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髪

題
野

　　蝋　獺柵椒

蒙

刀強く選手宣誓する柳さん．
欄

撚萎
繋

鱗
賓

萎
｛

護
饗
霧

嚢

魑讐醤1

、
嘗
量
講
、

難
欝
纐

ぶりに優勝旗をだっかん

謬
葺

　
謝

　　多

馨

　
「
町
民
の
融
和
と
健
康
づ
く
り
」
を

テ
ー
マ
に
八
月
二
十
一
一
日
、
町
民
体

育
祭
が
真
夏
日
の
松
代
中
グ
ラ
ン
ド

で
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
当
日
は
町
民

総
参
加
と
あ
っ
て
役
員
、
選
手
応
援

団
二
千
人
に
よ
る
マ
ン
モ
ス
大
会
と

男同士のタバコキス

おとと一手をつかってはだめ

な
り
、
松
代
中
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
の
演

奏
に
あ
わ
せ
て
の
入
場
行
進
も
堂
々

と
し
た
も
の
。

　
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
明
る
く
豊
か

な
町
づ
く
り
に
し
て
ほ
し
い
と
秋
山

町
長
の
あ
い
さ
つ
、
答
え
る
よ
う
に

柳
孝
次
郎
（
犬
伏
）
さ
ん
の
力
強
い

選
手
宣
誓
で
二
十
競
技
種
目
に
よ
る

熱
戦
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
か

ら
の
町
を
背
負
う
児
童
生
徒
の
力
強

い
走
り
、
綱
も
切
れ
ん
ば
か
り
の
怪

力
綱
引
き
、
ユ
ニ
ー
ク
な
応
援
合
戦

も
花
も
そ
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
奴
奈
川
チ
ー
ム
四
二
四
点
を
取
り

斉
木
賢
秀
団
長
に
優
勝
杯
が
渡
さ
れ
、

楽
し
い
一
日
が
終
り
ま
し
た
。

落すな、落すなよ

玲

鐵

騒

せっかく髪をセットしたのに

嬬㌻護、、

つれるかな？
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応援合載があったら？位かな

◎
第
三
回
町
民
体
育
祭
成
績

一
位
ー

二
位
桂

三
位
“

四
位
“

五
位
樋

六
位
ー

七
位
H

奴
奈
川
地
区

山
平
地
区

伊
沢
地
区

松
代
B
地
区

南
部
地
区

峰
方
地
区

松
代
地
区

嬢
饗織

四
二
四
点

四
〇
八
点

四
〇
二
点

三
四
四
点

＝
二
四
点

二
九
二
点

二
八
七
点

ヒゲは汗で落ちたのかな！

二鑑

鱗

ゆっくり、早＜、あわてないで

健康と融和を願って

馨1勢竺鑑

灘 v

いすは大丈夫かな？
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「
食
糧
管
理
法
」
が
三
十
年
ぶ
り

に
改
正
さ
れ
、
新
食
管
制
度
が
今
年

の
一
月
十
五
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し

た
。
ど
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
の
か
、

直
接
、
生
産
者
や
消
費
者
に
関
係
の

あ
る
事
項
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま

す
。◎

改
正
の
趣
旨

●流通ルートの特定
（売買は勝手にできない）

ヤミ粟者　亭

・・嶺

　
食
糧
管
理
法
（
以
下
食
管
法
と
い

う
）
は
、
昭
和
十
七
年
に
制
定
さ
れ

て
以
来
、
戦
中
戦
後
を
通
じ
、
そ
の

時
々
の
食
糧
事
情
等
の
変
化
に
対
応

し
つ
つ
、
国
民
の
食
糧
の
確
保
と
経

済
の
安
定
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
食
管

法
は
、
食
糧
の
絶
対
的
不
足
を
前
提

と
し
、
国
民
に
対
し
量
的
に
公
平
に

分
配
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
た

た
め
、
食
糧
の
不
足
時
に
は
有
効
に

機
能
し
た
も
の
で
し
た
が
、
現
在
は

米
の
過
剰
生
産
、
消
費
の
減
退
傾
向

な
ど
経
済
環
境
の
変
化
に
対
応
す
る

こ
と
が
難
し
く
、
か
つ
購
入
券
（
飯

米
通
帳
）
制
度
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

規
制
内
容
と
経
済
実
態
と
か
け
は
な

れ
が
生
じ
、
食
管
法
に
対
す
る
遵
法

精
神
を
失
な
わ
せ
る
一
因
と
な
っ
て

　
い
ま
し
た
。

　
　
こ
の
よ
う
な
状
態
を
放
置
し
た
場

合
、
制
度
全
体
の
崩
壊
が
強
く
懸
A
・
心

さ
れ
る
に
至
っ
た
た
め
、
「
国
民
の
必

要
量
に
つ
い
て
、
生
産
者
に
対
し
そ

の
再
生
産
を
確
保
し
、
ま
た
消
費
、
者

　
に
対
し
て
安
定
的
に
そ
の
供
給
責
任

を
果
た
す
」
と
す
る
食
管
制
度
の
根

幹
は
維
持
し
な
が
ら
、
米
の
過
剰
、

，
不
足
い
か
な
る
需
給
事
情
の
変
動
に

も
的
確
に
対
応
で
き
る
制
度
に
再
編

成
す
べ
く
、
今
次
改
正
が
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
り
ま
す
。

▲
主
な
改
正
点
の
あ
ら
ま
し
▼

①
配
給
制
度
の
廃
止
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消
費
者
の
配
給
割
当
の
保
証
と
し

て
発
行
さ
れ
て
い
た
購
入
券
、
い
わ

ゆ
る
「
飯
米
通
帳
」
制
度
を
、
通
常

時
に
は
廃
止
し
、
緊
急
時
に
は
政
令

に
よ
り
こ
れ
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

　
※
緊
急
時
と
は
、
米
穀
の
需
給
が

著
し
く
逼
迫
し
、
適
正
か
つ
円
滑
な

供
給
が
相
当
期
間
極
め
て
困
難
に
な

る
場
合
を
い
う
。

②
基
本
計
画
及
び
供
給

　
　
　
　
　
　
計
画
の
策
定

巨画il

，、イそ一
（’1　ドρ
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イ
ミ
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国
は
毎
年
「
基
本
計
画
」
を
立
て

て
、
こ
れ
に
沿
っ
て
米
の
安
定
供
給

を
確
保
す
る
た
め
の
「
実
施
計
画
」

（
供
給
計
画
）
を
策
定
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　
地
方
段
階
で
は
具
体
的
に
ど
う
な

る
か
と
い
う
と
、
例
え
ば
、
自
主
米

は
「
こ
れ
だ
け
欲
し
い
」
と
い
っ
た

供
給
計
画
を
立
て
る
。
こ
れ
ま
で
は

卸
や
小
売
業
者
が
売
り
た
い
米
を
ス

ム
ー
ズ
に
売
れ
な
か
っ
た
た
め
、
消

費
者
も
品
質
の
落
ち
た
ま
ず
い
米
を

買
わ
さ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と

が
改
善
さ
れ
ま
す
。

③
自
主
流
通
制
度
の

　
　
　
　
　
　
　
法
定
化

　　ジ＼二三
　　一　r口流逝’1肉　＿

　　一一　　　　／
　　一　　－

麗畢畠
卸売業者　　酒造業者

囲囲囲
囲囲囲

　
改
正
前
は
、
自
主
流
通
制
度
は
生

産
者
の
米
穀
の
売
渡
制
限
の
例
外
と

し
て
政
令
で
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
れ
を
法
律
上
明
確
な
位
置
付
け
を

行
っ
た
も
の
で
す
。

　
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
、
米
穀
の

政
府
全
量
管
理
を
部
分
管
理
へ
の
移

行
又
は
、
自
主
米
の
量
の
増
加
を
意

図
す
る
も
の
で
な
く
、
現
行
制
度
と

大
き
く
異
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。④

集
荷
業
者
制
度
の
改
正

政府指定倉庫

　
目

、
／

　
“

、
△
＼

　
へ数

回
一

・網』’拶凸

二刀礎

改
正
で
は
、
不
正
規
流
通
（
ヤ
ミ
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）
を
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
、

