
マスクをご寄附いただきました
　株式会社イチワタ様（大字皆野828番地１・
代表取締役社長 一和多 富雄 氏）より、不織
布マスク9,600枚をご寄附いただきました。
　町内に事業所を有する福祉施設・介護施
設などへ配布し、有効
に活用させていただき
ます。ありがとうござ
いました。
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歴
史
散
歩

み
な
の

立
沢
・
門
平
の
虫
送
り

　（
県
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
）
と
盆
行
事

社
会
教
育
担
当 

望
月 

暁

写真：門平の虫送り 写真：立沢の虫送り

　

立
沢
と
門
平
の
虫
送
り

　

虫
送
り
は
穀
物
な
ど
の
農
作

物
を
荒
ら
す
害
虫
を
追
い
出
す

た
め
に
行
わ
れ
る
行
事
で
す
。

行
列
を
組
み
、
集
落
や
耕
地
外

へ
虫
を
送
り
ま
す
。
町
内
で
は

立
沢
と
門
平
で
盆
の
時
期
に
行

わ
れ
て
お
り
、
県
選
択
無
形
民

俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
町
内
の
盆
行
事
と
虫
送
り

に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

盆
の
送
り
と
虫
送
り
の
接
点

　

盆
は
、特
定
の
時
期
に
精

し
ょ
う
り
ょ
う霊

を
迎
え
、
歓
待
し
、
お
帰
り
い

た
だ
く
も
の
で
す
。
地
獄
の
釜

の
口
が
開
く
と
い
う
８
月
は
じ

め
を
始
ま
り
と
し
、
七
夕
を
経

て
13
日
頃
に
盆ぼ

ん
だ
な棚
を
つ
く
り
ま

す
。
盆
棚
は
精
霊
を
迎
え
る
棚

の
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
ご
先
祖

さ
ま
の
み
で
な
く
、
無む

え
ん
ぼ
と
け

縁
仏
や

餓が

き鬼
も
ま
つ
り
ま
す
。
迎
え
た

精
霊
は
16
日
、
送
り
火
と
と
も

に
送
ら
れ
ま
す
。
虫
送
り
が
行

わ
れ
る
の
は
こ
の
後
で
す
。

　

虫
送
り
の
行
事
は
全
国
に
あ

り
ま
す
が
、
神み
こ
し輿
に
藁わ

ら

人
形
を

乗
せ
て
集
落
の
外
へ
送
る
も
の

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
人
形
は
サ

ネ
モ
リ（
実
盛
）と
呼
ば
れ
、
承

久
の
乱
で
戦
死
し
た
平
家
方
の

武
将
の
御ご

り
ょ
う霊

と
伝
え
ら
れ
ま
す
。

こ
こ
か
ら
、
虫
の
害
を
も
た
ら

す
の
は
悪
霊
や
御
霊
で
あ
り
、

虫
送
り
と
は
こ
の
よ
う
な
存
在

に
鎮
ま
っ
て
い
た
だ
く
と
と
も

に
、
集
落
や
耕
地
の
外
へ
お
帰

り
い
た
だ
く
た
め
の
所
作
で
あ

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

一
方
、秩
父
郡
で
は
「
精

し
ょ
う
り
ょ
う霊

送
り
」
と
い
う
行
事
が
や
は
り

盆
に
行
わ
れ
ま
す
。
秩
父
市
吉

田
の
精
霊
送
り
（
秩
父
市
指
定

無
形
民
俗
文
化
財
）
で
は
盆
棚

を
解
体
す
る
時
、
棚
に
吊
り
下

げ
ら
れ
て
い
た
イ
リ
サ
ゴ
（
米

や
大
豆
を
炒
っ
た
も
の
を
紙
に

包
み
、
お
ひ
ね
り
に
し
た
も
の
）

を
神み

こ
し輿

に
納
め
、「
ナ
ー
ニ
神
を

送
る
ヨ
イ
」「
精
霊
神
を
送
る
ヨ

イ
」
と
叫
び
な
が
ら
送
り
ま
す
。

門
平
の
虫
送
り
で
は
、
こ
の
イ

リ
サ
ゴ
で
身
体
の
悪
い
と
こ
ろ

を
さ
す
り
、
竹
に
つ
け
て
送
っ

て
お
り
、
２
つ
の
行
事
が
似
て

い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

盆
棚
が
ご
先
祖
さ
ま
の
他
に

無
縁
仏
や
餓
鬼
を
ま
つ
る
こ
と

は
書
き
ま
し
た
が
、
精
霊
送
り

は
、
こ
れ
ら
ご
先
祖
さ
ま
と
区

別
さ
れ
た
そ
の
他
の
精
霊
（
外ほ

か

精じ
ょ

霊う
ろ

）
を
送
る
た
め
の
行
事
と

思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
虫
の

害
を
も
た
ら
す
御
霊
、
身
体
に

病
気
を
も
た
ら
す
悪
霊
も
含
ま

れ
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
意
味
で

虫
送
り
と
精
霊
送
り
は
形
だ
け

で
な
く
そ
の
本
質
も
同
じ
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

疫え
き
び
ょ
う病を

送
る

　

集
落
や
耕
地
に
害
を
も
た
ら

す
も
の
は
虫
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
台
風
や
日
照
り
（
＝
雨

乞
）、疫
病
も
そ
う
で
す
。
時
期

が
決
ま
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
よ

い
の
で
す
が
、
疫
病
の
よ
う
に

い
つ
生
じ
る
か
分
か
ら
な
い
も

の
は
、
そ
の
都
度
対
応
が
な
さ

れ
ま
し
た
。
幕
末
か
ら
明
治
に

か
け
て
、
秩
父
郡
や
そ
の
周
辺

で
は
コ
レ
ラ
（
こ
ろ
り
病
）
が

流
行
し
ま
す
が
、
当
時
の
日
記

を
読
む
と
、
集
落
単
位
で
フ
セ

ギ
（
疫
病
の
神
が
入
っ
て
こ
ら

れ
な
い
よ
う
に
、
集
落
の
境
に

わ
ら
じ
や
茅
の
輪
な
ど
を
か
け

る
）
を
行
う
と
と
も
に
、
集
落

内
で
流
行
が
始
ま
れ
ば
、
送
り

の
行
事
を
催
し
て
い
た
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

京
都
の
葵
あ
お
い
ま
つ
り

祭（
賀
茂
祭
）は
平
安

時
代
の
風
俗
を
残
す
祭
と
し
て

有
名
で
す
が
、
今
年
は
規
模
を

縮
小
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
テ

レ
ビ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
対
し

権ご
ん

禰ね

宜ぎ

は
「
葵
祭
に
は
疫
病
を

鎮
め
る
と
い
う
意
味
合
い
も
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
時
期
だ
か
ら

こ
そ
、
必
ず
や
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
答
え
て
い
ま
し
た
。

胸
を
打
つ
言
葉
で
す
。

9 令和２年７月 1日


