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め
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〜

〜
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め
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能
代
市
�の
誕
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に
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け
て
！
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能
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市
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誕
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に
向
け
て
！

●
毎
月
第
２
・
４
木
曜
日
発
行

●
編
集
と
発
行

能
代
市
市
民
ま
ち
づ
く
り
支
援
課

〒
０
１
６
︱
８
５
０
１

秋
田
県
能
代
市
上
町
１
︱
３

Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
１
８
５
︱
８
９
︱
２
１
４
７

●
印
刷

㈱
大
潟
印
刷

100
％
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

環
境
に
や
さ
し
い
大
豆
油
イ
ン
キ
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

八
幡
神
社
境
内
の
一
画
に
石
碑
を
囲
っ
た
柵
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に

五
空
の
句
碑
と
、
次
回
に
述
べ
る
芭
蕉
の
句
碑
が
あ
り
ま
す
。

五
空
は
俳
句
の
革
新
を
め
ざ
し
て
、
秋
田
の
石
井
露ろ

月げ
つ

ら
と
交ま

じ

わ
り
、

日
本
派
俳
句
雑
誌
﹃
俳
星
﹄
を
創
刊
し
、
今
日

こ
ん
に
ち

ま
で
続
く
基
礎
を
つ
く
り

ま
し
た
。
印
刷
業
を
始
め
、
明
治
二
十
八
年
に
北
羽
新
報
の
前
身
﹃
能
代

商
報
﹄
を
創
刊
し
、
近
代
文
化
を
切
り
開
い
た
人
で
あ
り
ま
し
た
が
、
明

治
末
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
は
県
会
議
員
に
な
る
な
ど
、
政
治
的
な
活

動
を
し
た
人
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
生
涯
は
、
常
に
挑
戦
的
で
あ
り
ま

し
た
が
、
深
い
教
養
に
基
づ
い
て
い
て
、
説
得
力
が
あ
り
、
同
志
か
ら
の

信
頼
が
厚
い
人
で
し
た
。
五
空
は
、
昭
和
三
年
十
二
月
二
十
六
日
に
亡
く

な
り
ま
す
。
死
の
十
日
ほ
ど
前
に
吟ぎ

ん

じ
た
句
が
句
碑
と
な
っ
て
い
ま
す
。

可か

れ
蔦つ

た

と
　
細ほ

そ

り
行
く
身
や
　
か
せ
の
音
　
　
　
　
五
空

こ
の
夜
は
風
が
強
か
っ
た
ら
し
く
、
八
幡
神
社
の
松
な
ど
が
音
を
立
て

て
五
空
の
不
安
を
募
ら
せ
て
い
る
よ
う
で
す
。
﹁
か
せ
の
音
﹂
は
そ
の
こ

と
を
言
い
、
や
せ
細
っ
て
い
く
我
が
身
と
、
枯
れ
蔦
を
重
ね
合
わ
せ
て
、

死
期
の
近
づ
い
た
こ
と
を
、
五
空

は
感
じ
て
い
る
よ
う
で
す
。
神
社

の
近
く
の
十じ

っ

方ぽ
う

庵あ
ん

に
臥ふ

せ
て
い
る

五
空
は
、
だ
ん
だ
ん
こ
の
世
か
ら

離
れ
て
い
く
自
分
を
、
客
観
的
に

見
よ
う
と
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
愚

か
な
身
に
は
及
び
も
つ
か
ぬ
事
で

あ
る
、
と
述
懐
し
て
人
生
を
閉
じ

ま
す
。

︵
古
内
龍
夫
︶

句く

碑ひ

（一）

﹁
島
田
五ご

空く
う

﹂

し
ょ
う   

よ
う

逍
遙

歴
史
と
民
俗
の
あ
い
だ

第
７
回
　
安
保
鍛
冶

か

じ

屋

手
作
り
な
ら
で
は
の

こ
だ
わ
り
が
あ
り
ま
す

二
ツ
井
町
に
、
代
々
続
き
、
昔
な
が
ら
の
手
打
ち
一
本
で

金
物
づ
く
り
に
励
む
鍛
冶

か

じ

屋
が
あ
り
ま
す
。

道
具
類
の
ほ
と
ん
ど
何
で
も
、
注
文
に
応
じ
て
作
っ
て
く

れ
る
腕
の
い
い
鍛
冶
屋
と
し
て
評
判
で
す
。

一
昔
前
は
山
林
業
な
ど
が
盛
ん
で
、
鍛
冶
の
需
要
が
多
く
、

14
軒
も
の
鍛
冶
屋
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
は
１
軒
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