集
荷
業
者
の
地
位
と
責
任
が
明
確
に

さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
こ
れ
ま
で
国
が
ノ
ー
タ
ッ

チ
だ
っ
た
く
ず
米
や
砕
米
な
ど
の
特

定
低
品
位
米
を
専
門
に
集
荷
、
販
売

す
る
業
者
に
対
し
て
も
、
指
定
、
許

可
制
を
取
り
入
れ
た
。
こ
の
背
景
に

は
、
こ
れ
ら
を
扱
う
業
者
が
ヤ
ミ
米

の
温
床
と
な
っ
《
い
た
た
め
、
新
し

く
法
の
網
を
か
ぶ
せ
て
チ
ェ
ッ
タ
す

る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

⑤
販
売
業
者
制
度
の
改
正

㈲
　
　
　
一

㎜
ー
ー
」

400傭

　　一45・一一一刊
都道府県知事の許可を受けた小売販売業者は
この標識を店頭に掲示します。
標識の色は濃紺（DIC641）です。

県
知
事
の
登
録
制

、
県
知
事
の
許
可

　
　
　
、
法
律
上

　
　
　
　
　
　
そ

の
小
袋
詰
精
米
の
み
を
販
売
す
る
販

売
所
（
ブ
ラ
ン
チ
）
を
開
設
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

〔）o霞料品店

　些
陛一・

7　． ’謹｝

　
　
　
　
　
　
騙
・

　
　
　
　
　
じ
づ
　
ら

　
　
　
倉
￥
。

￥．
1

團・
O　OO覇鷹 　　　000ハ百夏

繊し、　迄

　
大
都
市
で
の
消
費
拡
大
が
ね
ら
い

で
、
ス
ー
パ
ー
な
ど
の
店
頭
に
、
持

ち
帰
り
用
の
便
利
な
小
袋
詰
の
米
が

並
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑥
米
飯
提
供
業
者

　
　
登
録
制
度
の
廃
止

販
売
業
者
は
、

で
あ
っ
た
も
の
を

制
に
改
め
た
こ
と
に
よ
り

米
穀
の
流
通
を
担
う
者
と
し
て
、

の
地
位
と
責
任
と
が
明
確
に
さ
れ
ま

し
た
。

　
ま
た
、
人
口
二
十
万
人
以
上
の
人

口
急
増
地
域
（
本
県
で
は
新
潟
市
だ

け
）
で
は
、
既
存
の
小
売
業
者
が
県

知
事
の
許
可
を
受
け
て
、
1
5
㎏
以
下

　
食
堂
な
ど
の
開
設
に
当
っ
て
は
、

食
管
法
上
で
の
登
録
等
の
手
続
き
は

要
し
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
大
型
外
食
事
業
者
に
対
し

て
は
均
質
な
米
を
大
量
に
、
か
つ
安

定
的
に
入
手
す
る
た
め
に
は
、
小
売

業
者
で
は
対
応
が
困
難
な
面
も
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
直
接
卸
売
業
者
か
ら

購
入
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

⑦
米
穀
の
譲
渡
制
限

　
　
　
　
　
　
　
の
緩
和

二
　
－

、
O
　
　
（

；

●縁故米

緒砂
躯

●贈答米
　　　　お中元・お歳暮

　
ノ轡鯵　』

●
旧
食
管
法
は
食
糧
の
絶
対
的
不
足

時
を
念
頭
に
お
い
て
制
定
さ
れ
ま
し

た
の
で
、
厳
格
な
配
給
統
制
が
と
ら

れ
、
こ
の
一
環
と
し
て
個
人
間
の
非

営
利
的
譲
渡
行
為
、
例
え
ば
米
の
生

産
者
で
あ
る
父
親
が
、
下
宿
住
い
の

学
生
で
あ
る
息
子
に
米
を
送
る
行
為

（
い
わ
ゆ
る
縁
故
米
）
や
贈
答
用
に

米
を
使
う
行
為
ま
で
も
が
禁
止
さ
れ

て
お
り
、
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に

は
罰
則
が
か
か
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
現
在
の
よ
う
に

米
の
過
剰
が
続
く
等
需
給
事
情
が
緩

和
し
て
い
る
中
で
、
こ
の
制
度
は
現

状
に
そ
わ
な
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、

流
通
秩
序
の
推
持
に
支
障
を
来
た
す

恐
れ
の
少
な
い
非
営
利
的
譲
渡
行
為

の
規
制
は
解
除
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
小
包
や
小
荷
物
で
遠
方

の
親
類
や
知
人
に
送
る
場
合
、
「
米
」

と
書
け
ず
に
「
み
そ
」
や
「
大
豆
」

な
ど
と
偽
っ
て
送
っ
て
い
た
が
、
こ

う
し
た
後
ろ
め
た
さ
も
消
え
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
ま
た
こ
れ
ま
で
法
律

で
「
米
」
と
表
示
し
た
も
の
は
受
け

付
け
な
か
っ
た
、
国
鉄
や
郵
便
局
で

も
取
り
扱
い
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
量
的
な
制
限
が

な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
ト
ラ
ッ
ク
な
ど

で
運
び
出
す
ヤ
ミ
米
を
、
縁
故
米
、

贈
答
米
と
称
す
る
よ
う
な
行
為
は
違

法
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
常
識
の
範

囲
に
限
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

●
生
産
者
が
米
を
一
回
に
つ
き
三
十

キ
。
（
玄
米
換
算
）
ま
で
譲
渡
し
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ

は
金
銭
の
授
受
に
よ
る
も
の
で
な
く

交
換
、
物
納
等
の
方
法
の
み
と
な
っ

て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
農
作
業
の
賃
代

り
や
、
農
機
具
の
修
理
代
、
小
作
料

な
ど
に
限
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
一
回
と
い
っ
て
も
、
連
続
、

定
期
的
な
場
合
は
、
一
回
と
し
て
み

ら
れ
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
予
約
限
度
数
量
な
ど
生

産
者
が
果
た
す
べ
き
義
務
を
終
え
た

あ
と
と
い
う
時
期
の
制
限
も
あ
り
ま

す
。●

消
費
者
が
買
っ
た
米
を
親
類
な
ど

に
た
だ
で
贈
る
贈
答
米
も
公
認
さ
れ

ま
し
た
。

　
ま
た
、
消
費
者
に
も
初
め
て
、
小

口
の
有
償
譲
渡
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
．

消
費
者
が
米
を
売
る
行
為
は
、
こ
れ

ま
で
違
法
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、

今
度
か
ら
「
精
米
十
，
。
ま
で
」
売
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
親
類
な
ど
の
生
産
者
か
ら

も
ら
っ
た
米
を
、
た
ま
た
ま
訪
れ
た

知
人
に
頼
ま
れ
て
売
っ
た
り
、
隣
近

所
同
士
で
の
融
通
程
度
に
限
ら
れ
て

お
り
、
米
屋
の
ま
ね
み
た
い
な
行
為

は
違
法
で
罰
則
さ
れ
ま
す
。

⑧
罰
則
の
改
正

）

OO　　智寮昂

璽r－

餓判晦

ロ　血

　
食
管
法
の
罰
則
は
、
改
正
前
は
最

高
で
十
年
の
懲
役
又
は
十
万
円
の
罰

金
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
し
た
が
、
改
正
後
は
、
懲
役
刑
に

つ
い
て
は
、
そ
の
上
限
を
三
年
に
軽

減
し
、
罰
金
刑
に
つ
い
て
は
そ
の
上

限
を
、
三
百
万
円
ま
で
引
き
上
げ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
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税
率
き
ま
る

区分 税　　　　　率

所得割
総所得金額（譲渡所得を含む〉

　1万円について　　　340円

資産割
固定資産税（土地・家屋）額

　1万円について　　4，200円

均等割
被保険者（加入者）

　1人について　　10，100円

平等割 1世帯について
　　　　　　　　　　15，100円

△
保
険
税
は
こ
の
よ
う
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
算
出
さ
れ
ま
す
。

　
六
月
か
ら
納
め
て
い
た
だ
い
た
保

険
税
は
、
前
年
度
の
額
を
も
と
に
暫

定
で
納
め
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し

た
が
、
九
月
分
か
ら
は
表
1
の
税
率

に
よ
り
計
算
さ
れ
た
年
額
か
ら
、
す

で
に
納
め
て
い
た
だ
い
た
額
を
差
引

い
て
、
そ
の
残
額
を
来
年
三
月
ま
で

均
等
に
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

△
保
険
税
の
限
度
額
は
二
十
七
万
円

　
こ
の
よ
う
に
し
て
算
出
さ
れ
た
保

険
税
が
、
年
額
で
二
十
七
万
円
を
超

え
る
と
き
は
二
十
七
万
円
を
限
度
と

し
て
打
ち
切
り
ま
す
。

△
所
得
の
少
な
い
世
帯
は

　
　
　
　
　
　
　
　
保
険
税
を
減
額

　
国
保
で
は
一
定
の
所
得
以
下
の
世

帯
に
は
、
保
険
税
を
減
額
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
、
年
間
の
保
険
税
か
ら
、

