
文
化
振
興
係
の
仕
事
と
は

　

私
た
ち
文
化
振
興
係
は
、町
内
に

残
る
文
化
財
の
保
存・活
用
、芝
山
古

墳・は
に
わ
博
物
館
お
よ
び
芝
山
文
化

セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
と
いっ
た
仕
事

を
行
って
い
ま
す
。

19
ペ
ー
ジ
に
あ
る
と
お
り
、芝
山
古

墳・は
に
わ
博
物
館
で
保
管・展
示
し

て
い
る
殿
塚
古
墳
・
姫
塚
古
墳
出
土

埴
輪
を
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
す

る
よ
う
答
申
が
出
さ
れ
ま
し
た
。こ

の
よ
う
な
貴
重
な
文
化
財
を
保
護
し
、

多
く
の
方
に
見
て
い
た
だ
く
よ
う
に
す

る
の
も
当
係
の
仕
事
の
一
つ
で
す
。

業
務
内
容
に
つ
い
て

①
文
化
財
に
関
す
る
業
務

　
「
文
化
財
」と
は
、今
日
ま
で
守
り

伝
え
ら
れ
て
き
た
古
い
建
物
や
美
術

品
、技
術
、生
活
や
習
わ
し
な
ど
を
指

し
ま
す
。こ
れ
ら
の
文
化
財
を
次
の
世

代
へつ
な
ぐ
た
め
保
存
や
活
用
を
進
め

て
い
く
の
が
私
た
ち
の
仕
事
で
す
。

　
具
体
的
に
は
、土
木
工
事
に
際
し
て

地
下
に
埋
も
れ
て
い
る
昔
の
人
の
住

居
跡
や
土
器
な
ど
を
発
掘
す
る「
埋

蔵
文
化
財
調
査
」や
、空
港
の
機
能
強

化
に
よ
って
移
転
と
な
る
地
区
の
映
像

記
録
撮
影
、郷
土
史
研
究
会
の
事
務

局
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

②
博
物
館
に
関
す
る
業
務

　

芝
山
古
墳
・
は
に
わ
博
物
館
は
、

「
房
総
の
古
墳
と
埴
輪
」を
テ
ー
マ
に

芝
山
町
周
辺
地
域
の
埴
輪
を
一
堂
に

集
め
て
展
示
し
て
い
ま
す
。令
和
３
年

度
の
リ
ニュ
ー
ア
ル
に
よ
り
埴
輪
の
展

示
数
が
約
１
８
０
点
と
な
り
、日
本
有

数
の
埴
輪
の
専
門
館
と
な
り
ま
し
た
。

博
物
館
の
仕
事
は「
資
料
の
展
示
」

だ
け
で
は
な
く
、「
資
料
収
集・保
存
」

「
調
査
研
究
」「
教
育
普
及
」が
あ
り

ま
す
。少
な
い
職
員
数
で
す
が
、多
く

の
方
に
埴
輪
や
古
墳
の
価
値
を
知
って

も
ら
え
る
よ
う
、精
力
的
に
活
動
し
て

い
ま
す
。

③
文
化
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
業
務

　

文
化
セ
ン
タ
ー
は
、地
域
文
化・芸

術
の
振
興
を
図
り
住
民
の
皆
さ
ん
へ

心
豊
か
に
な
る
感
動
を
提
供
す
る
た

め
、主
催
事
業
や
ホ
ー
ル
の
貸
し
出
し

を
行
っ
て
い
ま
す
。毎
年
恒
例
の
主
催

事
業「
新
春
寄
席
」で
は
、テ
レ
ビ
な

ど
で
も
お
な
じ
み
の
落
語
家
さ
ん
を

呼
ん
で
い
ま
す
。今
年
度
も
豪
華
な
落

語
家
さ
ん
に
出
演
交
渉
し
て
い
ま
す

の
で
、ご
期
待
く
だ
さ
い
。

　役場にはさまざまな部署がありますが、それぞれどのような業務を行っ
ているのか分からない方も多いと思います。
　このコーナーでは、町民の皆さんに役場の業務をもっと身近に感じてい
ただくため、各係の業務内容の一部を紹介します。

意外と知らない役場の仕事

文 化 振 興 係

も
っ
と
知
り
た
い

文
化
振
興
係
の
こ
と

係
の
雰
囲
気

　
出
先
機
関
も
あ
る
係
で
す
の
で
、意

思
の
疎
通
に
支
障
が
な
い
よ
う
連
絡・

相
談
し
や
す
い
雰
囲
気
の
中
、仕
事
を

し
て
い
ま
す
。物
理
的
な
距
離
は
あ
っ

て
も
心
の
距
離
は
あ
り
ま
せ
ん
。

仕
事
を
す
る
上
で
心
掛
け
て
い
る
こ
と

　

専
門
的
な
内
容
を
扱
う
こ
と
が
多

い
の
で
、役
場
内
部
の
人・外
部
の
人

を
問
わ
ず「
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
」

こ
と
を
心
掛
け
て
い
ま
す
。

や
り
が
い
を
感
じ
る
こ
と

　

