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生

．
報会

議

教
育
委
員
に
上
村
栄

請
願
三
件
も
受
理

　
第
七
回
の
臨
時
町
議
会
が
、
先
月
二
十
二
日
に
開
か
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
議
会
で
は
、
教
育
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
同
意
を
求
め
る
こ
と
の
ほ
か

条
例
改
正
や
請
願
三
件
な
ど
を
審
議
し
て
い
ま
す
。

　
保
安
要
員
の
報
酬

　
　
　
　
月
八
万
円
に

　
教
育
委
員
は
、
都
合
に
よ
り
辞
任
さ

れ
た
元
町
の
馬
場
卜
禅
氏
の
後
任
に
つ

い
て
任
命
し
た
い
と
い
う
も
の
で
、
下

平
新
田
の
上
村
栄
一
氏
を
任
命
す
る
こ

と
に
同
意
し
ま
し
た
。

　
上
村
氏
は
、
馬
場
委
員
の
残
任
期
間

（
五
十
三
年
九
月
十
五
日
）
ま
で
お
骨

お
り
願
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
条
例
改
正
は
、
特
別
職
の
職
員
で
非

常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
ぴ
費
用
弁
償
に

関
す
る
も
の
の
一
部
改
正
で
、
こ
の
改

正
で
、
冬
期
集
落
保
安
要
員
の
報
酬
が

月
額
八
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
保
安
要
員
制
度
は
、
冬
期
孤
立

部
落
を
解
消
す
る
た
め
、
去
る
五
十
年

か
ら
始
め
ら
れ
た
も
の
、
こ
と
に
、
遠

氏
をレ

22
臨
時

1

隔
地
の
人
た
ち
に
喜
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
県
の
方
針
に
よ
り
制
度
化

さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
県
の
対
象
か
ら

除
か
れ
た
部
落
で
、
と
く
に
冬
期
間
不

便
な
部
落
に
つ
い
て
は
、
　
一
部
町
費
に

よ
り
保
安
要
員
を
お
願
い
し
て
る
と
乙

ろ
も
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
委
員
会
で

　
　
　
　
　
細
部
審
査
を

　
請
願
は
、
次
の
三
件
で
す
が
、
そ
れ

ぞ
れ
細
部
審
査
を
行
う
た
め
、
関
係
常

任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

◎
仙
田
小
学
校
屋
外
運
動
場
拡
張
整
備

並
ぴ
に
仙
田
学
校
給
食
共
同
調
理
場
移

転
に
関
す
る
請
願
。

◎
川
西
ダ
ム
建
設
に
と
も
な
う
農
地
耕

作
等
の
補
償
に
関
す
る
請
願
。

◎
橘
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
仕
上
げ
整
備

並
ぴ
に
プ
ー
ル
サ
イ
ド
補
強
工
事
に
関

す
る
請
願
．

お
正
月
の
休
日
救
急
医

一
日
・
中
条
病
院
七
・
三
〇
一
八

二
日
・
大
島
医
院
二
．
一
一
九
五
七

三
日
・
十
日
町
病
院
七
・
五
五
六
六

八
日
・
至
誠
堂
医
院
二
去
三
七
六

（
予
定
の
た
め
変
更
さ
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
）

受
け
取
り

　
　
　
　
ま
し
ょ
う

「
公
給
領
収
証
」

　
忘
年
会
や
新
年
会
の
シ
ー
ズ
ン
を
迎

え
ま
し
た
。
ご
存
知
で
し
ょ
う
が
、
料

理
屋
な
ど
で
飲
食
を
し
た
場
合
、
〃
料

理
飲
食
等
消
費
税
〃
が
か
か
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
．

　
こ
の
税
金
は
、
飲
食
を
し
た
代
金
の

十
パ
ー
セ
ン
ト
を
、
新
潟
県
が
徴
収
す

る
も
の
で
、
県
の
大
き
な
財
源
に
な
っ

て
い
ま
す
。
　
（
利
用
金
額
が
少
な
い
と

き
は
税
金
は
か
か
り
ま
せ
ん
。
）

　
料
理
飲
食
等
消
費
税
を
支
払
う
と

（
実
際
に
は
、
飲
食
代
金
に
含
め
店
に

払
う
）
店
で
は
、
税
金
を
受
け
取
っ
た

印
し
と
し
て
、
公
給
領
収
証
を
く
れ
ま

す
の
で
、
必
ず
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

10回を数えた

　　　合同しゅん工式11／25

合同しゅん工式も、回を重さねことしは1咽目を迎えました

年々、建設事業への投資額も多くなり、ことしのまとめは約

7億3，500万円、継続事業を含めると約8億5，000万円となり

ました。

　これに国、県直営事業などを加えますと、今年度町に投下し

た事桑費は、およそ22億円というぽう大なものになります。

　　　　　＊　　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　　＊

　ことしも、合同しゅん工式の席上、米多収穫共進会の表彰が

行われました。

　天候に恵まれ、近代的機械化農業も軌道にのって、近年にな

い豊作の結果があらわれています。

　多収賞は次のとおりです。

　　1位　下島生産組合　トドロキワセ　　668陣

　　2位　伊友生産組合　アキニシキ　　　645晦

　3位木落生産組合　アキニシキ　　　643晦
努力賞

　　1位　高坪生産組合　　650K9
　　2位　南部生産組合　　628Kg

　　2位　原田生産組合　　628Kg

　　（品種は全部トドロキワセ）

　また、個人の部でよ高倉の高橋弥太郎さんが、コシヒカリ

535Ki9で奨励賞を受けました。

・
ふ
・
く
・
し

ん
・
年
金
の
保
険
料
は

き
税
金
の
控
除
対
象
に
〃
㈹

　ん
　

こ
と
し
一
年
間
に
納
め
た
国
民

．
年
金
の
保
険
料
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ

ね　
　
ン
の
年
末
調
整
や
自
営
業
者
な
ど

が
確
定
申
告
を
す
る
と
、
そ
の
額

が
ま
る
ま
る
所
得
額
か
ら
控
除
さ

れ
、
所
得
税
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　
今
月
は
、
年
末
調
整
の
月
で
す

