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『
報
徳
の
お
し
え
』
と
と
も
に

問合せ先

  

教
育
委
員
会
社
会
教
育
係　

☎
５
７
９
‐
５
８
０
１

　

社
会
教
育
の
推
進
と
地
域
社
会
の
生
活
文

化
の
向
上
を
図
る
た
め
、
二
宮
報
徳
館
は
設

置
さ
れ
ま
し
た
。

　

豊
頃
町
の
郷
土
資
料
を
は
じ
め
、
入
植
し

た
当
時
の
地
図
、
尊
親
が
愛
用
し
て
い
た

コ
ー
ト
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
か
で
も
「
報
徳
分
度
論　

尊
親
の
手
控

え
帖
」
や
尊
親
直
筆
の
「
報
徳
訓
額
」
な
ど

か
ら
、「
報
徳
の
お
し
え
」
が
開
拓
当
時
の

大
切
な
お
し
え
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
い
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
報
徳
館
を
紹
介
す
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

を
教
育
委
員
会
や
図
書
館
に
設
置
し
て
い
ま

す
の
で
、
ご
自
由
に
お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。

二
宮
報
徳
館
を
見
学
さ
れ
る

際
は
、
豊
頃
町
教
育
委
員
会

（
５
７
９
‐
５
８
０
１
）
に
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

報徳館内部の様子

移民団幟旗（複製） 尊親が愛用したコート

実寸大の二宮尊徳像 金次郎像

豊
頃
町
二
宮
報
徳
館
（
旧
二
宮
小
学
校
）

豊
頃
町
二
宮
２
４
６
０
番
地
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７
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２
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開　

館　
　

４
月
～
11
月
ま
で

　
　

休
館
日　
　

不
定
期

豊頃町二宮報徳館
二宮尊親の村づくり

旧
二
宮
小
学
校
は
平
成

旧
二
宮
小
学
校
は
平
成
1515
年
に
「
豊
頃
町
二
宮
報
徳
館
」

年
に
「
豊
頃
町
二
宮
報
徳
館
」

と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

現
在
で
は
、
郷
土
資
料
を
含
め
た
貴
重
な
二
宮
尊
親
の

現
在
で
は
、
郷
土
資
料
を
含
め
た
貴
重
な
二
宮
尊
親
の

資
料
を
所
蔵
・
展
示
す
る
資
料
館
と
な
っ
て
い
ま
す
。

資
料
を
所
蔵
・
展
示
す
る
資
料
館
と
な
っ
て
い
ま
す
。

令
和
３
年
度　
「
報
徳
の
教
え
」
講
演
会

令
和
３
年
度　
「
報
徳
の
教
え
」
講
演
会

講
演
テ
ー
マ

講
演
テ
ー
マ　　

～
「
報
徳
」
か
ら
は
じ
ま
る
豊
か
な
未
来
創
造
～

二宮尊德７代目子孫 中桐万理子氏

　

令
和
３
年
７
月
29
日(

木)

二
宮
尊
親

１
０
０
回
忌
の
法
要
が
行
わ
れ
、
尊
徳
翁
７
代

目
子
孫
で
あ
り
ま
す
中
桐
万
里
子
さ
ん
が
、
来

町
さ
れ
た
機
会
に
、
え
る
夢
館
は
る
に
れ
ホ
ー

ル
に
て
記
念
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
も
あ
り
約
70
名
の
町

民
の
皆
さ
ん
が
来
館
さ
れ
、「『
報
徳
』
か
ら
は

じ
ま
る
豊
か
な
未
来
創
造
」
を
テ
ー
マ
に
講
演

会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

講
演
の
中
で
中
桐
さ
ん
は
、「
報
徳
訓
」
を

紹
介
し
な
が
ら
、「
最
後
の
一
行
で
あ
る
『
年
々

歳
々
報
徳
を
忘
る
べ
か
ら
ず
』
が
尊
徳
の
も
っ

と
も
言
い
た
い
部
分
で
す
」
と
解
説
。

　

こ
れ
は
、「
受
け
て
き
た
徳
に
ど
う
や
っ
て

報
い
る
か
を
考
え
て
、
自
ら
動
き
だ
し
て
ほ
し

い
」
と
、
お
話
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
ど
ん
な

立
場
の
人
で
も
、
生
産
す
る
力
や
創
造
す
る
力

が
あ
る
と
説
明
。「
村
人
一
人
一
人
が
主
役
と

い
う
の
が
尊
徳
の
考
え
で
す
。『
名
を
残
さ
ず
、

行
い
を
残
せ
』が
遺
言
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
」

と
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
月
号
か
ら
講
演
の
内
容
に
つ
い
て
、
広
報

「
と
よ
こ
ろ
」『
報
徳
の
お
し
え
と
と
も
に
』
で

連
載
で
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

《
中
桐
万
里
子
氏
講
演
よ
り
》

　

中
桐
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
、
素
敵
な
ご

縁
を
い
た
だ
き
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
ま

す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
は
あ
り
ま
す
が
、
皆
さ
ま
と

直
接
お
顔
を
拝
見
し
な
が
ら
、
時
間
を
ご
一
緒

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
、
本
当
に
掛
け
替
え

の
な
い
こ
と
と
改
め
て
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。

　