前
年
度
の
均
等
制
の
額
を
平
等
割
の

基
に
し
て
、
四
割
と
六
割
の
減
額
さ

れ
る
世
帯
と
が
あ
り
ま
す
。
が

△
六
割
を
減
額
さ
れ
る
世
帯

　
一
世
帯
で
前
年
度
所
得
の
合
計
額

が
、
二
十
四
万
円
以
下
の
世
帯
。

△
四
割
を
減
額
さ
れ
る
世
帯

　
そ
の
世
帯
の
前
年
所
得
の
合
計
額

が
、
世
帯
主
を
除
い
た
人
数
に
十
八

万
円
を
乗
じ
て
得
た
額
に
二
十
四
万

円
を
加
算
し
た
額
よ
り
少
な
い
世
帯
。

△
国
保
の
届
け
出
は
忘
れ
ず
に

　
こ
ん
な
と
き
は
必
ず
届
け
出
を
。

o
職
場
の
健
康
保
険
に
は
い
っ
た
と

き
、
届
出
を
忘
れ
て
い
る
と
二
重
の

保
険
税
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

◎
交
通
事
故
に
あ
っ
た
ら
必
ず
国
保

に
届
け
ま
し
ょ
う
。

　
交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
か
ら
傷

害
を
う
け
た
場
合
、
そ
の
医
療
費
は

被
害
者
に
重
大
な
過
失
の
な
い
限
り

加
害
者
が
全
額
負
担
す
べ
き
も
の
で

す
。　

し
た
が
っ
て
、
本
来
な
ら
、
医
療

費
は
加
害
者
が
直
接
お
医
者
さ
ん
に

支
払
う
べ
き
も
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
現
実
に
は
、
加
害
者

と
話
し
合
い
が
つ
か
な
か
っ
た
り
、

加
害
者
に
金
の
持
ち
合
わ
せ
の
な
い

場
合
が
多
い
わ
け
で
、
そ
う
い
う
場

合
、
国
保
を
使
っ
て
治
療
費
を
う
け

る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
差
し
つ
か
え
あ

り
ま
せ
ん
．

　
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
医
療
費
、
は

本
来
加
害
者
が
負
担
す
べ
き
も
の
を

国
保
が
一
時
立
て
か
え
て
支
払
っ
て

や
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
国
保
と
し
て
は
、
あ
と
で
加
害
者

に
そ
の
立
て
か
え
分
を
請
求
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

◎
示
談
の
前
に
国
保
へ
相
談
を

　
と
ご
ろ
が
、
や
っ
か
い
な
こ
と
に

加
害
者
と
被
害
者
の
話
し
合
い
が
つ

い
て
、
示
談
を
結
ん
で
し
ま
う
と
、

そ
の
示
談
書
の
と
り
き
め
の
内
容
が

優
先
す
る
こ
と
に
な
り
、
国
保
が
加

害
者
に
対
す
る
請
求
権
を
失
っ
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
示
談
後
も
国
保
の
給

付
を
う
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
示

談
の
内
容
に
よ
っ
て
き
ま
り
ま
す
の

で
、
示
談
の
前
に
必
ず
国
保
に
相
談

し
て
慎
重
に
示
談
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　　　自動車損害賠償責任保険
　自動車で他人をキズつけたときは、法律によ
って、自動車の保有者が賠償する責任を負いま
す。そして、賠償金の支払いを確保するために
自動車の保有者は、すべて強制的に自動車損害
賠償責任保険に加入することになっています。
〔責任保険の保険金〕

死亡者（1人につき）

　死亡による損害につき……………2，000万円

　死亡までの損害につき………………120万円
傷害をうけた者（1人につき）

　傷害による損害につき………………120万円
　後遺障害による損害につき…75万～2，000万円

“
”
郡
内
に
死
亡
交
通
事
故

　
郡
内
で
三
人
の
方
が
交
通
事
故
で

貴
い
命
を
な
く
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
以
上
死
者
が
出
た
場
合
は
郡
内

一
丸
と
な
っ
て
交
通
事
故
に
よ
る
死

者
を
な
く
す
る
た
め
、
交
通
死
亡
事

故
抑
止
緊
急
対
策
本
部
を
設
置
す
る

こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
町
民
の
皆
さ
ま
も
重
大
事
故
に
つ

な
が
る
「
飲
酒
運
転
」
　
「
一
時
不
停

止
」
　
「
速
度
違
反
」
・
は
絶
対
に
し
な

い
で
下
さ
い
。
特
に
酒
を
飲
ん
で
車

多

発
〃
”

を
運
転
す
る
人
が
い
ま
し
た
ら
、
そ

の
人
の
生
命
を
助
け
る
と
思
っ
て
絶

対
に
運
転
は
さ
せ
な
い
よ
う
皆
様
の

ご
協
力
を
お
願
、
い
い
た
し
ま
す
。

　
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
は
あ
な
た
の
生
命

を
守
り
ま
す
。
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
し

っ
か
り
し
め
て
今
月
も
無
事
故
、
無

違
反
の
安
全
運
転
で
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

◆
『
も
冒
◆
ム
号
・
◆
畠
一
9
◆
F
－
雷
？
◆
』
一
誓
◆
■
一
マ
◆
己
一
－
一
◆
る
一
管
◆
含
一
－
．
◆
・
昌
7
◆
・
昌
－
一
◆
　
一
曹
マ
◆
み
一
＝
◆
・
，
一
一
一
◆
自
一
一
◆
・
5
一
冒
◆
・
一
，
雪
◆
島
一
一
．
◆
　
璽
一
＝
◆
・
一
…
◆
三
＝
◆
　
；
，
一
◆
　
；
7
ら
凸
一
撃
◆
・
二
一
一
◆
　
一
一
曹
『
◆
・
…
．
◆
　
，
一
一
．

ー
秋
の

　
全
国
交
通
安
全
運
動
ー

　
9
月
2
1
日
～
9
月
3
0
日
ま
で
の
1
0

日
間
秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動
が
実

施
さ
れ
ま
す
．

　
運
動
の
重
点

　
　
特
に
老
人
と
子
供
の
事
故
防
止

　
　
二
輪
車
の
安
全
利
用
の
徹
底

　
　
安
全
運
転
の
確
保
、
特
に
交
通

　
　
三
悪
の
一
掃

　
～
県
ぐ
る
み
、
大
き
な
輪
と
な
れ

　
　
交
通
安
全
～

1
、
歩
行
者
及
び
自
転
車
利
用
者

　
、2　

、3・
◆
も
・
◆
も
・
◆
■
毒
◆
■
一
号
◆
≒
・
◆
急
・
◆
■
邑
ロ
・
◆
も
◆
≒
．
◆
急
◆
も
．
◆
曇
．
◆
毒
、
◆
も
．
．
◆
亀
．
◆
…
7
◆
も
．
◆
・
一
＝
．
◆
≒
◆
皇
．
◆
も
◆
も
◆
一
一
甲
．
◆
も
．
．
◆
二
層
．
◆
…
．
◆
も
．
◆
皇
．

免
許
更
新
日

　
9
月
1
7
日
・
1
0
月
15
日

　
（
午
前
8
時
30
分
よ
り
受
付
〉

交
通
事
故
相
談
日

　
　
9
月
21
日
・
1
0
月
1
9
日

　
　
（
午
前
1
0
時
～
午
後
3
時
）

◎
会
場
は
い
ず
れ
も
松
代
町
総
合
セ

ン
タ
ー
で
す
．
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保
健
衛
生
シ
リ
ー
ズ

〃
出
稼
者
ア
ン
ケ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
出
稼
者
検
診
時
の
、
ア
ン
ケ
ー
ト