か
ら
、
該
当
者
は
、
こ
の
手
続
き

を
忘
れ
ず
に
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
控
除
さ
れ
る
額

　
こ
と
し
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で

に
納
め
た
次
の
保
険
料
額
が
控
除

の
対
象
に
な
り
ま
す
。

（
①
是
額
保
険
料
、
　
一
月
か
ら
三
月

ま
で
は
一
か
月
に
つ
き
千
四
百
円
。

　
四
月
か
ら
十
二
月
ま
で
は
一
か

月
に
つ
き
二
千
二
百
円
、
　
（
年
間

合
計
で
は
二
万
四
千
円
）

（
②
付
加
保
険
料
、
　
一
月
か
ら
十
二

月
ま
で
一
か
月
に
つ
き
四
百
円
、

（
年
間
で
は
四
千
八
百
円
）

　
定
額
保
険
料
と
付
加
保
険
料
を

あ
わ
せ
て
、
一
年
間
ま
る
ま
る
納

め
た
人
は
、
二
万
八
千
八
百
円
の

控
除
と
な
り
ま
す
。

③
禾
納
保
険
料
や
追
納
保
険
料
を

こ
の
一
年
間
に
納
め
て
い
る
と
控

除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
保
険
料
を
前
納
さ
れ
た

方
に
つ
い
て
は
、
細
か
い
計
算
を

必
要
と
し
ま
す
の
で
、
年
金
係
ま

で
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

（
上
）
受
益
者
を
代
表
し
て
謝
辞
を
の

　
　
べ
る
下
原
の
須
藤
寛
蔵
さ
ん
。

（
下
）
多
収
穫
共
進
会
受
賞
者
の
皆
さ

　
　
ん
。
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農
業
振
興
地
域
制
度
と
は

　
農
業
が
思
わ
し
く
な
い
か
ら
、
田
ん

ぼ
や
畑
を
ど
ん
ど
ん
商
工
業
地
や
宅
地

な
ど
に
か
え
て
し
ま
お
う
：
・
：
：
：
。

も
し
、
こ
ん
な
考
え
が
全
国
に
広
ま
っ

た
ら
、
い
つ
た
い
日
本
の
将
来
の
食
糧

は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

〃農振”指定から7年

の洗いなおし●

鴇 ●●

一に要必が

　
来
年
以
降
は
、
再
ぴ
大
規
模
な
生
産

調
整
が
必
要
だ
と
論
議
を
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
生
産
調
整
と
い
う
の
は
、
ほ
ん

の
一
時
期
的
な
乙
と
、
長
い
目
で
見
た

場
合
、
国
民
食
糧
の
安
定
供
給
と
い
う

こ
と
は
、
な
お
ざ
り
に
で
き
な
い
大
き

な
問
題
な
の
で
す
。

　
〃
農
地
は
農
地
と
し
て
守
り
ま
し
ょ

う
。
そ
し
て
、
農
業
を
も
っ
と
も
っ
と

近
代
化
し
、
将
来
に
お
け
る
食
糧
の
確

保
に
努
め
ま
し
ょ
う
。
〃
蔦
こ
ん
な
方

針
の
も
と
に
、
国
で
は
昭
和
四
十
四
年

に
農
業
振
興
地
域
制
度
を
作
り
ま
し
た
。

　
こ
の
制
度
を
略
し
て
、
〃
農
振
〃
と

呼
ん
で
い
ま
す
が
、
私
た
ち
の
町
で
も

こ
の
農
振
を
と
り
入
れ
て
か
ら
、
す
で

　
　
　
　
　
　
　
宰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奮

　
〆

　
！

　
　
　
　
君
遡
市
韓
L
宣
惰

雅
で
－

箋
、
．

　
曝

　
～

　
画

勤
●
σ
　
ρ

●

翻 勾丞　　　！　く＝

＿癒

に
七
年
が
経
過
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
制
度
の
指
定
を
受
け
る
と
、
農

地
を
他
の
も
の
に
転
用
す
る
場
合
、
　
一

定
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
、
わ
ず
ら

わ
し
い
面
も
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
、

一
面
で
は
、
町
の
農
業
振
興
に
大
き
な

貢
献
も
し
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
こ
の
お
か
げ
で
で
さ
た
事

業
は
、
県
営
の
ほ
場
整
備
事
業
や
第
二

次
構
造
改
善
事
業
な
ど
、
そ
し
て
、
今

ま
た
進
め
ら
れ
て
い
る
モ
デ
ル
事
業
や

地
域
農
政
特
別
対
策
事
業
な
ど
、
農
業

を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
大
き
な
事
業
が

行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
農
振
制
度
を
と
り

入
れ
た
時
期
と
今
日
で
は
、
社
会
的
に

も
経
済
的
に
も
、
大
き
く
変
わ
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
計
画
し
た
こ
と
が
実
情

に
そ
ぐ
わ
な
い
部
分
が
多
く
な
っ
た
の

で
す
。

　
そ
こ
で
、
乙
の
ほ
ど
、
も
う
一
度
農

振
計
画
の
練
り
直
し
と
、
農
用
地
区
域

の
線
引
き
の
し
直
し
を
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

農
用
地
区
域
と
は

が
で
き
ま
せ
ん
。

　
農
用
地
区
域
の
指
定
を
受
け
て
不
利

に
な
る
（
？
）
点
と
い
え
ば
、
農
業
以

外
の
目
的
に
転
用
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
、
し
か

し
、
乙
れ
は
、
優
良
農
地
を
守
る
と
い

う
農
振
制
度
の
趣
旨
か
ら
は
、
当
然
の

こ
と
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

農業振興地域をあきらかにする

改
正
が

　
　
　
必
要
な
わ
け

＠審

’’一

　
先
程
も
ふ
れ
ま
し
た
が
、
私
た
ち
の

町
が
農
振
の
指
定
を
受
け
た
の
は
、
今

か
ら
七
年
前
で
し
た
。

　
こ
の
間
、
皆
さ
ん
か
ら
の
除
外
申
請

に
も
と
づ
い
て
、
毎
年
毎
年
計
画
を
変

更
し
て
き
ま
し
た
が
、
社
会
情
勢
の
変

化
な
ど
も
あ
っ
て
、
全
面
的
に
見
直
し

が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

　
実
情
に
そ
ぐ
わ
な
い
部
分
の
是
正
と

ま
た
、
町
の
今
後
の
計
画
も
お
り
こ
ん

で
、
農
用
地
区
域
の
線
を
引
き
直
す
必

要
が
生
じ
た
の
で
す
。

　
ま
し
た
。

㈹
単
純
休
耕
で
原
野
の
よ
う
に
な
っ
た

　
田
も
農
用
地
区
域
に
含
め
ま
す
。

ω
今
後
、
農
用
地
と
な
る
可
能
性
の
あ

　
る
場
所
は
、
山
林
、
原
野
で
も
農
用

　
地
区
域
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　皆
　さ
おん
　へ
願の

い

　
農
用
地
区
域
に
含
め
る
土
地
を
明
ら

か
に
し
た
図
面
を
、
今
月
中
に
は
農
振

協
議
会
委
員
を
通
じ
、
皆
さ
ん
か
ら
見

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
そ
の
農
用
地
区
域
に
含
ま
れ
た
農
地

