
て
い
た
よ
う
で
し
た
。 

し
ょ
う
じ 

か
ず
さ 

き
も
い
り 

■お問い合わせ　森吉コミュニティセンター　�72-3259


