
は
が
き
通
信
 

今
泉
 
小
 
野
 

才
八

郎
 

ク灯
4拝
見
。
こ
れ
ほ
ど
の
も
の
を
あ
な
た
ひ
と
り
で
出
し
て
い
る
の
は

感
服
の
至
り
で
す
。
大
変
な
も
の
だ
か
ら

ね
。
 「浪
費
」
く
せ
の
な
い
文

章
も
い
、
で
す
ね
。
 た
だ
ち
ょ
い
ち
ょ
い
太
宰
さ
ん
の
真
似
の
様
な
と
こ

ろ
が
な
け
れ
ぱ
。
 そ
れ
か
ら
作
品
の
首
尾
が

一
貫
し
て
る
な
い
様
で
す
。
 

太
宰
さ
ん
が
い
ふ
「
人
生
は
浪
費
だ
」
と
い
ふ
の
は
「
明

る
さ
は
滅
亡
の

す
が
た
」
 
と
い
ふ
「右
大
臣
責
朝
」
に
出
て
く
る
言
葉
と
つ
ら
な
る
の
だ

し
、
何
も
真
理
と
か
原
理
と
か
諦
観
と
し

て
入
っ
て
る
る
の
で
は
な
く
人

の
心
理
の
矛
盾
、
幻
惑
を
指
し
て
る
る
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
 

ど
ん
な
人
で
も
金
を
た
め
こ
ん
で
し

ま
へ
ぱ
、
だ
ま
っ
て
居
れ
な
い
で

家
を
新
築
し
た
り
、
服
装
を
と

、
の
へ
た
り
し
て
し
ま
ふ
も
の
だ
か
ら
ね
、
 

そ
れ
を
悟
り
も
し
な
い
で
真
面
目
く
さ
っ
て
金
を
た
抽
る
た
め
あ

く
せ
く

す
る
人
間
と
い
ふ
も
の
の
心
こ
れ
を
太
宰
さ
ん
は
、
噴
っ
て
い
る
の
で
す

よ
。
 そ
こ
が
又
人
間
の
人
間
ら
し

い
と
こ
ろ
で
す
か
ら
太
宰
さ
ん
は
、

喧

い
つ
つ
も
人
生
を
愛
さ
ず
に
居
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
ぢ
ゃ

な
い
で

せ
う
か
。
 「
歩
き
な
が
ら
」
 
おも
し
ろ
か
っ
た
。
最
初
の
方
が
非
常
に

い

い
と
思
い
ま
し
た
。
 O
先
生
と
の
曾
話
、
そ
し
て
末
尾
の
あ
た
り
で

い
か

に
も
人
生
は
浪
費
だ
と
い
ふ
笑

い
話
を
ひ
と
つ
創
作
す
る
と
非
常
に
山
の

あ
る
い
い
も
の
に
な
っ
た
と
思
ひ
ま
す
。
 た
又
 「浪
費
」
 
「浪
費
」
 
と
百

ペ
ン
言
っ
て
も
他
人
は
納
得
し
な
い
か
ら
ね
。
 

と
に
か
く
ク灯
力
は
立
派
な
も
の
で
す
。
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
 

御
け
ん
さ
ん
を
祈
り
ま
す
 

頓
首
 

※
 
こ
れ
は
灯
第
十
二
号

（
昭和
二
十
二
年
一
月
二
十
日
発
行
）
に
掲
載

さ
れ
た
も
の
で
す
。
 

-80ー 

名 

会
 

簿 

員 

よ
っ
て
能
登
か
ら
来
た
久
五
郎
、
 
「能
久
」
 
が
屋
号
と
な
っ

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
私
は
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
た
め
に
、
山