を
、
他
の
目
的
に
今
後
使
い
た
い
計
画

が
あ
る
と
き
は
、
委
員
の
と
乙
ろ
に
あ

木
島
の
小
林
さ
ん

善
行
表
彰
を
受
彰

　
川
西
町
は
、
全
町
が
農
振
地
域
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
総
面
積
は
七
千
四
百
十
六
ヘ
ク
タ
ー

ル
、
こ
の
う
ち
、
農
地
と
い
わ
れ
る
部

分
は
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
ま
せ

ん
。
こ
の
う
ち
で
も
、
こ
れ
か
ら
農
地

以
外
の
も
の
に
転
用
さ
れ
る
部
分
が
あ

り
ま
す
が
、
他
に
転
用
さ
れ
る
も
の
を

除
い
て
、
町
が
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
農
用
地
と
し
て
指
定
す
る
の
が

〃
農
用
地
区
域
〃
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
農
用
地
区
域
の
指
定
を
受
け
な

い
と
、
土
地
改
良
事
業
や
二
次
構
、
地

域
農
政
特
対
な
ど
の
事
業
を
す
る
こ
と

る
除
外
申
請
書
に
記
入
し
て
提
出
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
大
切
な
乙

と
で
す
の
で
ま
ち
が
い
の
な
い
よ
う
お

願
い
し
ま
す
．

　
こ
と
に
、
農
用
地
へ
の
植
林
、
宅
地

へ
の
転
用
と
い
っ
た
乙
と
は
、
む
ず
か

し
い
規
制
も
あ
り
ま
す
の
で
、
委
員
の

皆
さ
ん
に
ご
相
談
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
こ
う
し
て
、
農
業
用
区
域
の
線
引
き

が
で
き
あ
が
る
と
県
に
報
告
し
ま
す
が

そ
れ
以
前
に
、
役
場
で
皆
さ
ん
か
ら
確

認
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
縦
覧
を
行
い

ま
す
。

　
今
の
と
乙
ろ
、
来
年
の
二
～
三
月
ご

ろ
縦
覧
の
予
定
で
す
。
自
分
の
予
定
し

た
も
の
と
ち
が
っ
て
い
る
場
合
は
、
そ

の
と
き
に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

線
引
き
の
た
め
の

町
の
方
針

ω
こ
れ
ま
で
農
用
地
区
域
と
し
て
指
定

　
し
た
面
積
と
、
ほ
ぼ
同
じ
面
積
を
農

　
用
地
と
し
て
指
定
し
ま
す
。
内
容
や

　
場
所
な
ど
に
多
少
の
ち
が
い
は
あ
っ

　
て
も
、
今
皆
さ
ん
が
耕
作
し
て
い
る

　
農
地
は
、
ほ
ぼ
農
用
地
と
し
て
指
定

　
さ
れ
る
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。

の
今
ま
で
農
用
地
区
域
か
ら
除
外
さ
れ

　
て
い
た
農
業
用
施
設
用
地
（
ラ
イ
ス

　
セ
ン
タ
ー
や
育
苗
施
設
用
地
等
）
も

　
法
改
正
に
よ
り
含
め
る
こ
と
に
な
り

　
交
通
事
故
の
絶
滅
運
動
、
献
血
運
動

へ
の
協
力
、
そ
し
て
、
小
中
学
生
の
健

全
育
成
の
た
め
に
と
、
幅
広
く
奉
仕
活

動
を
続
け
て
い
る
木
島
の
小
林
健
三
さ

ん
は
、
こ
の
ほ
ど
そ
の
善
行
が
認
め
ら

れ
、
日
本
顕
彰
会
（
会
長
笹
川
良
一
）

か
ら
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

　
小
林
さ
ん
は
、
人
一
倍
奉
仕
の
念
が

強
く
、
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
は
小
さ

な
親
切
運
動
の
模
範
と
し
て
、
ま
た
、

毎
日
の
ご
と
く
街
頭
で
の
交
通
指
導
に

あ
た
ら
れ
る
な
ど
、
献
身
的
な
活
動
を

続
け
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
☆

　
先
月
三
日
行
わ
れ
た
県
政
功
労
、
一

般
功
労
の
知
事
表
彰
の
席
上
、
木
落
の

和
久
井
精
一
さ
ん
が
、
　
ハ
般
功
労
者

（
地
方
自
治
）
と
し
て
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

　
和
久
井
さ
ん
は
、
昭
和
二
十
一
年
に

橘
村
議
会
議
員
に
当
選
以
来
、
本
年
八

月
ま
で
連
続
し
て
議
員
活
動
に
従
事
。

　
こ
の
間
、
町
議
会
議
長
や
。
県
町
村

議
会
議
長
会
の
理
事
な
ど
の
要
職
に
つ

か
れ
て
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
☆

　
こ
の
ほ
ど
、
三
領
の
南
雲
隆
三
さ
ん

は
、
県
統
計
協
会
総
裁
表
彰
（
総
裁
・

君
知
事
）
を
受
彰
し
ま
し
た
。

　
南
雲
さ
ん
は
、
昭
和
二
十
二
年
の
国

務
調
査
以
来
、
農
業
セ
ン
サ
ス
、
商
業

・
工
業
・
事
業
所
統
計
な
ど
幅
広
く
調

査
に
従
事
、
長
年
の
功
績
が
認
め
ら
れ

た
も
の
で
す
。
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サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
税
金
精
算

　
　
　
　
　
　
　
　
年
末
調
整
の
月
で
す
！

　
十
二
月
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
と
っ
て

年
末
調
整
の
月
で
す
。

　
サ
ラ
リ
！
マ
ン
の
ほ
と
ん
ど
の
方
は

毎
月
の
給
料
か
ら
、
所
得
税
を
差
し
引

か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
税
額
は
、
あ

く
ま
で
も
そ
の
月
々
の
給
料
に
つ
い
て

計
算
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
そ
こ
で
、
　
一
年
分
の
所
得
に
対
す
る