文
化
セ
ン
タ
ー
主
催
事
業
の
寄
席

や
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
た
際
、お
客

さ
ん
の
喜
ぶ
顔
や
お
褒
め
の
言
葉
を

い
た
だ
い
た
と
き
に「
や
っ
て
よ
か
っ

た
」と
感
じ
ま
す
。

Vol.
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殿
塚
古
墳
・
姫
塚
古
墳
出
土
埴
輪

　
広
報
し
ば
や
ま
4
月
号
で
お
伝
え
し
た
と
お

り
、芝
山
古
墳・は
に
わ
博
物
館（
以
下「
博
物

館
」）で
展
示
し
て
い
る
殿
塚
古
墳・姫
塚
古
墳

出
土
埴
輪
が
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。こ
の
ペ
ー
ジ
で
は
、指
定

さ
れ
る
埴
輪
の
魅
力
を
お
伝
え
し
ま
す
。

　
国
の
文
化
審
議
会
は
、3
月
15
日

に
開
催
さ
れ
た
同
審
議
会
文
化
財
分

科
会
の
審
議
と
議
決
を
経
て
、殿
塚

古
墳
・
姫
塚
古
墳
出
土
埴
輪
を
国
の

重
要
文
化
財
に
指
定
す
る
よ
う
文
部

科
学
大
臣
に
答
申
し
ま
し
た
。こ
の
答

申
を
受
け
、後
日
行
わ
れ
る
官
報
告

示
に
よ
り
正
式
に
指
定
さ
れ
ま
す
。

　
指
定
さ
れ
る
埴
輪
は
48
点
で
、い
ず

れ
も
昭
和
31
年
に
芝
山
仁
王
尊
・
観

音
教
寺
と
早
稲
田
大
学
に
よ
る
殿
塚

古
墳・姫
塚
古
墳（
国
指
定
史
跡
）の

発
掘
調
査
で
出
土
し
ま
し
た
。特
に

姫
塚
古
墳
で
は
、墳
丘
北
側
か
ら
各

種
の
人
物
埴
輪
・
動
物
埴
輪
が
原
位

置
を
ほ
ぼ
保
っ
た
状
態
で
列
を
な
す

よ
う
に
出
土
し
ま
し
た
。

　
出
土
し
た
埴
輪
は
美み

ず

ら

豆
良（
髪
を

左
右
に
分
け
両
耳
の
辺
り
で
く
く
って

垂
ら
し
た
髪
型
）を
結
い
、顎あ

ご
ひ
げ髭
を
た

く
わ
え
山や

ま
た
か
ぼ
う

高
帽
を
被
っ
た
男
子
、馬
と

そ
れ
を
引
く
馬ま

ご子
、正
装
し
た
巫み

こ女

な
ど
多
彩
で
あ
り
、大
形
か
つ
精
巧
で

造
形
に
優
れ
た
個
体
が
多
く
、特
に

男
子
像
は
そ
の
風
貌
が
独
特
で
、こ
の

地
域
に
お
け
る
埴
輪
の
特
徴
を
よ
く

示
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
は
東
日
本
を
代
表
す
る
造

形
の
優
れ
た
埴
輪
群
で
あ
り
、関
東

地
方
に
お
け
る
古
墳
時
代
後
期
の
埴

輪
祭
祀
の
盛
行
を
伝
え
て
い
ま
す
。ま

た
、古
墳
に
お
け
る
埴
輪
の
配
置
状
況

が
明
瞭
な
事
例
と
し
て
大
変
貴
重
で

あ
り
、高
い
学
術
的
価
値
を
有
し
て
い

ま
す
。

　
殿
塚
古
墳・姫
塚
古
墳
出
土
埴
輪

は
博
物
館
で
展
示
し
て
い
ま
す
。ぜ
ひ

博
物
館
に
お
越
し
い
た
だ
き
本
物
の

迫
力
を
感
じ
て
く
だ
さ
い
。

国
重
要
文
化
財
と
は

　
歴
史
上
価
値
の
高
い
建
物
や
絵

画
、
彫
刻
な
ど
の
う
ち
重
要
な
も

の
と
し
て
国
が
指
定
し
た
も
の
。

令
和
6
年
5
月
1
日
現
在
、
殿
塚

古
墳
・
姫
塚
古
墳
出
土
埴
輪
と
同

じ
考
古
資
料
は
6
6
0
件
が
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
千
葉
県
内
で
埴
輪
の
重

要
文
化
財
指
定
は
本
件
が
初
、
ま

た
遺
跡（
史
跡
）と
出
土
品（
埴
輪
）

両
方
が
国
指
定
と
な
る
の
も
本
件

だ
け
で
す
。

　
博
物
館
の
情
報
は

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
チ
ェ
ッ
ク

▲国重要文化財に指定される殿塚古墳・姫塚古墳
　出土埴輪の一部

姫
塚
古
墳
か
ら
出
土
し
た
、通
称「
ゆ
た
か
な
ヒ
ゲ
の
男
」▶
 

芝
山
古
墳
・
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国
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へ
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