の
結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
、

お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　
o
酒
に
つ
い
て

　
酒
を
飲
ま
な
い
人
を
除
い
て
、
一

出稼者アンケート結果

と
ま
る
〃
・

　
　
　
　
　
　
●

人
平
均
ど
の
く
ら
い
飲
む
か
、
家
に

い
る
時
と
、
出
稼
中
と
で
聞
い
て
み

ま
し
た
。
そ
の
結
果
家
に
い
る
時
よ

り
出
稼
先
の
方
が
、
酒
の
量
が
ふ
え

て
い
ま
し
た
。
家
族
か
ら
離
れ
、
違

20代
　　　ユ

30代 40代 50代 60代 70代 計

人　　　数 43人 　　74人

樺
172人　　294人

十
59人 3人 645人

酒

家 1．53合 1．5合 1．74合 1．64合 1．6合 O．67合

出 1．7合
十
1 ．61合 1．87合 1．74合 1．49合 0．67合

家 2．29杯 2．63杯 3，08杯 2．94杯 2．82杯 O．33杯

み　そ　汁
出 2．44杯 2．20杯 2．36杯 2．22杯 2．07杯 2．33杯

つ　け　物

飯べない人

家 23％ 7．6％ 22．5％ 17．9％ 19．2％

出 27％ 34．2％ 33．5％ 26．2％ 28．2％

や　さ　い

片手山もり

3杯とれた人

家 31人 53人 143人 227人 49人 2人 　505人
（78．3％）

出 26入 34人 84人 66人 39人 2人
　251人
（38．9％）

蛋　白

　5単位
　とれた人

家 15人 26人 48人 88人 47人 2人 226人
（35％）

出 20人 36人 90人 159人 29人 3人
　337人
（52．2％〉

家一家にいる時　　出一出稼中

っ
た
環
境
で
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
り
酒

の
量
も
増
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
ま
す
。
休
み
の
日
は
、

特
に
酒
の
量
が
増
え
る
よ
う
で
す
。

　
o
み
そ
汁
に
つ
い
て

　
一
人
が
一
日
に
み
そ
汁
を
何
杯
飲

ん
で
い
る
か
、
家
と
出
稼
中
と
で
聞

い
て
み
ま
し
た
。
そ
の
結
果
出
稼
先

で
は
、
家
に
い
る
よ
り
少
な
く
飲
ん

で
い
ま
し
た
。

　
o
つ
け
も
の
に
つ
い
て

　
家
で
は
多
く
食
べ
、
出
稼
先
で
は

少
な
い
事
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　
高
血
圧
の
原
因
は
、
塩
の
と
り
す

ぎ
が
言
わ
れ
ま
す
が
、
み
そ
汁
と
つ

け
も
の
か
ら
み
れ
ば
、
家
に
い
る
時

よ
り
、
出
稼
先
の
方
が
、
塩
の
と
り

方
が
少
な
い
よ
う
で
す
。
塩
は
一
日

一
〇
9
に
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

な
か
な
か
減
ら
す
事
が
で
き
ま
せ
ん
。

家
に
い
る
時
は
、
さ
ら
に
塩
の
と
り

方
に
気
を
つ
け
る
事
が
大
切
と
思
わ

れ
ま
す
．

　
o
野
菜
に
つ
い
て

　
野
菜
の
と
り
方
は
、
一
日
に
片
手

山
も
り
三
杯
が
普
通
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
家
で
十
分
食
べ
て
い
る
人
は
、

七
八
・
三
％
、
出
稼
先
で
は
、
三
八
・

九
％
と
半
分
以
下
に
減
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
こ
れ
で
は
体
の
調
子
も
く
る

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
保
存
の
き
く
野

菜
を
家
か
ら
も
っ
て
い
く
と
か
、
買

っ
て
食
べ
る
と
か
、
工
夫
す
る
事
が

大
切
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
o
蛋
白
質
に
つ
い
て

　
五
点
と
れ
ば
、
蛋
白
質
の
と
り
方

は
普
通
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
家
で

と
れ
て
い
る
人
は
、
三
五
％
、
出
稼

先
で
は
、
五
二
・
二
％
と
ふ
え
て
い
ま

す
。
、
（
五
点
の
め
や
す
は
、
卵
一
個

魚
一
切
、
納
豆
四
〇
9
（
1
一
2
包
）
チ

ー
ズ
ニ
五
9
、
豆
腐
一
二
〇
9
で
、

こ
れ
ら
の
中
か
ら
五
点
と
れ
ば
よ
い

わ
け
で
す
。

　
蛋
白
質
は
、
血
や
肉
に
な
る
大
切

な
食
物
で
す
が
、
適
切
に
と
る
事
に

よ
っ
て
、
血
管
を
丈
夫
に
し
、
脳
卒

中
の
予
防
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
ま
だ
蛋
白
質
は
足
り
な
い
状
態

で
す
が
、
家
に
い
る
時
は
、
も
う
少

し
ふ
や
し
た
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　
o
労
働
時
問
、
残
業
時
間
、
休
け

い
時
問
、
休
日
に
つ
い
て

　
出
稼
中
は
労
働
時
間
が
決
ま
っ
て

い
て
、
家
に
い
る
よ
り
楽
だ
と
言
う

人
が
い
ま
す
が
、
　
一
〇
時
間
以
上
の

労
働
を
し
て
い
る
人
、
五
時
間
以
上

の
残
業
を
し
て
い
る
人
、
休
け
い
時

間
も
十
分
と
れ
な
い
人
、
休
日
も
と

れ
な
い
人
等
、
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
無
理
を
し
な
い
よ
う
に
働
い
て

も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
半
年
間
と
い
う
、
家
庭
を
離
れ
た

出
稼
生
活
の
中
で
、
健
康
上
い
ろ
い

ろ
問
題
が
あ
る
事
が
わ
か
り
ま
し
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
参
考
に
し
て

健
康
管
理
に
は
気
を
つ
け
て
下
さ
い
。

　
“
バ
ド
準
々
決
勝
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
惨
敗
”

　
　
　
　
　
　
県
青
年
大
会
よ
り

　
さ
る
、
八
月
二
十
一
、
二
十
二
日

の
両
日
、
佐
渡
で
行
な
わ
れ
た
青
年

大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
結
果
は
次
の
通
り
で
す
。

〔
団
体
　
の
部
〕

　
◎
卓
球
（
二
回
戦
）

　
東
頸
松
代
1
～
3
岩
船
郡

　
◎
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
（
準
々
決
勝
）

　
東
頸
松
代
0
～
3
見
附
市

　
な
お
、
青
年
大
会
参
加
に
あ
た
り

ま
し
て
、
趣
旨
ご
理
解
の
上
、
皆
様

方
か
ら
多
分
な
資
金
を
い
た
だ
き
ま

し
て
、
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
選
手
一
同
皆
様
の
期
待
に
そ
う
べ

く
奮
闘
い
た
し
ま
し
た
が
、
期
待
に

反
し
、
上
位
入
賞
は
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
こ
と
を
深
く
お
詫
び
い
た
し
ま

す
。　

な
お
皆
様
方
か
ら
ご
寄
附
い
た
だ

い
た
資
金
は
、
別
紙
の
よ
う
に
使
用

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
0
0
2
2
　
0
0
0
0
0
0
こ

50，00

30，00

307，47

387，47

　
助

　
補
助
パ

　
団
補

入
年
館
ン
計
出

　
青
民

　
町
公
力

収
　
　
　
　
支

O
　
　
　
　
　
　
　
O

　　旅　　 費　　　171，12

　　宿泊費　 113，60

　　通信費　　2，70
　　消耗品費　　　22，30
　　雑費（登録費他）　47，20
　　　　計　　　　　 356，92

差引30，552円は次回の県大会1、

繰越させていただきます。
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本
年
度
の
転
作
は
、
農
家
の
皆
様

の
御
協
力
に
よ
り
、
目
標
配
分
面
積

の
一
一
六
・
六
％
、
一
一
四
ヘ
ク
タ

ー
ル
の
実
績
を
達
成
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
転
作
の
内
容
は
、
永
年

性
作
物
（
果
樹
）
、
養
魚
、
林
地
（
杉
・

桐
）
、
水
田
預
託
な
ど
が
依
然
と
し

て
多
く
、
転
作
作
物
か
ら
の
収
益
性

（）内数字はha57年度転作実施状況図

大豆
5．8％

（6，7）

飼料
作物
4．5％

（5，1）

麦刈

0．3％

そ
ば
1
β
％

永年性作物26．4％
　　　　　　（30．2）

野　菜13．7％
　　　（15。7）

一般作物・その他
22．7％（25．9） 水田預託

　　17．7％

　　（20．2）

通
年
施
行
2
5
％
（
2
9
）

力定
ウ潜

ン
ト
分
5．1％

（5．8）
栗　21．5％（24．6）

レンコン
　8．6％
　9．8）

養魚8．7％

　（9。9）

林地9．0％

　（10．3）

、　　　　　　　ミ聖』、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、 、

松
代
町

　、ヤ、
、、

、

　￥
　　、

、
、

’
＼

ハト、
、
、

じ
ヤ

、
、
・

、
、
、

ミ
し
、

、 ’
、
　
　 湊、一一、』、＼ぐこ樒
＼　　瀬ヤ、’一一一、』》、

1．8％　　　　、　　　　　、

　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　、　　、
　、、　　　　　　　　　　　　　　　　￥　　　　　　　　　　　　　　　、　　、