税
額
を
正
し
く
計
算
す
る
た
め
、
乙
と

し
最
後
の
給
与
を
受
け
る
と
き
、
①
年

の
中
途
で
の
出
生
、
結
婚
、
就
職
な
ど

扶
養
親
族
等
の
増
減
、
②
一
年
間
に
支

払
っ
た
生
命
保
険
料
や
損
害
保
険
料
、

（
③
住
宅
取
得
控
除
と
し
て
税
務
署
か
ら

通
知
の
あ
っ
た
金
額
：
：
：
・
：
な
ど
が

い
っ
し
ょ
に
精
算
さ
れ
ま
す
。

　
年
末
調
整
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
に
差

レ
引
か
れ
た
税
額
が
年
税
額
に
比
べ
て

多
く
な
っ
て
い
る
場
合
は
税
金
が
戻
り

逆
に
、
少
な
い
場
合
は
納
め
る
こ
と
に

な
り
ま
す
．

　
大
部
分
の
サ
ラ
リ
！
マ
ン
は
、
乙
の

年
末
調
整
に
よ
っ
て
、
乙
と
し
一
年
間

の
納
税
が
完
了
し
、
改
め
て
確
定
申
告

を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し

災
害
や
盗
難
に
あ
っ
た
人
、
多
額
の
医

療
費
を
支
払
っ
た
人
な
ど
は
、
確
定
申

告
に
よ
っ
て
税
金
の
還
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
給
与
の
年
収
額
が
一
千
万
円

を
超
え
る
人
、
給
与
所
得
及
ぴ
退
職
所

得
以
外
の
各
種
の
所
得
金
額
の
合
計
額

が
二
十
万
円
を
超
え
る
人
、
二
か
所
以

上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る
場
合
で
一

定
の
要
件
に
あ
た
る
人
な
ど
は
、
確
定

申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
確
定
申
告
は
、
二
月
十
六
日
か
ら
三

月
十
五
日
ま
で
で
ず
。

善
意
を
あ
り
が
と
う

　
川
西
高
校
か
ら

　
文
化
祭
の
収
益
金
ほ
か

　
川
西
高
校
三
年
二
組
の
皆
さ
ん
か
ら

文
化
祭
の
収
益
金
五
千
七
百
五
十
円
を
．

　
寺
尾
の
小
林
正
一
さ
ん
か
ら
、
父
軍

平
さ
ん
の
香
典
返
し
と
し
て
二
万
円
を
、

　
い
ず
れ
も
社
会
福
祉
に
ご
寄
付
い
た

だ
き
ま
し
た
．

青
木
さ
ん
か
ら

　
　
　
書
籍
九
冊
を

　
田
戸
か
ら
埼
玉
県
越
谷
市
に
転
居
さ

れ
た
青
木
喜
八
さ
ん
か
ら
、
総
合
セ
ン

タ
i
図
書
室
に
あ
て
、
図
書
九
冊
の
寄

贈
が
あ
り
ま
し
た
。

　
題
名
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
と
、
◎

大
陸
文
化
と
青
銅
器
、
◎
生
活
綴
方
成

立
史
研
究
、
◎
学
校
内
部
規
程
の
研
究

な
ど
、
い
ず
れ
も
昭
和
三
十
年
前
後
に

発
行
さ
れ
た
も
の
で
す
。
ご
覧
に
な
り

た
い
方
は
、
セ
ン
タ
ー
図
書
室
ま
で
。
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周年を迎えた共済事業

　
農
業
共
済
事
業
が
生
ま
れ
た
の
は
、

戦
後
間
も
な
い
昭
和
二
十
二
年
十
二
月

十
五
日
、
そ
れ
ま
で
の
農
業
保
険
法
か

ら
「
農
業
災
害
補
償
法
」
と
名
前
を
か

え
て
か
ら
三
十
年
が
経
過
し
ま
し
た
。

農
政
の
方
向
を
し
め
す

　
　
　
　
　
　
　
　
共
済
制
度

昇
貨
次
は
卿
β
3
で
に

　
ぜ
っ
か
く
の
廷
帽
附
状
で
瀞
9
，

　
で
き
る
な
り
元
ロ
広
り
た
だ
き
た

リ
己
の
．
み
セ
く
ζ
己
ニ
ナ
百
3
f

κ
は
幽
乙
須
‘
6
《
ノ
ρ
　
　
　
　
●

σ

農
業
政
策
の
中

で
の
共
済
制
度
は

そ
の
と
き
ど
き
の

農
業
情
勢
や
農
政

の
方
向
を
敏
感
に

反
映
し
、
幾
多
の

改
正
を
し
な
が
ら

今
日
ま
で
歩
ん
で

き
ま
し
た
。

　
ご
存
知
で
し
ょ

う
が
、
昭
和
二
十
年
代
に
は
保
護
政
策

の
農
業
、
三
十
年
代
に
は
選
択
的
拡
大

総
合
農
政
へ
と
発
展
、
そ
し
て
、
四
十

年
代
に
は
食
糧
の
安
定
自
給
か
ら
、
今

　
　
皆
さ
ん
の
要
望
に

日
の
米
過
剰
時
代

と
姿
を
か
え
て
い

ま
す
。

　
同
じ
よ
う
に
、

農
業
共
済
制
度
も

保
護
政
策
と
し
て

の
役
割
り
か
ら
、

本
来
の
補
償
制
度

の
充
実
へ
と
発
展

し
な
が
ら
、
農
業

そ
の
も
の
を
守
る

方
向
へ
と
進
ん
で

き
ま
し
た
。

応
じ
た
制
度
に

　
こ
の
よ
う
に
、
農
家
の
皆
さ
ん
に
大

き
な
期
待
を
も
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
共
済
制
度
で
す
が

ぎます）を（▲共済制度では防除機填び）充実にも

か
と
い
っ
て
、
ま

だ
完
全
な
も
の
で

な
い
乙
と
も
事
実
、

で
す
。い

か
に
保
険
事

業
と
は
い
っ
て
も
、

時
代
に
対
応
し
た

制
度
の
見
直
し
と

農
家
の
皆
さ
ん
の

需
要
に
見
合
っ
た

も
の
で
な
け
れ
ぱ

な
り
ま
せ
ん
。

皆
さ
ん
に
掛
金

負
担
を
お
願
い
し

て
い
る
以
上
、
農

家
の
保
険
機
能
と

し
て
の
期
待
に
応

え
ら
れ
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
農
家
の

経
営
内
容
が
複
雑

化
し
て
い
ま
す
が
、
特
定
の
農
家
に
の

み
片
寄
つ
た
制
度
で
あ
つ
て
は
な
ら
な

い
わ
け
で
す
。

補
償
か
ら

　
　
損
害
防
止
へ

　
こ
こ
で
、
ち
ょ
っ
と
過
去
三
十
年
間

の
共
済
事
故
記
録
を
み
て
み
ま
し
ょ
．
莞

　
大
部
分
の
農
家
が
被
害
を
受
け
た
と

い
わ
れ
る
大
災
害
は
、
昭
和
二
十
八
年
＾

三
十
三
年
、
そ
し
て
昨
年
と
三
回
発
生

し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
半
数
程
度
の
農
家
が
被
害
を

受
け
た
の
は
、
二
十
年
代
に
三
回
、
三

十
年
代
に
も
三
回
、
四
十
年
代
に
は
一

回
と
七
回
を
数
え
、
大
災
害
と
合
わ
せ

る
と
実
に
十
回
、
三
年
に
一
回
の
割
合

い
で
発
生
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
近
年
は
、
生
産
基
盤
の
整

