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3 小さな勇気　きっとだれかの　大きな支え
11月25日㈬～12月1日㈫は、犯罪被害者週間です。

後
世
に
伝
え
た
い
宝
物

　
　

〜
久
々
野
編
〜

久
々
野
地
域
は
市
の
南
側
、分
水

嶺
の
太
平
洋
側
に
位
置
し
、位
山
、船

山
の
麓
に
広
が
り
、飛
驒
川
、無む

す

ご
数
河

川
、八
　
は
っ
し
ゃ
く尺
川
の
三
つ
の
河
川
沿
い
に

集
落
が
点
在
し
て
い
る
地
域
で
す
。

久
々
野
町
久
々
野
に
は
、国
指
定
史

跡
で
あ
る「
堂ど
う
の
そ
ら

之
上
遺
跡
」が
あ
り
ま

す
。約
５
５
０
０
年
前
の
縄
文
時
代

前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
集
落
跡

が
あ
る
こ
と
か
ら
、幾
度
と
な
く
こ
の
地
に
人
々

の
営
み
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

〇
果
樹・高
冷
地
野
菜
栽
培

　

久
々
野
地
域
は「
桃
源
郷
の
里
」の
呼
び
名
の

と
お
り
寒
暖
差
の
大
き
い
内
陸
型
の
気
候
を
生

か
し
た
果
樹
栽
培
が
盛
ん
で
す
。そ
の
歴
史
は
戦

後
の
食
糧
自
給
体
制
期
に
始
ま
り
ま
す
。舟
平

地
区
と
茂
谷
地
区
が
果
樹
栽
培
の
好
適
地
で
あ

る
と
い
う
決
定
の
も
と
、荒
地
を
開
拓
し
、そ
の

第
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
た
。長
野
県
に
視
察
に

行
き
、一
か
ら
栽
培
方
法
を
研
究
。苦
労
を
重
ね

て
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、久
々
野
産
の
リ
ン
ゴ
は
県
内
の
リ
ン
ゴ

耕
作
面
積
の
34・５
％
を
占
め
て
お
り
、一
番
の
産

地
と
な
り
ま
し
た
。果
樹
園
で
は
、リ
ン
ゴ
の
他

に
モ
モ
や
ナ
シ
、サ
ク
ラ
ン
ボ
な
ど
を
栽
培
し
、

全
国
各
地
に
発
送
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

久
々
野
地
域
は
高
冷
地
野
菜
栽
培
に
も
適
し

て
お
り
、ト
マ
ト
、ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
な
ど
が
栽
培

さ
れ
て
い
ま
す
。三
世
代
で
農
業
を
さ
れ
る
世
帯

も
多
く
、後
継
者
の
育
成
も
進
ん
で
い
ま
す
。

〇
豊
か
な
自
然

　

清
ら
か
な
流
れ
の
飛
驒
川（
益
田
川
）や
無
数

河
川
に
は
多

く
の
釣
り
人

が
訪
れ
ま

す
。特
に
益

田
川
は
、全

日
本
利
き
鮎

会
で
準
グ
ラ

ン
プ
リ
に
輝

く
な
ど
、美

味
し
い
鮎
が

捕
れ
る
こ
と
で
有
名
で
す
。

　
「
飛
驒
富
士
」と
呼
ば
れ
る
船
山
は
こ
の
地
域

の
シ
ン
ボ
ル
で
、山
頂
か
ら
臨
む
星
空
は
、目
の

前
に
い
っ
ぱ
い
に
星
が
広
が
る
知
る
人
ぞ
知
る

絶
景
で
す
。ま
た
、高
屹
山（
た
か
た
わ
や
ま・た

か
ど
や
ま
）山
頂
で
は
、３
６
０
度
の
パ
ノ
ラ
マ
が

広
が
り
、白
山
・
御
岳
・
乗
鞍
・
北
ア
ル
プ
ス
な
ど

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

〇
小こ
や
な
屋
名
し
ょ
う
け
と
有う
と
う道
し
ゃ
く
し

　