永年性作物、　　　　　　　　＼　　　　　　　　　・　＼

　　　　、＼　　　　　　＼　　　　　　￥　＼
　　　　　　、

大豆

　13．0％

飼料作物23．2％ そ
ば
3
％

麦　14．8％ 野　菜15．2％

一般作物・その他

　12．1％ 水田預託

　13．4％

通
年
施
行
3
3
％

麦刈稲13．2％
麦刈稲

5．3％

新
潟
県

100．9080706050403020

の
極
め
て
少
な
い
転
作
形
態
が
続
い

て
お
り
ま
す
。
　
（
別
表
参
照
）

　
し
か
し
、
そ
の
中
で
も
転
作
を
農

業
経
営
の
一
環
と
し
て
、
真
剣
に
取

り
組
ん
で
い
る
グ
ル
ー
プ
が
、
年
々

増
え
て
き
て
い
ま
す
。

　
転
作
の
う
ま
く
い
っ
て
い
る
事
例

と
し
て
、
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
す
。

▲
飼
料
作
物
（
儀
明
共
同

　
　
　
畜
舎
利
用
組
合
）
▼

　
昨
年
、
補
助
事
業
に
よ
り
共
同

畜
舎
が
建
て
ら
れ
、
四
戸
が
二
十

頭
の
繁
殖
牛
の
飼
育
を
始
め
ま
し

た
。
そ
の
粗
飼
料
の
自
給
を
図
ろ

う
と
、
転
作
で
青
刈
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
を
三
十
ア
ー
ル
ほ
ど
作
付
け
し

ま
し
た
。

収
量
も
多
く
サ
イ
ロ
に
詰
め
、
冬

期
間
の
飼
料
と
し
て
使
用
さ
れ
ま

す
。
莇
平
の
畜
産
グ
ル
ー
プ
に
つ

づ
い
て
出
来
た
共
同
飼
料
畑
で
あ

り
、
畜
産
の
振
興
と
転
作
が
、
う

ま
く
結
び
つ
い
て
い
る
事
例
で
あ

り
ま
す
。

m
　
▲
濁
大
豆
生
産
組
合
▼

0

　
前
年
ま
で
預
託
水
田
で
あ
っ
た

数
枚
の
水
田
を
町
単
農
地
改
良
事

業
補
助
金
を
受
け
、
三
十
ア
ー
ル
一

枚
の
大
豆
畑
に
造
成
し
ま
し
た
。

　
濁
部
落
も
過
疎
化
が
進
み
、
十
年

前
に
二
十
四
戸
あ
っ
た
世
帯
が
、
今

で
は
七
戸
に
減
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

に
伴
な
い
農
地
の
荒
廃
も
目
立
ち
、

農
業
経
営
の
組
織
化
も
無
く
な
っ
て

き
ま
し
た
。
こ
の
状
態
を
何
と
か
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
部
落
で
話

し
合
い
を
重
ね
た
結
果
、
全
戸
が
協

力
し
合
っ
て
大
豆
の
共
同
栽
培
を
実

施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
単
に

大
豆
栽
培
の
収
益
を
目
的
と
す
る
の

で
は
な
く
、
共
同
作
業
が
村
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
場
と
な
り
、
区
民
相
互

の
親
睦
と
団
結
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
、

大
き
な
期
待
が
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

▲
ナ
ス
・
イ
ン
ゲ
ン
の
出
荷
順
調
▼

　
今
年
の
転
作
ナ
ス
は
、
十
三
戸
で

約
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
作
付
け
が
な
さ

れ
、
六
月
二
十
二
日
の
初
出
荷
以
来

毎
日
出
荷
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
八
月
末
日
現
在
で
約
三
十
四
ト
ン
と

生
産
量
も
順
調
に
伸
び
て
い
ま
す
。

価
格
も
、
八
月
二
日
の
台
風
十
号
で

関
東
方
面
の
産
地
に
被
害
が
あ
り
、

そ
の
影
響
で
急
高
謄
し
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
予
想
外
の
多
収
益
が
見
込
ま

れ
て
い
ま
す
。

　
イ
ン
ゲ
ン
に
つ
い
て
は
、
作
付
面

積
が
二
・
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
前
年
の

倍
に
増
え
て
、
作
柄
も
良
く
多
収
量

が
見
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、
台
風

十
号
に
よ
っ
て
、
一
部
の
地
域
に
被

害
が
あ
り
減
収
と
な
っ
た
。
し
か
し

価
格
が
良
い
の
で
、
か
な
り
の
高
収

益
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
役
場
、
農
協
で
は
、
転
作
ナ
ス
の

栽
培
を
近
年
中
に
三
～
四
ヘ
ク
タ
ー

ル
に
拡
大
し
、
産
地
化
し
た
い
考
え

で
お
り
ま
す
．難

羅

雪
霧
．

響
、
顎
、

ー
－
総

馨
馨
惰
｛

　
　
　
　
　
　
　
轟
＝

ぐ
ト
ぐ
ト
ぐ
ト
ぐ
レ
ぐ
ト
ぐ
ト
ぐ
レ
ぐ
ト
ぐ
ト
ぐ
ト
ぐ
ト
ぐ
ト
ぐ
ト
ぐ
ト

　
主
婦
の
力
で

　
　
　
　
肉
牛
生
産
を

ー
牛
は
草
と
水
だ
け
で
飼
え
る
ー

ぐ
ト
ぐ
〉
ぐ
ト
ぐ
レ
ぐ
ト
ぐ
ト
ぐ
ト
ぐ
レ
ぐ
ト
ぐ
ト
ぐ
〉
ぐ
ト
ぐ
〉
ぐ
ト

　
米
を
は
じ
め
、
生
乳
、
豚
肉
な
ど

農
畜
産
物
の
多
く
が
、
生
産
調
整
や

計
画
生
産
を
強
い
ら
れ
て
い
る
な
か

で
、
肉
用
牛
だ
け
が
需
要
に
追
い
つ

か
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　
当
町
で
は
、
昨
年
度
か
ら
主
婦
の

労
働
力
を
対
象
と
し
た
肥
育
素
牛
を

確
保
す
る
た
め
の
繁
殖
牛
経
営
（
県

単
事
業
）
を
推
し
進
め
て
い
ま
す
。

　
牛
の
導
入
か
ら
畜
舎
の
建
設
、
先

進
地
視
察
、
飼
養
技
術
研
修
会
な
ど

資
金
面
に
補
助
が
あ
り
、
新
た
に
肉

用
牛
経
営
を
始
め
る
方
に
は
、
た
い

へ
ん
有
利
な
事
業
で
、
本
年
度
も
引

き
続
き
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
昨
年
度
は
、
五
戸
の
畜
産
農
家
が
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創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　
昨
年
来
、
騒
が
れ
て
い
る
牛
肉
の

自
由
化
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
米
国

自
体
が
牛
肉
の
輸
入
国
で
あ
る
こ
と
。

ま
た
、
肉
用
牛
経
営
の
多
頭
化
に
は

限
度
が
あ
り
、
飼
養
戸
数
の
減
少
が
、

そ
の
ま
ま
頭
数
の
減
少
に
つ
な
が
り

素
牛
の
確
保
が
む
ず
か
し
く
な
っ
て

き
て
い
ま
す
．

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
子
牛
の

市
場
価
格
は
、
確
か
に
変
動
が
あ
り

ま
す
が
、
総
体
的
に
は
、
子
牛
価
格

は
上
昇
し
て
い
ま
す
。

　
天
然
の
野
草
資
源
に
恵
ま
れ
た
地

域
条
件
を
い
か
せ
ば
、
生
産
費
の
多

く
を
占
め
る
濃
厚
飼
料
の
削
減
と
な

り
、
経
営
の
安
定
が
図
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
地
方
の
低
下
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
現
在
、
畜
産
副
産
物
で
あ