備
や
耕
種
技
術
の
向
上
な
ど
か
ら
、
災

（▲土砂くずれなど危険な所も共済対象に……）

害
の
発
生
割
合
い
は
減
少
傾
向
、
と
は

い
つ
て
も
、
最
近
の
太
陽
黒
点
数
の
変

化
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
小
雨
、
低
温
の

傾
向
が
目
だ
ち
、
予
断
を
許
さ
な
い
気

象
条
件
に
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

〃
災
害
は
忘
れ
た
こ
ろ
に
や
っ
て
く
る
夕

の
格
言
を
銘
記
し
な
が
ら
も
、
　
一
方
で

は
〃
備
え
あ
れ
ば
憂
い
な
し
〃
の
名
言

ど
お
り
、
所
得
補
償
か
ら
損
害
防
止
の

方
向
へ
と
、
農
業
共
済
制
度
の
運
用
を

検
討
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

≡
＝
係
か
ら
≡
≡
≡
≡
≡

　
農
業
共
済
で
は
、
水
稲
、
蚕
繭
、
家

畜
、
建
物
、
農
機
具
共
済
の
ほ
か
に
、

病
害
虫
防
除
な
ど
を
通
じ
て
、
農
家
経

営
の
安
定
に
、
少
し
で
も
役
立
ち
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
を

通
じ
て
、
ご
意
見
を
お
寄
せ
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
．
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欝
灘
灘
・

役
立
っ
て
い
る

年
金
・
簡
保
の
積
立
金

　
建
設
事
業
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
地
方
債
（
政
府
資
金
や
縁
故

資
金
か
ら
の
融
資
）
が
財
源
と
し
て
大
き
な
ウ
エ
ー
ト
を
し
め
て
い

ま
す
。
そ
の
中
で
、
皆
さ
ん
の
年
金
積
立
金
や
簡
保
積
立
金
か
ら
、

還
元
融
資
を
受
け
て
取
り
組
ん
だ
事
業
も
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

懸　
　
　
灘

聲
　
　
　
　
■
　
　
　
，

　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
臼

　
　
　
　
，

　
　
　
　
■

　
　
　
　
、
蕊

　
　
　
　
ロ
ミ
ロ

　
　
　
ロ
　
レ
リ

　
　
　
　
黙
轟

　
一
一
一
一
一
一
－
騨
一
ー
ロ
ロ
ー
一
ロ
■
0
8
一
一
■
一
一
一
一
一
一
一
一
●
一
一
－
一
一
一
一
繍
一
幽
一
一
ロ
一
一
一
口
一
一
一
一
一
一
－
一
一
一
一
1
一
一
一
一
一
一
一
－
一
一
一
一
一
ロ
一
一
一
一
一
一
一
騨
闘
一
－
一
一
－
一
一
騨
一
一
一
一
一
臼
一
一
一
一
一
－
一
一
一
一
一
一
一
鳳
一
一
一
一
噂
一
一
一
－
一
一
一
I
I
一
一
一
謂
ロ
一
一
一
一
一
一
1
一
一

民
生
委
員
の
改
選

　
　
　
　
　
次
の
方
々
が
相
談
相
手
に

　
今
月
一
日
か
ら
、
民
生
委
員
に
次
の

万
々
が
就
任
し
ま
し
た
。

　
今
後
三
年
間
、
明
る
い
町
づ
く
り
の

た
め
に
、
ま
た
、
福
祉
全
般
に
つ
い
て

皆
さ
ん
の
よ
い
相
談
相
手
に
な
っ
て
く

れ
ま
す
。

　
担
当
町
内
を
含
め
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
（
敬
称
略
．
下
段
は
担
当
町
内
）

　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
●

宮
徳
次
郎
　
中
島
町
．
発
電
所
通

　
　
　
　
　
　
　
り
．
下
平
．
山
野
田

大
渓
　
晶
子
　
　
東
善
寺
・
四
郎
兼
．

　
　
　
　
　
　
　
上
町
．
永
久
公
舎
・

　
　
　
　
　
　
　
山
野
田
住
宅
・
県
営

南
雲
　
博

南
雲
　
良

高渡押富中藤保
橋貫木井村本坂

久栄喜源由秀卜
蔵一策蔵蔵雄シ

丸
山
孫
太
郎

小
幡
正
徳

　
例
え
ば
、
総
合
体
育
館
（
融
資
を
受
け
る

額
、
四
千
八
百
四
十
万
円
）
や
写
真
の
、
歯

科
診
療
所
医
療
機
械
器
具
（
〃
四
百
九
十
万

円
）
、
室
島
簡
易
水
道
（
〃
二
千
九
百
五
十

万
円
）
は
年
金
積
立
金
か
ら
、
一
方
、
簡
保

積
立
金
で
は
千
手
小
学
校
用
地
取
得
造
成

（
〃
三
千
百
万
円
）
、
橘
小
学
校
屋
体
建
設

（
〃
千
二
百
七
十
万
円
）
の
二
件
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
皆
さ
ん
の
手
に
よ
っ
て
積