こ
の
地
域
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
台
所
用
品

で
す
。ど
ち
ら
も
農
閑
期
に
作
ら
れ
た
も
の
で
、

し
ょ
う
け
は
ス
ズ
タ
ケ
と
い
う
細
い
竹
と
マ
タ
タ

ビ
、ツ
タ
ウ
ル
シ
か
ら
で
き
、サ
イ
ズ
や
形
状
も

使
い
方
に
合

わ
せ
て
様
々

あ
り
ま
す
。

　

有
道
し
ゃ

く
し
は
、今

で
は
無
人
と

な
っ
た
有
道

地
区
が
発
祥

の
地
と
言
わ

れ
、朴
の
木

を
く
り
抜
い
て
作
る
素
朴
な
し
ゃ
く
し
で
、く
り

抜
い
た
刃
の
跡
が
美
し
く
目
を
引
き
ま
す
。

　

ど
ち
ら
も
後
継
者
不
足
が
課
題
と
な
っ
て
い

る
た
め
、毎
年
講
習
会
を
開
催
し
、後
継
者
の
育

成
を
図
っ
て
い
ま
す
。

〇
伝
統
行
事「
が
ん
ど
う
ち
」と「
地
蔵
祭
り
」

　

渚
地
区
と
上
組
地
区
で
は
、ひ
な
祭
り
の
こ
ろ

子
ど
も
た
ち
が
家
々
を
回
る「
が
ん
ど
う
ち
」と

い
う
風
習
が
あ
り
ま
す
。昔
は「
雛
さ
ま
見
せ
て

く
れ
、お
ぞ
て
も
褒
め
る
」と
言
っ
て
雛
さ
ま
を

見
に
来
て
、飾
っ
て
あ
る
お
菓
子
を
黙
っ
て
取
っ
て

い
っ
た
も
の
で
す
が
、今
で
は
あ
ら
か
じ
め
お
菓

子
が
準
備
し
て
あ
り
、子
ど
も
た
ち
に
渡
し
て
い

ま
す
。

　

橋
場
地
区
に
あ
る
地
蔵
さ
ま
は
、江
戸
時
代

初
期
頃
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
で
す
。当
時
疫

病
が
大
流
行
し
て
多
く
の
死
者
が
出
た
た
め
、

村
人
た
ち
が
８
月
16
日
に
こ
の
地
蔵
さ
ま
を
お

迎
え
し
ま
し
た
。す
る
と
、疫
病
が
下
火
に
な
り
、

以
来
毎
年
８
月
16
日
に
は
お
礼
を
す
る
た
め
に

村
人
が
集
ま
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。こ

の
松
明
の
行
列
が
地
蔵
祭
り
の
始
ま
り
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。現
在
で
は
、松
明
か
ら
提
灯
に

代
わ
り
、お
守
り
す
る
の
も
子
ど
も
た
ち
に
変
わ

り
、今
日
ま
で
守
り
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

〇
久
々
野
大
花
火

　

市
内
で
唯
一
尺
玉（
10
号
）が
上
が
る
納
涼
夏

ま
つ
り
の
花
火
は
、毎
年
お
盆
の
８
月
15 
日
に
行

わ
れ
ま
す
。そ
の
歴
史
は
正
し
く
は
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、昭
和
24
年
頃
に
青
年
団
が
始
め
た
と
さ

れ
、そ
の
後
昭
和
55
年
か
ら
久
々
野
地
域
の
商

工
会
青
年
部
が
毎
年
、資
金
集
め
か
ら
運
営
実

行
に
至
る
ま
で
す
べ
て
を
担
っ
て
い
ま
す
。こ
の

花
火
を
楽
し
み
に
帰
省
す
る
方
も
多
く
、近
年
で

は
地
域
外
の
方
も
多
く
訪
れ
て
い
ま
す
。

たわわに実ったリンゴ

飛驒富士「船山」

小屋名しょうけと有道しゃくし

久々野大花火