午
前
中
に
、
１
２
５
回
目
の
探
検
記
念
日
。

ま
さ
に
、
こ
の
土
地
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
い
う

先
祖
た
ち
先
輩
方
の
思
い
を
引
き
継
ぐ
記
念
日

と
、
ま
た
尊
親
か
ら
五
代
目
の
玄や

し
ゃ
ご孫
と
な
り
ま

す
が
、
尊
親
の
１
０
０
回
忌
の
法
要
と
い
う
こ

と
で
、
皆
さ
ま
に
大
変
な
思
い
を
尽
く
し
て
い

た
だ
い
て
い
る
こ
と
に
、
心
か
ら
感
謝
を
い
た

し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
豊
頃
の
町
と
は
、
先
祖

共
々
お
世
話
に
な
り
な
が
ら
今
日
が
あ
り
ま

す
。
心
よ
り
感
謝
を
込
め
て
お
話
が
で
き
れ
ば

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
日
は
「
報
徳
の
お
し
え
」
講
演
会
と
い
う

こ
と
で
「『
報
徳
』
と
い
う
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド

か
ら
始
ま
る
、
豊
か
な
未
来
創
造
に
つ
い
て
考

え
て
み
よ
う
」
と
い
う
こ
と
を
大
き
な
テ
ー
マ

に
し
ま
し
た
。

　

私
は
尊
親
か
ら
５
代
目
、
尊
徳
か
ら
は
７
代

目
に
当
た
り
ま
す
が
、
い
っ
た
い
彼
ら
が
考
え

た
、
そ
し
て
実
践
し
行
動
し
た
「
報
徳
」
は
、

今
の
私
た
ち
に
ど
ん
な
ふ
う
に
関
係
す
る
の

か
、
そ
し
て
ま
た
、
私
た
ち
だ
け
で
は
な
く
未

来
、
次
の
世
代
に
や
っ
て
来
る
そ
の
未
来
に
、

い
っ
た
い
ど
ん
な
ふ
う
に
送
っ
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
の
か
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
よ
う
と
思

う
わ
け
で
す
。
い
つ
も
私
は
、
こ
の
よ
う
な
話

か
ら
ス
タ
ー
ト
い
た
し
ま
す
。

　

二
宮
金
次
郎
（
二
宮
尊
徳
）
実
際
に
は
「
二

宮
タ
カ
ノ
リ
」
と
言
い
ま
す
が
、
こ
の
人
は
何

を
し
た
人
か
と
い
う
と
、
意
外
と
こ
の
豊
頃
の

地
で
は
違
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
知
ら
れ
て

い
な
い
こ
の
人
物
。

　

彼
は
、
今
か
ら
２
０
０
年
ほ
ど
前
に
生
き

た
（
農
業
人
）
農
民
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の

２
０
０
年
ほ
ど
前
と
い
う
の
は
、
自
然
災
害
や

異
常
気
象
で
、
国
が
大
変
困
っ
て
い
た
時
代
。

そ
の
よ
う
な
中
、
農
業
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
ダ

メ
ー
ジ
を
受
け
な
が
ら
復
活
し
、
再
生
し
、
蘇

ろ
う
と
し
て
い
た
時
代
だ
っ
た
と
も
言
え
ま
す
。

　

金
次
郎
自
身
は
、
ま
さ
に
自
分
の
田
畑
を
耕

す
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
被
災
地
と

な
っ
た
町
の
復
興
再
建
、
そ
の
蘇
り
、
立
ち
上

が
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
に
人
生
を
か
け
て
い

た
人
物
。

　

生
涯
７
０
年
と
い
う
人
生
で
し
た
が
、
そ
の

中
で
は
、
６
０
０
以
上
の
町
と
一
緒
に
活
動
し

た
、
と
い
う
ふ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
６
０
０
と
い
う
猛
烈
な
数
字
か
ら
、
私

た
ち
家
族
は
伝
え
て
き
ま
し
た
。
こ
の
金
次
郎

像
を
見
る
た
び
に
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
指
を
差
し

て
言
っ
た
わ
け
で
す
。

「
大
事
な
の
は
こ
の
場
所
だ
よ
。
そ
れ
は
小
さ

く
一
歩
前
に
出
て
い
る
足
、
こ
の
足
を
と
っ
て

も
大
事
に
し
て
い
る
」
と
祖
母
は
言
っ
た
の
で

す
。「
こ
の
像
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
そ
れ
は
ど

ん
な
時
も
挫
け
ず
、
諦
め
ず
、
一
歩
で
い
い
か

ら
自
分
の
足
を
前
に
出
す
こ
と
。
大
き
な
こ
と

が
で
き
な
い
時
で
も
決
し
て
立
ち
止
ま
ら
ず
、

決
し
て
腐
っ
て
し
ま
わ
ず
、
自
分
自
身
の
目
の

前
の
一
歩
を
と
に
か
く
重
ね
て
い
く
こ
と
。
そ

の
こ
と
が
と
っ
て
も
尊
く
て
、
と
て
も
大
切
な

こ
と
だ
よ
」
と
教
え
て
く
れ
た
の
で
す
。

　

ま
さ
に
、
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
中
で
は
、
私
た

ち
の
前
に
大
き
な
壁
が
立
ち
は
だ
か
っ
た
。
で

き
な
い
こ
と
だ
ら
け
の
時
間
に
な
っ
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
諦
め
て
立
ち
止
ま
っ
て

し
ま
う
、
腐
っ
て
立
ち
止
ま
っ
て
し
ま
う
の
で

は
な
く
、
今
の
自
分
に
で
き
る
小
さ
な
一
歩
は

何
か
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

　

私
自
身
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
こ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
は
、
実
感
を
伴
っ
て
感
じ
て
し
ま
っ
た

と
思
う
わ
け
で
す
。

《
次
号
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》

▽
国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

広
報
と
よ
こ
ろ

議
会
だ
よ
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よ
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よ
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よ
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よ
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よ
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よ
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よ
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よ
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り