立
て
ら
れ
た
国
民
年
金
や
簡
易
保
険
の
保
険

料
は
、
皆
さ
ん
の
生
活
を
守
る
だ
け
で
な
く

公
共
施
設
の
整
備
充
実
に
大
変
役
立
つ
て
い

ま
す
。

住
宅
．
分
譲
地

中
央
町
．
田
中
町
．

神
社
町
．
学
校
町

中
屋
敷
．
寺
尾
．
木

島
．
木
島
公
舎

沖
立

伊
友
．
高
原
田

坪
山
．
霜
条
．
鶴
吉

上
野
．
下
平
新
田

元
町

新
町
新
田

三
領
．
小
根
岸

木
落
．
寺
ケ
崎

仁
田
．
塩
辛

滋
野
　
薫
良
　
　
野
口
．
四
十
歩

丸
山
　
康
一
　
　
原
田
．
根
深
・
下
原

南
雲
ハ
ル
ェ
　
　
中
仙
田

高
野
寅
五
郎
　
室
島

斉
木
利
栄
　
小
脇

高
橋
栄
一
　
高
倉

茂
野
寅
一
　
藤
沢

高
橋
　
米
治
　
　
田
戸
・
越
ケ
沢

登
坂
　
直
　
赤
谷

登
坂
　
六
郎
　
　
岩
瀬
．
大
倉

高
橋
　
富
治
　
　
大
白
倉

小
堀
多
平
治
　
　
小
白
倉

　
一
方
、
こ
の
一
日
を
も
っ
て
退
任
さ

れ
た
の
は
次
の
四
名
の
方
々
で
す
。

小田田小
林中中海

大
成
．
中
屋
敷

利
八
・
仁
田

林
平
．
小
白
倉

清
．
中
仙
田

26
年
4
月

15
年
5
月

12
年

3
年

一民謡越邦会一
全国大会で入賞

ヘ
ハ
ア
ー
両
津

ら
ん
か
ん
ば
し
や
、

真
中
か
ら
お
り
ょ
う

と
・
：
・
：
。

熱
の
こ
も
っ
た
練

習
、
指
摘
さ
れ
た
ら

何
回
で
も
歌
い
直
す

熱
意
、
練
習
会
場
に

あ
て
ら
れ
た
橘
支
所

は
、
熱
意
と
大
合
唱

の
響
き
で
、
ま
さ
に

わ
れ
ん
ぱ
か
り
で
す
。

そ
れ
も
そ
の
は
ず

民
謡
越
邦
会
が
、
全

国
大
会
を
二
日
後
に

控
え
総
仕
上
げ
に
懸

命
な
の
で
す
．

　
全
国
大
会
・
：
：
日
本
郷
土
民
謡
全

国
決
勝
大
会
が
、
東
京
の
蔵
前
国
技

・
館
で
開
か
れ
た
の
は
、
先
月
二
十
五

日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
の
三
日
間
、

当
町
の
民
謡
ク
ラ
ブ
〃
越
邦
会
〃
が

晴
れ
の
舞
台
を
踏
ん
だ
の
は
、
最
終

日
の
二
十
七
日
で
し
た
。

　
越
邦
会
員
四
十
五
名
は
、
並
い
る

強
敵
を
物
と
も
せ
ず
、
声
高
ら
か
に

〃
両
津
甚
句
〃
を
歌
い
あ
げ
、
堂
々

入
賞
、
初
陣
な
が
ら
、
重
い
カ
ッ
プ

を
手
中
に
し
、
感
涙
に
む
せ
ん
だ
の

で
す
。

▲
町
内
に
は
、
民
謡
愛
好
会
が
い
く

つ
か
あ
り
ま
す
。
わ
け
て
も
、
大
世

帯
は
越
山
会
川
西
支
部
、
越
邦
会
と

い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

　
越
邦
会
と
い
う
の
は
、
い
う
な
れ

ば
越
山
会
の
分
家
、
寺
ヶ
崎
の
清
水

邦
吉
さ
ん
が
指
導
普
及
を
す
る
会
で

結
成
後
三
～
四
年
経
過
し
て
い
ま
す
。

　
メ
ン
バ
ー
は
仁
田
、
野
口
、
木
落

寺
ケ
崎
、
小
根
岸
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ

　
　
　
　
　
　
バ
ラ
バ
ラ
に
練
習
し

　
　
　
A
型
て
い
ま
し
た
が
、
た

　
　
　
均
ま
た
ま
今
春
加
茂
市

　
　
　
　
。－
　
　
で
大
会
が
あ
り
、
合

　
　
　
　
”
　
同
で
出
場
し
た
と
こ

　
　
　
　
．
　
ろ
、
心
の
こ
も
っ
た

蟻耀iii萎…1…………翼慰嚇議i『　欄　　　逼鍵響襯．’汽羅

（▲最後の練習で大いに自信をつけて

歌
い
方
と
、
ま
と
ま

り
の
良
さ
が
認
め
ら

れ
た
と
か
、
こ
れ
が

全
国
大
会
へ
出
場
の

キ
ッ
カ
ケ
と
な
り
ま

し
た
。本

県
か
ら
は
九
団

体
が
参
加
資
格
を
得

て
お
り
、
こ
の
中
に

は
十
日
町
市
の
越
山

会
も
み
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
話
が
あ
っ
て

か
ら
、
合
同
練
習
す

る
こ
と
六
回
、
主
婦
、
勤
め
人
、
職

人
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
顔
ぶ
れ
だ
け
に

さ
ぞ
集
り
が
悪
い
の
で
は
、
と
想
像

も
し
た
く
な
り
ま
す
が
、
も
と
も
と

好
き
な
人
た
ち
ば
か
り
、
練
習
日
に

は
万
難
？
を
排
し
て
も
出
席
す
る
と

い
い
ま
す
。

　
「
民
謡
を
歌
っ
て
い
る
と
き
は
全

て
を
忘
れ
ら
れ
ま
す
。
大
声
を
は
り

あ
げ
る
と
心
が
晴
れ
ば
れ
し
、
健
康

上
と
て
も
い
い
こ
と
で
す
。
」
ま
た

顔
を
合
わ
せ
る
の
が
楽
し
み
と
い
う

こ
の
人
た
ち
、
師
匠
の
清
水
さ
ん
は

「
民
謡
の
発
祥
は
作
業
う
た
だ
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
苦
し
い
作
業
、
楽

し
い
作
業
、
ど
ん
な
と
き
で
も
民
謡

を
歌
い
、
心
を
合
わ
せ
な
が
ら
仕
事

を
続
け
た
の
で
す
。
い
う
な
ら
ぱ
作

業
の
心
が
や
ど
る
と
で
も
い
う
も
の
、

だ
れ
に
で
も
親
し
め
る
ゆ
え
ん
で
し

ょ
う
。
」
：
・
：
：
：
と
。

　
ま
た
、
こ
の
道
に
入
っ
た
動
機
に

つ
い
て
、
　
「
と
か
く
、
人
前
に
出
る

と
口
が
重
く
、
話
べ
た
だ
っ
た
の
で

積
極
的
な
一
面
を
つ
く
り
た
く
て
、

・
・
：
・
」
と
も
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　
そ
う
い
え
ば
、
宴
席
で
歌
え
、
踊

