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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
。

　

中
で
も
「
報
徳
分
度
論
」「
尊
親
の
手
控

え
帖
」
や
尊
親
直
筆
の
「
報
徳
訓
掛
け
軸
」

な
ど
か
ら
、「
報
徳
の
お
し
え
」
が
開
拓
当

時
か
ら
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

は
教
育
委
員
会
や
図
書
館
に
あ
り
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

左から、ウシシュベツ農場員名札・移民団 幟
のぼり

旗 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

☎　

５
７
４
‐
３
１
２
６

開　

館　

４
月
～
11
月
ま
で

　
　

休
館
日　

不
定
期

豊頃町二宮報徳館豊頃町二宮報徳館
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問合せ先

		

教
育
委
員
会
社
会
教
育
係　

☎
５
７
９
‐
５
８
０
１

令
和
３
年
度　
「
報
徳
の
お
し
え
」
講
演
会
《
中
桐
万
里
子
氏
講
演
》

令
和
３
年
度　
「
報
徳
の
お
し
え
」
講
演
会
《
中
桐
万
里
子
氏
講
演
》

　

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
～
〈
そ
の
５
〉

『
報
徳
の
お
し
え
』
と
と
も
に

豊
頃
町
「
報
徳
の
お
し
え
」
推
進
会
議
『
ひ
ろ
め
よ
う
！
報
徳
の
町
に
四
つ
の
心
』

　
〈
前
号
の
続
き
〉
い
ざ
復
興
が
始
ま
る
。
今

度
は
同
じ
よ
う
に
村
人
た
ち
に
も
金
次
郎
は
尋

ね
ま
し
た
。
―
―
―
―

　

農
民
の
頭
た
ち
の
腹
が
決
ま
り
、
覚
悟
が
決

ま
っ
た
。
そ
し
て
、
農
業
を
営
む
正
に
金
次
郎

に
と
っ
て
の
仲
間
た
ち
、
そ
の
村
人
た
ち
に
も

ま
た
訊
ね
た
の
で
す
。

「
あ
な
た
は
何
に
困
っ
て
い
て
、
そ
し
て
あ
な
た

は
何
を
望
ん
で
い
る
の
か
。
あ
な
た
は
ど
う
な

る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
か
」
と
、
そ
の
時
の

答
え
は
、
頭
た
ち
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
し
た
。

「
先
ご
ろ
の
台
風
の
せ
い
だ
。
い
や
夏
が
来
な

く
て
暑
さ
が
来
な
く
な
り
、
作
物
が
実
ら
な
い

の
だ
。
い
や
～
雨
が
降
ら
な
い
か
ら
だ
。
い

や
、
雨
が
降
り
す
ぎ
る
か
ら
だ
。
い
や
い
や
家

の
土
地
は
、
代
々
全
く
地
質
が
悪
い
、
土
地
が

悪
い
か
ら
だ
。
条
件
が
悪
い
か
ら
だ
。」
み
ん

な
は
そ
う
言
っ
て
、
あ
れ
が
悪
い
、
こ
れ
が
悪

い
。
だ
か
ら
上
手
く
い
か
な
い
と
そ
ん
な
ふ
う

に
言
っ
た
の
で
す
。

　

金
次
郎
が
生
活
を
し
て
い
た
場
所
も
そ
う
で

し
た
。
冷
夏
と
い
う
長
く
続
く
夏
の
寒
さ
、
そ

の
こ
と
で
米
が
全
然
実
ら
な
く
な
っ
た
。
み
ん

な
は
、
農
作
業
へ
の
意
欲
を
失
っ
て
い
た
わ
け

で
す
。
そ
ん
な
と
き
、
彼
は
同
じ
よ
う
に
言
い

ま
す
。

「
い
や
い
や
も
う
一
度
考
え
て
欲
し
い
。
農
業

人
っ
て
い
っ
た
い
何
を
す
る
人
な
の
か
、
農
業

人
っ
て
本
来
ど
ん
な
受
け
継
い
だ
力
を
持
っ
て

い
る
の
か
考
え
て
み
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
」
と
、

「
私
た
ち
は
お
米
を
作
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

芋
を
作
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
そ
う
じ
ゃ
な

く
て
、命
を
繫
ぐ
歴
史
を
つ
く
っ
て
い
る
。人
々

が
生
き
て
い
く
こ
と
に
直
接
か
か
わ
る
物
凄
く

尊
い
も
の
を
つ
く
っ
て
い
る
。
そ
う
や
っ
て
生

ま
れ
た
の
が
、
農
業
と
い
う
仕
事
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
農
業
と
い
う
営
み
が
生
ま
れ
る
前

は
狩
猟
社
会
。
正
に
明
日
食
べ
ら
れ
る
か
ど
う

か
は
、
狩
猟
が
で
き
る
か
ど
う
か
の
違
い
だ
っ

た
。
で
も
、
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
安
定
的
に
職
を

得
て
い
く
。
あ
る
い
は
安
定
的
に
暮
ら
し
て
い

く
。
そ
の
た
め
に
私
た
ち
は
定
住
を
始
め
、
農

業
を
始
め
、
毎
日
汗
を
か
く
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
は
、
命
と
直
接
つ
な
が
る
そ
の
も

の
を
生
み
出
し
て
い
こ
う
と
し
た
。
そ
ん
な
と

こ
ろ
に
『
は
じ
ま
り
』
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
正
に
農
業
人
の
受
け
継
い
だ
力
は