る
ふ
ん
・
尿
（
た
い
き
ゅ
う
肥
）
は
、

水
稲
を
は
じ
め
、
タ
バ
コ
、
野
菜
等

に
化
学
肥
料
・
農
薬
で
は
補
い
き
れ

な
い
効
果
を
発
揮
し
ま
す
。

　
和
牛
の
飼
養
に
は
、
た
い
し
た
手

間
も
か
か
ら
ず
、
最
悪
の
場
合
は
稲

ワ
ラ
と
水
だ
け
で
も
二
～
三
日
は
な

ん
と
か
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
和
牛

の
強
み
で
す
．

　
一
頭
で
も
、
二
頭
で
も
和
牛
を
飼

っ
て
、
子
牛
を
生
ま
し
、
楽
し
み
な

が
ら
家
計
の
た
し
に
し
て
下
さ
い
。

　
全
く
新
し
く
繁
殖
牛
経
営
を
始
め

る
方
に
も
資
金
面
の
補
助
の
ほ
か
、

家
畜
診
療
所
の
活
用
、
家
畜
共
済
制

度
へ
の
加
入
、
普
及
所
・
農
協
技
師

に
よ
る
飼
養
技
術
指
導
に
よ
り
、
安

心
し
て
牛
が
飼
え
る
よ
う
な
体
制
が

で
き
て
い
ま
す
．

　
畜
産
に
関
す
る
問
い
合
せ
は
、
産

業
課
・
畜
産
係
ま
で
照
会
願
い
ま
す
。

土地の高低差を利用した

小規模畜舎（寺田）

ヤミ繁防止に

協力を〃

　
今
年
の
米
価
は
、
一
・
一
％
の
値

上
げ
に
終
り
ま
し
た
が
、
良
質
米
の

存
続
と
、
新
潟
早
生
の
三
類
か
ら
二

類
へ
の
昇
格
は
、
米
を
め
ぐ
る
き
び

し
い
情
勢
の
中
で
、
わ
ず
か
な
救
い

と
思
わ
れ
ま
す
。

　
さ
て
、
米
の
流
通
を
統
制
し
て
い

る
食
糧
管
理
法
は
二
十
九
年
ぶ
り
に

改
正
さ
れ
て
、
　
一
月
に
施
行
さ
れ
ま

し
た
。

　
改
正
さ
れ
た
食
管
法
の
基
本
的
な

考
え
方
は
、

①
需
要
に
応
じ
た
供
給

②
正
規
ル
ー
ト
ヘ
の
集
荷
の
確
保

③
非
営
利
行
為
に
関
す
る
規
制
の
廃

　
止
．

が
重
点
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
縁
故
米

贈
答
米
が
緩
和
さ
れ
た
反
面
、
不
正

規
ル
ー
ト
の
規
制
が
強
化
さ
れ
た
こ

と
で
す
。
米
の
過
剰
が
宣
伝
さ
れ
る

中
で
、
昨
年
の
モ
チ
米
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
異
常
な
暴
騰
が
教
訓
と
な
っ

て
、
出
廻
る
米
の
量
を
完
全
に
お
さ

え
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
、
不

正
規
ル
ー
ト
の
米
は
、
一
層
監
視
が

き
び
し
く
な
り
ま
す
。

　
一
方
農
家
は
、
大
規
模
経
営
と
兼

業
化
に
だ
ん
だ
ん
分
れ
る
情
勢
で
す

が
、
そ
の
中
で
、
兼
業
化
し
た
農
家

の
中
に
は
、
出
荷
、
検
査
の
わ
ず
ら

わ
し
さ
か
ら
、
　
「
自
分
一
人
ぐ
ら
い

は
」
と
出
荷
余
力
が
あ
り
な
が
ら
、

安
易
に
「
ヤ
ミ
売
り
」
に
は
し
る
農

家
が
あ
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　
二
年
続
き
の
不
作
の
せ
い
も
あ
り

ま
す
が
、
毎
年
、
政
府
か
ら
示
さ
れ

た
、
売
渡
限
度
数
に
出
荷
数
が
達
し

て
い
ま
せ
ん
．

　
今
年
も
一
次
予
約
で
は
、
売
渡
限

度
数
の
八
三
％
に
し
か
な
り
ま
せ
ん
。

出
荷
余
力
が
あ
り
な
が
ら
、
ヤ
ミ
売

り
し
た
た
め
、
毎
年
売
渡

限
度
数
に
出
荷
量
が
及
ば

な
け
れ
ば
、
将
来
、
当
然

売
渡
限
度
数
が
へ
ら
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
一
人
の
不
心
得
者
の
た

め
、
み
ん
な
の
首
を
し
め

る
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ

お米の流遍経踏

ん
。

　
更
に
自
主
流
通
米
で
は
「
松
代
の

コ
シ
ヒ
カ
リ
」
と
い
う
事
で
、
消
費

地
で
は
、
評
価
が
高
い
の
で
す
が
、

不
作
と
二
流
銘
柄
（
ト
ド
ロ
キ
ワ
セ

新
潟
早
生
）
の
普
及
も
あ
り
、
コ
シ

ヒ
カ
リ
の
出
荷
量
が
頭
う
ち
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
お
客
さ
ん
が
あ
り
な
が
ら
数
が
ま

と
ま
ら
な
い
と
、
他
の
産
地
に
、
お

客
を
取
ら
れ
る
危
険
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
な
る
と
日
本
中
で
一
番
高
く
売

れ
て
い
る
「
コ
シ
ヒ
カ
リ
」
が
他
の

県
と
同
じ
価
格
に
下
が
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　
「
ヤ
ミ
米
」
を
売
ら
な
け
れ
ば
、

当
然
「
コ
シ
ヒ
カ
リ
」
の
出
荷
が
多

く
な
り
ま
す
．

　
一
人
一
人
が
「
ヤ
ミ
米
」
を
売
ら

な
い
と
い
う
心
が
ま
え
が
、
農
家
全

体
の
所
得
を
向
上
さ
せ
る
道
で
す
。

　
今
年
は
、
一
粒
残
ら
ず
正
規
ル
ー

ト
で
米
を
販
売
し
て
、
明
る
く
、
み

ん
な
で
収
獲
の
よ
ろ
こ
び
を
分
か
ち

合
う
こ
と
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
（
組
合
長
理
事
　
関
谷
正
好
）

“
，
、
　
。
　
　
　
　
　
　
　
政
府
管
理
米
自
主
流
通
米
　
配
給
精
米

い
冨

∵
一師

」生産者

農協・集何商人

隣㌔
政　府

一　 l

　　　悪
　卸売業者

　
　
↓
　
…
・
Ψ
　
］
↓

．
．
繕
轡
螺
摩
囲
圏

鐡
轟
．

齢姻や鞭

売業者

米
餌
回

國
圏
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吃
＝
…
．
一
一
≡
7
呂
＝
留
8
畠
≡
7
昌
一
＝
響
薗
昌
一
一
＝
厘
呂
一
≡
．
畠
＝
＝
冒
．
昌
一
＝
冒
．
昌
器
－
7
畠
＝
霊
．
二
8
霊
．
一
6
＝
曽
9
昌
＝
冒
．
畠
＝
雷
．
盆
3
霊
．
8
8
一
7
畠
一
3
冒
．
8
≡
一
．
品
一
一
冒
一
8
＝
冒
．
一
＝
…
曹
昌
一
一
霊
。
3
3
霊
9
畠
≡
甲
置
8
＝
号
璽
昌
3
雷
．
昌
一
一
冨
9
畠
＝
霊
．
8
＝
冒
9
呂
＝
考
．
8
一
＝
7
昌
＝
号
贋
昌
一
一
署
。
昌
＝
冒
8
品
3
写
馴
一
3
…
，
昌
＝
号
一
3
一
＝
7
8
≡
7
8
＝
一
7
呂
＝
一
7
8
3
3
茎
＝
…
三
喧

印
鑑
の

登
録
と
証
明

　
印
鑑
登
録
豆
知
識
　
　
⇔

　
三
、
登
録
す
る
印
鑑

　
登
録
で
き
る
印
鑑
は
、
変
形
し

に
く
い
印
材
を
使
用
し
、
印
影
が

本
人
の
氏
名
、
氏
又
は
名
の
組
み

き
損
し
た
り
摩
滅
し
て
い
な
い
こ

と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

合
せ
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、

大
き
さ
は
次
図
の
と
お
り
で
す
。

　
T
8
㎜
⊥

岡
□
の
枠
よ
－
大
き
－
、

　
丁
ー
2
5
㎜
1
止

1－25mm－1

の
枠
に

収
ま
る
こ
と
．

　
四
、
登
録
事
項
の
修
正

　
氏
名
や
、
住
所
等
登
録
さ
れ
て

い
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き

は
、
届
出
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

五
、
登
録
の
廃
止
と
抹
消

　
登
録
し
て
あ
る
印
鑑
を
き
損
し

た
り
、
亡
失
し
た
と
き
は
廃
止
申

請
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
印
鑑
登
録
者
が
死
亡
し
た
り
、

転
出
に
よ
り
住
民
票
を
削
除
し
た

と
き
、
又
は
、
禁
治
産
者
の
宣
告

を
受
け
た
と
き
は
、
町
長
は
職
権

で
登
録
を
抹
消
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
次
回
は
印
鑑
証
明
書
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