れ
と
せ
っ
つ
か
れ
モ
ジ
モ
ジ
す
る
の

を
体
験
し
た
人
も
多
い
は
ず
、
積
極

性
を
や
し
な
う
に
は
、
民
謡
な
ど
は

あ
ん
が
い
早
道
か
も
？
？

　
国
技
館
の
舞
台
で
は
〃
心
を
合
わ

せ
て
歌
い
ま
し
ょ
う
〃
の
部
門
で
、

ガ
ッ
チ
リ
と
意
気
の
合
っ
た
と
こ
ろ

を
ひ
ろ
う
し
た
と
か
、
礼
儀
正
し
く

メ
ン
バ
ー
の
美
し
い
融
和
が
み
ご
と

効
を
奏
し
た
と
い
い
ま
す
。

　
民
謡
愛
好
者
に
、
ま
す
ま
す
の
励

み
と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
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〃
酒
田
節
〃
の

保
存
会
が
誕
生

　
十
月
に
公
民
館
か
ら
、
芸
能
保
存
会

（
仮
称
）
を
つ
く
り
た
い
と
呼
ぴ
か
け

て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
ほ
ど
、
そ
の
第

一
号
が
誕
生
し
ま
し
た
。

仙
田
地
区
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
盆
踊

り
歌
〃
酒
田
節
〃
の
保
存
会
が
そ
れ
で

す
。　

会
長
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
掌
を
決

め
た
酒
田
節
保
存
会
で
は
、
機
会
を
み

て
三
階
節
や
甚
句
な
ど
、
同
地
区
に
伝

わ
る
歌
や
踊
り
に
つ
い
て
も
、
保
存
普

及
し
た
い
と
は
り
き
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
〃
天
神
ば
か
し
〃
〃
千
手
ろ

こ
う
〃
に
つ
い
て
も
、
保
存
会
結
成
の

た
め
世
話
人
が
奔
走
し
て
お
り
、
酒
田

節
に
続
く
気
運
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

家
庭
で
の
応
急
手
当

＝
－
＝
ロ
一
一
ロ
一
繭
一
I
I
一
ロ
一
一
ロ
一
1
＝
一
＝
＝
一
一
1
＝
＝
＝
一
一
＝
一
＝
－
一
＝
聯
一
一
一
－
一
一
一
一
一
一
蘭
一
一
一
一
一
一
＝
一
一
一
一
ロ
＝
一
一
一
一
＝
一
一
一
一
＝
一
一
一
一
一
＝
一
國
一
一
一
1
一
一
＝
一
一
一
一
＝
一
一
疇
旧
一
圏
I
－
一
一
一
聞
一
闘
一
一
隔
一
一
一
一
一
一
ロ
■
雷
望

”1”””””””1”ロ”””1””1””””1””1

磨
の
交
通
事
故
防
止
運
動

12，1
来．蚤

1，10

知っておきたい

　
私
た
ち
の
日
常
生
活
で

突
然
目
の
中
に
ゴ
ミ
が
入

っ
た
り
、
ヤ
ケ
ド
を
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
症
状
が
重
い
と
き
は
、

当
然
病
院
へ
行
く
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、
そ
の
前
に

家
族
が
正
し
い
応
急
手
当

を
し
て
お
く
と
、
軽
く
す

む
場
合
が
多
く
あ
り
ま
す
。

　
だ
れ
で
も
簡
単
に
で
き
る
応
急
手
当

を
お
知
ら
せ
し
ま
し
ょ
う
。

　
目
に
ゴ
ミ
や
薬
物
が

〈
　
　
　
　
　
　
　
　
〉

　
入
っ
た
ら

囹
小
さ
な
お
子
さ
ん
は
、
す
ぐ
目
を
こ

す
り
た
が
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
一
番
い

け
ま
せ
ん
。
目
の
表
面
に
キ
ズ
が
で
き

た
り
、
あ
と
で
と
り
か
え
し
の
つ
か
な

い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
静
か
に
目
を
閉
じ
て
涙
が
出
て
く
る

の
を
待
ち
、
涙
と
い
っ
し
ょ
に
流
れ
出

る
の
を
待
ち
ま
し
ょ
う
。

囹
そ
れ
で
も
ダ
メ
な
場
合
は
、
洗
面
器

に
水
を
満
た
し
、
そ
の
中
で
ま
ば
た
き

す
る
と
大
て
い
と
れ
ま
す
。

囹
そ
れ
で
も
、
ま
だ
ゴ
ロ
ゴ
ロ
す
る
と

き
は
、
薄
い
ホ
ー
サ
ン
水
を
た
っ
ぷ
り

浸
し
た
ガ
ー
ゼ
で
て
い
ね
い
に
洗
い
流

し
ま
す
。

囹
酢
や
石
け
ん
水
、
天
ぷ
ら
油
な
ど
の

液
体
が
入
っ
た
と
き
は
、
水
道
の
水
を

流
し
な
が
ら
目
を
洗
っ
て
く
だ
さ
い
。

〈
ヤ
ケ
ド
を
し
た
ら
V

囹
大
急
ぎ
で
水
に
つ
け
、
ど
ん
ど
ん
冷

や
し
て
熱
を
と
り
ま
す
。
手
足
な
ど
は

水
道
を
出
し
つ
放
し
に
し
て
冷
や
し
ま

0
凝
と
く
に
飲
酒
運
転

ス
リ
ッ
．
フ
事
故
に

注
意
し
ま
し
ょ
う
！

●ノ

Ω

数
計
⑳
⑳
③
③
⑳

件生
累
2
0
2
4
2
1
旧

発11月の交通事故

ゴ
＝
－
＝
圓
＝
＝
＝
一
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
一
＝
一
＝
＝
＝
一
＝
＝
一
＝
＝
＝
一
＝
＝
一
＝
＝
ロ
＝
顧
＝
＝
＝
＝
＝
＝
一
＝
＝
＝
＝
＝
一
＝
＝
一
＝
＝
－
＝
＝
一
＝
一
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
ロ
＝
＝
一
＝
－
＝
＝
ロ
＝
2