ど
こ
に
あ
る
の
か
。
農
業
人
魂
は
ど
こ
に
あ
る

の
か
。
農
業
道
っ
て
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
私
た

ち
は
本
当
に
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

何
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
ど
う
あ
ろ

う
と
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
こ
と
を
も
う
一
度

考
え
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
」
と
。

「
正
に『
は
じ
ま
り
』を
思
い
出
せ
る
か
ど
う
か
。

つ
ま
り
私
た
ち
は
『
草
履
屋
』
だ
と
考
え
る
の

か
。
私
た
ち
は
、『
履
き
物
屋
』
だ
と
考
え
る

の
か
で
、
ま
っ
た
く
次
の
行
動
が
変
わ
っ
て
く

る
。
あ
る
い
は
、
次
の
一
歩
を
踏
み
出
せ
る
か

ど
う
か
が
変
わ
っ
て
く
る
。
こ
こ
は
ま
ず
『
米

を
作
っ
て
い
た
の
だ
』
と
言
う
こ
と
に
こ
だ
わ

る
の
か
、
こ
こ
は
『
命
を
支
え
る
食
物
を
作
っ

て
い
る
場
所
な
の
だ
』
と
捉
え
る
の
か
。
そ
の

こ
と
に
よ
り
、
次
に
進
め
る
か
、
そ
こ
で
終
わ

る
の
か
、
そ
ん
な
違
い
が
出
て
く
る
の
か
も
し

れ
な
い
」
そ
ん
な
ふ
う
に
言
う
わ
け
で
す
。

　

田
ん
ぼ
が
作
れ
な
い
な
ら
畑
を
作
れ
ば
い
い

じ
ゃ
な
い
か
。　
　
　
　

　

水
分
が
な
い
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ

し
い
作
物
を
作
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。
金
次

郎
は
、
何
か
こ
の
場
所
で
で
き
る
こ
と
は
な
い

か
、
そ
し
て
私
た
ち
の
本
当
の
願
い
は
何
な
の

か
。
そ
れ
を
思
い
出
し
、
農
業
人
た
ち
の
誇
り

を
思
い
出
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
。私
た
ち
は
、日
々

汗
を
か
い
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
ど
ん
な
意
味

が
あ
る
の
か
を
思
い
出
す
こ
と
が
、
大
事
な
の

で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
を
呼
び
掛
け
た
わ
け

で
す
。

　

私
が
大
好
き
な
た
と
え
話
で
、
い
つ
も
皆
さ

ん
に
紹
介
す
る
の
が
、『
石
切
り
職
人
の
話
』

と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
す
。

　

石
を
毎
日
ギ
コ
ギ
コ
、ギ
コ
ギ
コ
切
る
だ
け
、

そ
れ
が
職
人
の
仕
事
で
す
。
毎
日
毎
日
こ
の
大

変
な
仕
事
を
し
て
い
る
と
、
つ
い
思
う
よ
う
に

な
り
ま
す
。
な
ん
で
私
は
、
こ
ん
な
奴
隷
み
た

い
な
仕
事
を
毎
日
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

だ
ろ
う
。
な
ん
で
こ
ん
な
奴
隷
み
た
い
な
作
業

を
と
、『
や
ら
さ
れ
感
』
で
ど
ん
ど
ん
苦
し
く

な
っ
て
く
る
。
し

か
し
、
そ
の
人
が

あ
る
人
に
言
わ
れ

た
こ
と
で
思
い
出

す
の
で
す
。

「
あ
な
た
の
切
っ

た
石
で
教
会
を
建

て
よ
う
と
思
っ
て

い
る
の
だ
よ
。
そ

の
石
で
教
会
を
建

て
る
材
料
に
し
よ

う
と
思
っ
て
い
る

の
だ
」
そ
の
人
は
、

は
っ
と
気
づ
き
ま
す
。「
た
だ
奴
隷
が
し
て
い

る
作
業
な
ん
か
じ
ゃ
な
く
て
、
自
分
は
誇
ら
し

い
仕
事
を
し
て
い
る
の
だ
。
価
値
の
あ
る
仕
事

を
し
て
い
る
の
だ
」
と
、
そ
し
て
、
そ
の
人
は

さ
ら
に
知
る
こ
と
に
な
る
。

「
い
や
い
や
実
は
、
そ
の
教
会
は
も
の
す
ご
く

大
事
な
教
会
だ
か
ら
、
是
非
、
あ
な
た
が
切
っ

た
石
が
欲
し
い
。
あ
な
た
が
手
掛
け
た
石
が
欲

し
い
の
だ
。
そ
れ
で
依
頼
し
て
い
る
の
だ
」と
、

も
し
あ
な
た
が
そ
の
人
に
言
わ
れ
た
ら
ど
う
で

し
ょ
う
か
。
奴
隷
に
さ
せ
ら
れ
て
い
る
ど
こ
ろ

か
、自
ら
の
命
の
時
間
を
使
う
に
ふ
さ
わ
し
い
、

使
命
だ
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
。　

《
次
号
へ
つ
づ
く
》

　

旧
二
宮
小
学
校
は
平
成
15
年
に
「
豊
頃
町
二
宮
報
徳
館
」
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
資
料

を
所
蔵
・
展
示
し
て
い
ま
す
。

▽
『
報
徳
の
お
し
え
』
と
と
も
に

広
報
と
よ
こ
ろ

社
協
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り

広
報
と
よ
こ
ろ

▽
豊
頃
町
二
宮
報
徳
館

社
協
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り