釦
呂
胃
一
三
＝
3
7
盆
一
＝
7
昌
＝
一
7
畠
一
＝
7
呂
一
＝
冒
昌
一
＝
7
盆
胃
一
7
昌
一
＝
冒
・
昌
＝
9
ム
一
一
一
冒
蕊
一
一
一
一
7
呂
≡
7
8
＝
一
7
昌
8
霊
ム
呂
…
ム
＝
＝
7
8
一
一
一
7
昌
一
＝
7
8
＝
一
7
盆
＝
一
7
8
＝
一
。
9
昌
3
一
7
呂
＝
一
7
3
3
一
7
8
＝
霊
孟
＝
＝
7
昌
＝
一
7
8
一
3
7
8
＝
冨
・
8
3
冒
＆
3
3
7
畠
＝
－
7
3
器
号
孟
一
3
審
温
＝
冒
7
昌
一
一
冒
ム
＝
＝
7
昌
＝
一
7
…
≡
■
畠
3
霊
蕊
8
一
一
7
8
一
＝
7
盆
8
一
7
亀
■

郵
　
家
を
新
築
、

の
種
類
、
床
面
積
に
よ
り
次
の
よ
う

な
税
金
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

例
一
　
居
宅
、
床
面
積
一
六
〇
㎡
、
価

格
（
役
場
で
評
価
し
た
評
価
額
）

　
　
一
、
○
O
O
万
円
、
新
築
。

◎
不
動
産
取
得
税
（
県
税
）

　
一
、
O
O
O
万
ー
四
二
〇
万
（
住

　
宅
控
除
額
）
×
三
％
u 踊瞬

増
築
す
る
と
、
建
物

　
一
七
四
、
○
O
O
円

◎
固
定
資
産
税
（
町
税
）

　
一
、
O
O
O
×
○
・
六
（
経
年
補

　
正
）
×
一
・
四
％
ー
（
新
築
住
宅
⊥
、

　
軽
減
額
一
〇
〇
㎡
分
の
⊥
2
の
税
額

　
二
五
、
三
七
五
円
）
目
五
八
、
六
二
〇

　
円
（
三
年
間
軽
減
）

◎
登
録
免
許
税

　
所
有
権
の
保
存
　
税
率
O
・
三
％

◎
木
材
引
取
税

　
自
家
材
を
使
用
し
た
と
き
。

例
二
　
居
宅
、
床
面
積
一
七
〇
㎡
、

　
　
価
、
格
一
、
○
○
○
万
円
、
新
築

◎
不
動
産
取
得
税
（
特
例
の
適
用
な
し
）

　
一
、
○
○
○
万
×
三
％
儲
三
〇
万
円

◎
固
定
資
産
税
（
特
例
の
適
用
な
し
）

　
六
〇
〇
万
×
一
・
四
％
“

　
八
四
、
○
○
○
円

◎
登
録
免
許
税
（
特
例
の
適
用
な
し
）

　
保
存
登
記
　
税
率
　
○
・
六
％

◎
木
材
引
取
税
～
例
一
に
同
じ

　
※
床
面
積
一
六
五
㎡
（
五
〇
坪
）
を

　
　
超
え
る
と
軽
減
の
特
例
は
う
け

　
　
ら
れ
ま
せ
ん
．

例
三
　
店
舗
、
床
面
積
一
六
〇
㎡
、

　
　
価
格
一
、
○
○
○
万
円
、
新
築

o
不
動
産
取
得
税

　
一
、
○
○
○
×
四
％
“
四
〇
万
円

繕
攣
二
に
同
－

　
※
住
宅
以
外
の
税
率
は
四
％
で
す
。

　
一
階
部
分
鉄
筋
コ
ン
、
二
階
、
三

階
木
造
の
三
階
建
の
建
物
や
増
築
の

建
物
等
に
つ
い
て
は
種
類
、
用
途
に

よ
り
税
額
が
異
な
り
ま
す
。

　
建
築
費
用
の
調
達
方
法
に
よ
っ
て

は
贈
与
税
の
か
か
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
く
わ
し
い
こ
と
を
知
り
た
い
方

は
、
役
場
税
務
課
固
定
資
産
税
係
へ
。

　　　　　も　　　日脊

も
夜
心

今
・
灘
、

火災予防シリーズ⑤

秋
の
火
災
予
防
運
動
（
1
0
／
2
6
＾
／
↓

火の用心・心で用心・目で用心

○
火
災
予
防
は
、
日
頃
の
安

全
管
理
が
大
切
で
す
。

○
火
気
か
ら
離
れ
る
時
は
、

そ
の
都
度
火
を
消
す
。

o
火
気
の
ま
わ
り
は
常
に
整

理
整
屯
し
、
可
燃
物
は
置
か

な
い
。

○
ス
ト
ー
ブ
・
コ
ン
ロ
・
電

気
器
具
等
は
、
時
々
点
検
す

る
。o

寝
タ
バ
コ
は
し
な
い
。

○
マ
ッ
チ
・
ラ
イ
タ
ー
は
、

灘翻轟

覇

馨
雛
競
灘

ロ
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

子
供
の
手
の
届
か
な
い
所
に
。

○
ス
ト
ー
ブ
等
火
を
つ
け
た
ま
ま
の

持
ち
運
び
や
給
油
は
し
な
い
。

○
タ
コ
足
配
線
は
し
な
い
。

○
電
気
器
具
の
ヒ
ュ
ー
ズ
は
、
正
規

の
温
度
ヒ
ュ
ー
ズ
を
使
用
す
る
。

o
ガ
ス
器
具
は
、
使
用
後
器
具
栓
だ

け
で
な
く
元
栓
も
し
め
る
。

　
　
　
　
　
＊

※
火
災
原
因
の
大
半
は
、
ち
ょ
っ
と

し
た
不
注
意
で
す
。
充
分
注
意
し
ま

し
よ
う
。

お知らせ

松代分遣所の増改築工事完

了に伴い、10月1日、前庁

舎に戻1）始業する予定です。

火事・救急車

119
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こ
の
度
、
国
の
政
令
で
昭
和
5
7
年

12

月
31
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
7
0

才
以
上
の
者
等
（
65
才
以
上
の
ね
た

き
り
）
以
外
の
者
が
受
け
る
療
養
に

係
る
国
民
健
康
保
険
の
高
額
療
養
費

の
自
己
負
担
限
度
額
が
、
月
額
四
万

五
〇
〇
〇
円
に
決
り
ま
し
た
の
で
、

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
今
ま
で
、
私
た
ち
が
お
医
者
さ
ん

に
か
か
っ
た
と
き
、
医
療
費
の
自
己

負
担
分
と
し
て
一
人
、
一
ヵ
月
三
万

九
千
円
以
上
を
支
払
っ
た
場
合
は
、

三
万
九
千
円
を
超
え
た
分
は
全
額
、

国
民
健
康
保
険
か
ら
払
い
も
ど
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
9
月
1
日
か
ら
、
こ
の
自
己
負
担