響
畿
雛
．
難
鰻
灘
擦
綴
繰
鑛

囹
十
分
に
冷
や
し
て
か
ら
服
を
そ
っ
と

は
ぎ
と
る
か
、
切
り
は
ず
し
ま
す
。
指

輪
な
ど
は
、
石
け
ん
液
に
つ
け
、
静
か

に
回
し
な
が
ら
は
ず
す
と
と
れ
や
す
く

な
り
ま
す
．

囹
ヶ
バ
の
な
い
清
潔
な
タ
オ
ル
か
大
き

い
布
で
ヤ
ケ
ド
の
部
分
を
す
っ
ぽ
り
包

ん
で
か
ら
、
近
所
の
お
医
者
さ
ん
に
診

て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

ハ
ン
タ
ー
の

　
　
　
皆
さ
ん
へ
i

う
ぶ
声
ー
お
す
こ
や
か
に

　
ハ
ン
タ
ー
の
皆
さ
ん
、
猟
銃
な
ど

に
よ
る
事
故
に
は
、
く
れ
ぐ
れ
も
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
こ
の
期
間
中
は
、
発
砲
に

よ
る
電
話
ケ
ー
ブ
ル
線
故
障
が
多
発

し
て
い
ま
す
。

　
電
話
ケ
ー
ブ
ル
周
辺
及
ぴ
ケ
ー
ブ

ル
に
向
か
っ
て
の
発
砲
は
、
絶
対
し

な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

丸
山
卓
文

五
＋
嵐
智
之

小数清田高丸
林藤水口橋山

一歩正京裕順智卓
則　憲子也一之文
丈章正勇久良勝満
夫　 夫　 男雄一

長長二二二長長長
男女男女男男男男

高
原
田

野
　
口

高
原
田

赤
谷

木
落

学
校
町

沖
立

中
仙
田

た
か
さ
ご
ー
ご
円
満
に

雛鍮繍器器命
顯

須
藤
哲
也

須
藤
千
代
子

中
村
孝
士

野
口
い
と
子

椥
　
和
雄

村
越
美
恵
子

清
水
節
雄

鈴
木
ノ
リ
子

小小内柳
熊熊山

一
秋

埼坪仁仁
田田

か
ら

山玉
か
ら

東
善
寺

野
口
か
ら

学
校
町

中
里
か
ら

中
島
町

房
子
新
町
新
田
か
ら

健
治
上
野

裕
子
上
野
か
ら

霧
繍器霧

繍
碗
雛

命
翻

霧
繍雛霧

繍

件数0（1）20②の
傷者0（1）24⑳
死者0（o）　2（2）
酒よい　0（o）　1（2）

酒気おぴ　2（2）　18⑳
　　　（）内は前年件数
””””””II””101””””””””””1”””

小
林
定
夫
中
仙
田

山
岸
た
み
子
　
寺
　
尾
か
ら

山
口
哲
夫
仁
田

市
川
萬
心
美
子
　
松
　
代
か
ら

田
畑
弘
　
元
町

佐
藤
　
泰
子
　
藤
　
沢
か
ら

田
中
清
一
仁
田

田
中
田
鶴
子
　
小
白
倉
か
ら

藏
品
弘
　
霜
条

濱本

　
睦
子
　
北
海
道
か
ら

清
水
渓
一
寺
ケ
崎

小
泉
　
典
子
　
十
日
町
か
ら

関
口
正
　
木
落

設
樂
文
重
群
馬
か
ら

藏
品
泰
治
霜
条

滝
沢
　
幸
子
　
津
　
南
か
ら

櫃
間
孝
夫
上
野

高
橋
と
し
い
　
新
　
潟
か
ら

齊
藤
茂
和
栄
町

齋
木
ま
り
子
　
＋
日
町
か
ら

昇
天
ー
ご
め
い
福
を
祈
る

半
田
重
行

高
橋
千
代
治

関田北丸
口口村山

セチ辰マ
キヨ三サ

神木山下高室
社　 野
町落田原倉島

八八八七六五
五二〇一四二

　
　
　
　
　
　
　
　
小
わ
琶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昨
壇

　
　
　
　
　
　
　
　
太
田
白
南
風
選

　
　
　
　
　
　
　
赤
谷
高
橋
笑
子

切
干
の
香
る
む
し
ろ
の
温
み
か
な

枯
菊
の
鉢
の
名
札
も
古
ぴ
た
る

小
豆
が
ゆ
祖
母
の
作
り
て
え
ぴ
す
講

噛
み
切
れ
ぬ
も
の
恐
ろ
し
や
闇
の
汁

　
　
　
　
　
　
　
赤
谷
小
川
岳
陽

え
ぴ
す
講
終
え
出
稼
ぎ
に
行
く
仕
度

汗
ぱ
み
て
小
春
の
庭
に
豆
を
打
つ

冬
の
声
枯
野
を
渡
る
風
と
な
り

　
　
　
　
　
　
松
風
園
　
南
雲
　
文
峯

葉
を
散
ら
し
冬
木
と
な
り
て
風
よ
き
る

小
春
日
や
ど
つ
と
片
付
K
洗
い
物

初
霜
や
連
峯
す
で
に
雪
を
置
く

　
　
　
　
　
　
　
上
野
入
沢
宏
予

大
け
や
き
冬
日
に
枝
を
ひ
ろ
げ
立
つ

霜
が
れ
の
庭
山
茶
花
の
紅
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
千
手
山
賀
春
江

道
遠
し
夕
日
の
中
の
落
葉
踏
み

落
葉
散
る
音
に
か
こ
ま
れ
仔
め
る

　
　
　
　
　
　
小
白
倉
江
口
圭
子

土
の
香
の
強
き
百
合
の
根
掘
り
す
す
む

秋
晴
の
空
一
と
す
じ
に
飛
行
雲

　
　
　
　
　
　
　
三
領
　
高
橋
た
か
し

冬
枯
野
我
影
長
し
日
短
し

　
　
　
　
　
　
　
赤
谷
登
坂
酔
月

返
り
咲
く
桜
も
添
え
て
活
け
て
あ
り

〔
評
〕

　
句
が
出
来
た
ら
よ
く
読
み
直
し
て
み

る
乙
と
。
他
人
が
読
ん
で
よ
く
わ
か
る

句
に
す
る
こ
と
。
感
情
だ
け
を
言
葉
に

出
そ
う
と
す
る
と
失
敗
す
る
。
例
え
ば

春
江
さ
ん
の
原
句
「
落
葉
散
る
音
に
か

ζ
ま
れ
我
を
知
る
」
下
五
の
感
情
は
そ

の
中
に
停
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
自

然
の
中
に
置
か
れ
た
自
分
、
か
す
か
に
落

葉
の
散
る
風
情
等
そ
れ
ら
の
感
情
が
こ
の

中
か
ら
広
が
っ
て
く
る
こ
と
に
留
意
す
る
。




