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裏面もご覧ください

地
区
対
抗

グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
＆
軟
式
野
球
大
会

開
催
！

令
和
5
年
6
月
17
日
に
峰
山
途
中
ヶ
丘
公

園
の
芝
生
広
場
で
「
令
和
5
年
度
峰
山
ス
ポ

ー
ツ
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
大
会
」
と
18
日

に
京
丹
後
夢
球
場
や
峰
山
中
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド

で
「
峰
山
町
地
区
対
抗
野
球
大
会
」
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
昨
年
ま
で
の
峰
山
ス
ポ
ー
ツ
祭
典

に
代
わ
っ
て
、
今
年
度
は
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ

ル
フ
は
峰
山
町
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
協
会
が

主
催
し
、
軟
式
野
球
は
京
丹
後
市
野
球
協
会
が

主
催
を
し
ま
し
た
。

今
大
会
を
開
催
す
る
に
あ
た
り
「
運
営
が
代

わ
り
初
め
て
の
大
会
で
も
普
段
の
実
力
が
発
揮

で
き
る
よ
う
に
プ
レ
ー
を
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
」
、
「
大
会
を
通
じ
て
多
く
の
人
と

軟
式
野
球
の
大
会
で
は
各
地
域
の
出
身
の
方

や
関
係
者
の
方
も
参
加
さ
れ
た
こ
と
で
新
た
な

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
生
ま
れ
た
り
、
選
手
以
外
で

も
応
援
に
来
て
い
た
ご
家
族
な
ど
が
盛
り
上
が

り
を
見
せ
て
い
た
り
し
ま
し
た
。

今
大
会
を
通
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
の
良
さ
を
感

じ
た
り
、
人
と
の
新
た
な
輪
が
生
ま
れ
た
り
広

が
っ
た
り
す
る
こ
と
で
「
ス
ポ
ー
ツ
の
力
」
を

改
め
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

開会式

R5.5末 前月比 R5.4末
0歳～14
歳 1,377 -1 1,378

15歳～
64歳 6,366 0 6,366

65歳～ 3,844 0 3,844
合計 11,587 -1 11,588

表彰式

グラウンド・ゴルフ大会の様子

軟式野球

優勝 峰山西地区

準優勝 吉原地区

知
り
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
大
会
が
開

催
さ
れ
る
こ
と
が
嬉
し
い
で
す
。
大
会
も
楽

し
み
つ
つ
自
分
の
地
区
に
貢
献
で
き
る
よ
う

に
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
」
な
ど
多
く

の
選
手
の
方
が
喜
び
を
か
み
し
め
、
今
大
会

の
意
気
込
み
を
語
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

試合の様子

グラウンド・ゴルフ
優勝 吉原地区
準優勝 新山地区
3位 丹波地区



今
回
、
峰
山
町
橋
木
に
建
立
さ
れ
て
い
る
「
縁

城
寺
」
に
つ
い
て
、
住
職
に
取
材
し
て
き
ま
し
た
。

「
橋
木
の
観
音
さ
ん
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
「

縁
城
寺
」
は
、
７
１
７
年
に
天
竺
高
僧
善
無
畏
三

蔵
（
て
ん
じ
く
こ
う
そ
う
ぜ
ん
む
い
さ
ん
ぞ
う
）

が
来
朝
し
、
梵
天
帝
釈
天
（
ぼ
ん
て
ん
た
い
し
ゃ

く
て
ん
）
よ
り
千
手
観
音
木
像
を
授
か
り
ま
し
た
。

そ
の
後
７
７
１
年
に
光
仁
天
皇
が
堂
宇
を
建
立
し

「
千
手
院
」
と
名
付
け
、
勅
願
寺
と
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
７
９
５
年
に
桓
武
天
皇
に
よ
り
、
「
縁