鍛
冶
屋
を
営
む
安
保
新
次
郎
さ
ん
、
９
代
目
と
な
る
誠
喜

さ
ん
に
、
最
近
の
鍛
冶
事
情
の
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

以
前
は
、
林
業
に
使
う
と
び
・
な
た
・
ま
さ
か
り
、
農
具
な

ど
、
営
林
署
作
業
が
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
注
文
に
応
じ

ら
れ
な
い
ほ
ど
の
仕
事
量
で
し
た
。

そ
れ
が
、
10
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
は
、
山
林
業
の
落
ち
込
み
や

い
ろ
い
ろ
な
仕
事
の
機
械
化
が
進
ん
だ
こ
と
が
原
因
で
、
昔
か

ら
使
わ
れ
て
き
た
道
具
類
の
注
文
は
減
り
続
け
て
い
ま
す
。

最
近
の
主
力
と
な
っ
て
い
る
の
は
ガ
ス
ボ
ン
ベ
を
活
用
し
た

薪ま
き

ス
ト
ー
ブ
で
、
冬
場
は
、
ほ
と
ん
ど
ス
ト
ー
ブ
作
り
に
専
念

し
て
い
ま
す
。
夜
遅
く
ま
で
作
業
が
続
く
事
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。

ま
た
、
マ
タ
ギ
用
の
ナ

イ
フ
が
全
国
誌
で
取
り
上

げ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
、

県
外
の
愛
好
家
か
ら
注
文

が
寄
せ
ら
れ
ま
す
。

薪
ス
ト
ー
ブ
は
、
鉄
が

肉
厚
で
保
温
性
に
優
れ
、

空
気
調
整
弁
の
工
夫
で
薪

が
長
持
ち
し
、
す
す
も
あ

ま
り
付
か
な
い
こ
と
が
評

価
さ
れ
て
い
ま
す
。

悩
み
は
手
間
が
か
か

り
過
ぎ
る
こ
と
で
、
一

つ
作
る
の
に
３
日
も
か

か
り
ま
す
。
性
分
で
仕

方
な
い
こ
と
で
す
が
、

納
得
す
る
ま
で
徹
底
し

て
手
間
を
か
け
ま
す
。

こ
の
ご
ろ
は
、
原
材

料
の
鉄
の
値
段
が
高

く
、
ス
ト
ー
ブ
の
値
段

と
折
り
合
わ
な
く
な
っ

て
き
て
い
る
こ
と
に
も
苦
労
し
て
い
ま
す
。

励
み
は
、
お
客
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
感
謝
の
言

葉
で
す
。
﹁
な
た
が
良
く
切
れ
る
﹂
﹁
25
年
前
に
買
っ

た
薪
ス
ト
ー
ブ
を
ま
だ
使
っ
て
い
る
﹂
と
、
声
を
掛

け
ら
れ
る
こ
と
に
誇
り
を
感
じ
て
い
ま
す
。

も
う
す
ぐ
能
代
市
と
合
併
で
す
が
、
生
活
面
で
は

既
に
溶
け
込
ん
で
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
行
政
面

で
も
一
緒
に
仲
良
く
﹁
こ
れ
か
ら
も
よ
ろ
し
く
﹂
と

い
う
気
持
ち
で
す
。
お
互
い
の
思
い
や
り
が
一
番
大

切
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ガスボンベで作った薪ストーブ 安保新次郎さん（左）と誠喜さん（右）