中
賢
作
（
故
人
）
の
孫
に
当
る
人
を
介
し
て
い
ろ
い
ろ
親
類
の

方
た
ち
に
問
い
合
わ
せ

て
も
ら
っ
た
。
そ
し
た
ら

「
能
久
」
が

正
し
い
と
の
返
事
が
返
っ
て
来
た
。
 

ま
た
、
 「
能
久」
 
の屋
敷
跡
で
あ
る
嘉
瀬
村
二
七
二
番
戸
は
、
 

戸
籍
法
の
改
正
に
よ
り
大
字
嘉
瀬
字
端
山
崎
一
七
三
番
地
と
な

り
、
現
在
の
本
町
花
田
製
材
所
跡
、
小
山
内

マ
ロ
宅
地
に
当
り
、
 

何
代
目
か
の
久
五
郎
の
長
男
山
中
賢
蔵
が
家
督
相
続
し
、

二
男

山
中
賢
作
が
、
端
山
崎

一
六
三
の
二
を
大
正
六
年
に
取
得
、
大

正
五
年
に
端
山
崎

一
六
三
の

ー
を
山
中
ふ
よ
に
所
有
権
移
転
登

記
さ
れ
て
い
る
。
 
（
山中
賢
作
の
跡
は
現
在
沢
田
政
孝
の
妹
テ

ル
が
、
山
中
ふ
よ
の
跡
は
現
在
神
島
良
逸
の
所
有
と
な
っ

て
い

る
。
）
こ
う
し
て
み
れ
ば
、
 
「
能
久
」
の
屋
敷
は
、
本
町
か
ら
冷

水
に
か
け
て
の
広
大
な
土
地
を
有
し
て
お
り
、
家
も
熟
ぷ
き
屋

根
の
大
き
な
家
で
、
当
時
娯
楽
施
設
の
な
い
時
代
に
、
一
「
金
多
、
 

豆
蔵
の
人
形
芝
居
」
や

「
活
動
写
真
」
が
よ
く
行
わ
れ
た
も
の

だ
と
古
老
か
ら
聞
い
て
い
る
。
 

編
 
集
 
後
 
記
 

会
 

長
 

副
 
会
 
長
 

ク
 
白
 

川
 
章
 
一

会
 

計
 
櫛
 

引
 
八
千
代

編
集

局

長
 

薫
 

長
三

郎
 

、
惣
之

進
 

ト

モ
子
 

美
 
給
 

下
 

加
津
恵
 

田
 

ス
 
ゲ
 

田
 
ト
 

キ
 

◇
ふ
る
さ
と
の
「
か
た
り
べ
」
第
十
二
集
の
発
行
と
な
り
ま
し
た
。
 

こ
れ
も
、
会
員
各
位
か
ら
お
寄
せ
戴
い
た
玉
稿
の
成
果
で
あ
り
、
 

感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
 

◇
ま
た
、
今
回
の
原
稿
募
集
に
際
し
て
は
、
 一
般
の
方
々
か
ら
沢

山
の
玉
稿
を
賜
わ
り
、
衷
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
 

次
集
も
重
ね
て
、
お
寄
せ
い
た
だ
き
た
く
、
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。
 

◇
あ
る
投
稿
者
か
ら
、
自
分
の
こ
と
を
書
く
事
は
、
む
づ
か
し
い
0
 

体
裁
を
考
え
た
り
、

名
誉
心
が
あ
っ
た
り
、
他
人
の
思
惑
を
気
に

し
て
い
る
か
ら
だ
。
 し
か
し
、
最
近
「
自
分
は
、

こ
の
通
り
の
人

間
だ
、
見
る
よ
う
に
見
て
く
れ
」
と
、
開
き
直
っ
た
気
持
ち
で

い

る
。
と
、
全
く
同
感
。
 

◇
自
分
の
主
張
は
正
論
と
決
め
つ
け
、
他
人
の
意
見
を
無
視
す
る

人
も
い
る
。
 評
し
て
、
弱
い
人
間
だ
と
い
わ
れ
る
。
 
「
よ
」
 
欲
ば

り
で
。
 「
わ
」
 
わ
がま
ま
で
「
い
」
威
張
り
た
が
り
や
の
人
で
す
。
 

弱
い
人
に
な
ら
ぬ
よ
う
心
が
け
、
第
十
三
集
に
向
か
っ
て
頑
張
り
 

た
い
。
 

（
木
村
）
 

吉 沢 木 菊 小 蝦 原 木 木 秋 山 沢 須 山 櫛 白 沢 木 

山 
田 田 下 地 内 名 田 下 下 元 中 田 崎 中 引 川 田 村 

ト ス 加 美 ト 健 万 俊 清 惣 長 正 正 八 章 政 治 
津 	モ 	 之 三 	 千 

キ ゲ 恵 給 子 治 治 蔵 一 進 郎 薫 敏 津 代 一 孝 利 



か
た
り
べ
第
十
二
集
 

発
 
行
 
平
成
九
年
十
一

月

発
行
所
 

わ
が
ふ
る
さ
と
を
探
る
会
 

（
電
話
 

）
 

発
行
者
 
木
 

村
 
治
 
利
 

編
集
人
 
山
 
中
 
正
 
津
 

印
刷
所
 
朝
 
日
 
印
 
刷
 

五
所
川
原
市
ー
ッ
谷
 

（電
話
三
四
ー
三
三

一
六
）
 

芦野夢の浮橋 

橋の概要 

長さ 	加5メートル 

幅 	2.4メートル 

総工事費 3億3千万円 

ため池名称 藤枝ため池 

藤枝ため池の沿革 

このため池は、江戸時代の元禄年間（1688ー 

1704）津軽藩により、かんがい用に築造され

た人造湖です。 

稲作農家の重要な水源として江戸時代から 
300年もの間利用されてきて、ため池を中心

とする芦野公園は桜祭りなど地域住民の憩い
の場として親しまれています。 



~・ヂ叱”- 

(i)漆忠吉記念図書館 

II11111111 
1090052057 

●

ノ
ー
コ
 

I I 

T 