城
寺
」
の
寺
号
勅
額
（
じ
ご
う
ち
ょ
く
が
く
）
を

賜
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

※

勅
願
寺
：
時
の
天
皇
・
上
皇
の
発
願
に
よ
り
、

国
家
の
守
護
・
安
定
な
ど
を
祈
願
し
て
創
建
さ

れ
た
祈
願
寺
。

※

寺
号
勅
額
：
皇
帝
や
天
皇
な
ど
か
ら
寺
社
額
に

直
筆
で
与
え
ら
れ
る
名
称
。

戦
国
時
代
で
は
、
織
田
信
長
が
比
叡
山
延
暦
寺

を
焼
き
討
ち
し
、
そ
の
折
沢
山
の
僧
た
ち
が
丹
後

の
真
言
、
天
台
等
密
教
寺
院
に
逃
げ
て
来
た
そ
う

で
す
。
し
か
し
、
丹
後
の
密
教
寺
院
が
比
叡
山
の

僧
た
ち
を
匿
っ
た
こ
と
に
織
田
信
長
は
激
怒
し
細

川
氏
に
真
言
倒
し
を
強
行
す
る
べ
く
命
じ
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
「
縁
城
寺
」
で
は
細
川
氏
に
鐘
楼
を

奪
わ
れ
、
現
在
で
は
舞
鶴
市
の
桂
林
寺
に
「
縁
城

寺
」
と
記
さ
れ
た
鐘
楼
が
保
存
さ
れ
て
い
る
そ
う

で
す
。

「
縁
城
寺
」
は
、
文
化
財
に
登
録
さ
れ
て
い
る

多
く
の
仏
像
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
有
名
な
重
要
文

化
財
は
「
木
彫
千
手
観
音
立
像
」
で
す
。
平
安
時

代
の
仏
像
で
一
木
造
り
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
一

木
造
り
と
は
、
一
つ
の
木
材
を
用
い
て
彫
り
出
す

こ
と
を
言
い
ま
す
。
（
特
別
な
日
に
観
賞
可
能
）

他
に
も
、
鎌
倉
時
代
に
作
ら
れ
た
「
木
造
阿
弥

陀
如
来
立
像
」
は
寄
木
造
り
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

寄
木
造
り
で
は
、
多
く
の
木
を
用
い
て
作
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
上
に
漆
塗
り
を
し
て
い
ま
す
。

（
現
在
、
京
都
府
国
立
博
物
館
に
保
管
中
。
）

今
回
、
取
材
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
住
職
は
「
平

安
時
代
の
仏
像
は
穏
や
か
で
堂
々
と
し
た
仏
で
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
安
徳
天
皇
の
念
持
仏
と
さ
れ
て

い
る
阿
弥
陀
如
来
立
像
は
、
息
を
の
む
よ
う
な
美

し
さ
で
あ
り
ま
す
。
」
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

私
は
、
今
回
の
取
材
で
１
３
０
０
年
前
の
も
の

が
争
い
や
災
害
な
ど
が
多
い
中
、
先
代
や
先
々
代

の
方
た
ち
が
一
生
懸
命
守
り
続
け
て
き
た
こ
と
に

胸
を
打
た
れ
ま
し
た
。

「
縁
城
寺
」
庫
裏
前
に
は
蓮
の
池
が
あ
り
ま
す
。

昨
年
は
蓮
の
花
の
取
材
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
多

く
の
方
が
見
に
来
ら
れ
ま
し
た
。
私
も
一
度
見
に

行
き
ま
し
た
。
蓮
の
花
の
色
は
鮮
や
か
で
心
の
中

が
落
ち
着
く
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

今
年
も
蓮
の
花
が
開
花
す
る
時
期
（
７
月
～
８

月
）
が
近
づ
き
ま
し
た
の
で
、
皆
さ
ま
も
足
を
運

ん
で
み
て
は
い
か
が
で
す
か
。

木彫千手観音立像
（一木造り）

木造阿弥陀如来立像
（寄木造り）

昨年の蓮の花

縁城寺本堂

「発信貴山縁城寺」の歴史や文化について
～約1300年間、守り続けてきた文化財～

はしきさんえんじょうじ