分
の
限
度
額
が
四
万
五
千
円
に
引
き

上
げ
ら
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
被
保
険
者
の
属
す
る
世

帯
の
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
全

員
（
世
帯
主
及
び
被
扶
養
者
を
含
む

）
が
市
町
村
民
税
非
課
税
で
あ
る
場

合
の
自
己
負
担
限
度
額
は
、
三
万
九

千
円
に
す
え
置
か
れ
ま
す
。

◎
高
額
療
養
費
支
払
い
の
条
件

①
自
己
負
担
額
四
万
九
千
円
の
中
に

は
、
差
額
ベ
ッ
ト
代
な
ど
は
含
ま
れ

ま
せ
ん
。
病
院
、
診
療
所
へ
支
払
っ

た
額
は
何
も
か
も
自
己
負
担
分
と
し

て
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

②
一
ヵ
月
と
い
う
の
は
暦
月
計
算
で

毎
月
一
日
か
ら
月
の
終
り
ま
で
を
一

ヵ
月
と
し
、
そ
の
間
の
自
己
負
担
額

が
四
万
五
千
円
を
こ
え
た
場
合
に
限

ら
れ
ま
す
。

③
二
つ
の
病
院
へ
同
時
に
か
か
っ
て

い
る
場
合
、
両
方
を
合
算
す
る
こ
と

は
し
ま
せ
ん
。

④
入
院
・
通
院
・
歯
科
は
別
計
算
と

な
り
ま
す
。

⑤
総
合
病
院
の
各
診
療
科
は
別
計
算

と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
入
院
患
者
が
歯
科
以
外
の
他

の
科
の
診
療
を
う
け
た
と
き
は
合
算

し
ま
す
。

◎
高
額
療
養
費
の
実
際
の
計
算
例

　
た
と
え
ば
入
院
し
て
、
一
ヵ
月
五

〇
万
円
の
医
療
費
が
か
か
っ
た
と
し

ま
す
。
．

　
そ
の
う
ち
三
割
つ
ま
り
一
五
万
円

が
自
己
負
担
分
で
す
。

　
そ
の
自
己
負
担
分
か
ら
四
万
五
千

円
を
除
い
た
額
が
、
あ
と
で
国
保
か

ら
払
い
も
ど
さ
れ
ま
す
。

鋤＼＼

〃／双

500，000円×0．3＝150，000円

150，000円一45，000円＝105，000円

つ
ま
り
一
五
万
円
支
払
い

あ
と
で
十
万
五
千
円
が
国

保
か
ら
、
返
っ
て
ゆ
く
わ

け
で
す
．

噛夢

◎
5
8
年
1
月
か
ら
五
万
一
千
円

に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
の
で
、

ご
承
知
下
さ
い
。

　
高
額
療
養
費
は
、
』
つ
ま
り
9
月
と

来
年
一
月
か
ら
の
二
段
階
自
己
負
担

額
引
き
上
げ
と
な
り
ま
す
。

　
自
己
負
担
額
（
一
部
負
担
金
）
の

保
険
者
徴
収
に
松
代
町
と
同
意
書
を

交
し
て
い
る
医
療
機
関
東
頸
城
郡
一

囲
、
十
日
町
市
で
は
県
立
十
日
町
病

院
外
三
、
上
越
市
の
一
部
に
つ
い
て

は
、
役
場
国
保
係
か
ら
通
知
が
行
き

ま
す
の
で
、
四
万
五
千
円
、
5
8
年
1

月
か
ら
五
万
一
千
円
を
国
保
窓
口
に

支
払
い
下
さ
い
。

腿
腐
風
風
風
題
風

腿
圓

鑛　出

稼
シ
ー
ズ

圓
風鑛

　
　
　
　
　
真

圏
墜

◎
出
稼
ぎ
者
の
皆
さ
ん
へ
〃

　
…
出
稼
者
台
帳
整
理
の
た
め
の

　
　
お
願
い
…
…

　
い
よ
い
よ
出
稼
ぎ
の
シ
ー
ズ
ン
が

近
ず
い
て
き
ま
し
た
。
今
年
は
近
年

に
な
く
厳
し
い
求
職
状
況
の
中
で
お

働
き
い
た
だ
く
訳
で
す
が
、
今
ま
で

の
職
場
を
大
切
に
さ
れ
、
出
来
る
だ

け
長
期
の
出
稼
計
画
を
た
て
ら
れ
る

こ
と
を
切
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
さ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
面
で
正
確
に

皆
様
方
の
就
業
先
を
把
握
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
の

で
、
　
一
人
で
出
稼
ぎ
を
さ
れ
る
方
。

今
ま
で
役
場
の
窓
口
を
通
さ
な
い
方

等
も
、
春
先
お
帰
り
に
な
っ
て
か
ら

の
雇
用
保
険
の
関
係
等
で
出
稼
者
台

帳
を
整
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
た
め
、
是
非
連
絡
を
下
さ
い
ま

す
様
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
整
理

の
必
要
理
由
は
次
の
通
り
で
す
。

O
　
帰
郷
後
の
職
業
安
定
所
と
の
連

　
絡
の
た
め
（
雇
用
保
険
関
係
）

口
　
出
稼
中
の
怪
我
等
の
事
業
所
へ

　
の
処
理
依
頼
の
た
め
。

日
　
出
稼
中
の
問
題
（
例
え
ば
賃
金

　
未
払
い
等
）
に
対
処
す
る
た
め
。

㈱
　
事
業
所
と
の
各
種
連
絡
の
た
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
極
極

ン
　
　
　
　
畿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
璽
錘

近
か
〃
　
畿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
風
瞬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
扇
鍾
鍵
錘
鼠
風
瓢

価
　
夏
場
の
健
康
診
断
受
診
の
た
め
。

釣
　
出
稼
実
態
の
把
握
の
た
め
。

な
ど
で
す
が
、
職
安
か
ら
年
々
雇
用

保
険
受
給
が
厳
し
く
な
っ
て
来
て
い

る
。
「
出
来
る
だ
け
全
貝
の
把
握
を
す

る
様
に
、
と
の
指
導
が
な
さ
れ
ま
し

た
の
で
、
出
．
稼
き
先
が
決
っ
た
ら
必

ず
役
場
の
職
業
係
へ
連
絡
下
さ
い
ま

す
様
お
願
い
い
た
し
ま
す
．

　
尚
、
愛
知
方
而
へ
新
ら
た
に
就
職

を
希
望
す
る
方
は
、
九
月
二
十
二
日

に
町
役
場
で
就
職
相
談
を
兼
ね
受
付

を
い
た
し
ま
す
の
で
お
い
で
下
さ
い
。

　
今
年
も
又
健
康
で
健
全
な
出
稼
ぎ

を
な
さ
る
様
お
願
い
す
る
と
共
に
、

な
る
べ
く
早
目
に
就
職
先
へ
御
連
絡

下
さ
る
様
重
ね
て
お
願
い
い
た
し
ま

す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
（
職
業
係
）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1世代と世代のノ、貰ランスのとれた
③

年金制度にすることが大切です

　
高
齢
化
へ
の
道
を
歩
み
始
め
た
社

会
、
高
齢
化
は
、
年
金
制
度
に
も
い

ろ
い
ろ
を
影
響
を
与
え
て
い
き
ま
す
。

　
し
か
し
、
私
た
ち
は
、
戦
後
こ
れ

ま
で
の
間
、
さ
ま
ざ
ま
な
世
の
中
の

変
化
を
乗
り
越
え
て
、
こ
の
制
度
を

支
え
て
き
ま
し
た
。
年
金
制
度
は
世

代
間
の
助
け
合
い
の
制
度
で
す
か
ら
。

こ
れ
を
支
え
る
健
全
な
勤
労
世
代
が

あ
る
限
り
、
今
後
も
そ
の
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

　
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
年
金

ミ
ミ
ミ
ミ
き
き

制
度
を
、
お
年
寄
り
の
世
代
と
働
く

若
い
世
代
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た

も
の
と
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
公
的
年
金
の
水
準
は
、
老
後
生
活

の
基
盤
を
支
え
る
に
足
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
同
時
に
、

制
度
を
支
え
る
働
く
若
い
世
代
の
生

活
水
準
や
負
担
能
力
と
の
バ
ラ
ン
ス

の
と
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
．

　
　
　
　
　
　
　
※

　
厚
生
年
金
の
場
合
を
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。
現
在
、
平
均
加
入
期
間
（
二

十
年
以
上
加
入
し
た
男
子
の
場
合
）

は
、
三
十
年
程
度
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、
平
均
的
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
ラ

イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
考
え
る
と
今
後

は
二
十
歳
前
後
で
就
職
し
て
、
す
ぐ

に
厚
生
年
金
に
加
入
し
、
六
十
歳
前

後
で
退
職
し
て
厚
生
年
金
か
ら
脱
退

す
る
四
十
年
加
入
の
ケ
ー
ス
が
一
般

的
に
な
っ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。

　
厚
生
年
金
は
、
加
入
す
る
期
間
が

伸
び
る
に
つ
れ
て
年
金
額
も
増
大
す

る
し
く
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在

三
十
年
間
加
入
し
た
男
子
の
標
準
的

な
年
金
額
は
、
単
身
の
場
合
、
現
役

の
男
子
勤
労
者
の
平
均
賃
金
の
約
六

割
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
現
在
の
し

く
み
の
ま
ま
で
は
、
四
十
年
間
加
入

し
た
方
の
場
合
、
単
身
で
も
、
現
役

勤
労
者
の
平
均
賃
金
の
八
割
近
い
年

、
金
を
受
給
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
制
度
を
支
え
て
い
る
現
役
の
勤
労

者
が
、
そ
の
賃
金
の
中
か
ら
税
金
や

社
会
保
険
料
を
負
担
し
、
残
り
の
賃

金
で
夫
婦
と
子
供
二
人
か
ら
な
る
世

帯
の
家
計
を
支
え
て
い
る
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
お
年
寄
一
人
の
年
金
額
が
、

現
役
勤
労
者
の
平
均
賃
金
の
八
割
近

く
に
も
な
る
現
在
の
制
度
の
し
く
み

や
、
年
金
の
構
造
的
水
準
が
妥
当
か

ど
う
か
大
き
な
問
題
で
す
。

　
さ
ら
に
、
平
均
賃
金
の
八
割
も
の

年
金
水
準
を
維
持
し
ょ
う
と
す
れ
ば
、

将
来
の
負
担
は
、
本
人
負
担
だ
け
で

も
給
料
の
十
五
％
を
超
え
る
こ
と
も

予
測
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
大
き
な
負
担
を
若
い

働
く
世
代
に
課
し
て
、
平
均
賃
金
の

八
割
近
い
年
金
水
準
を
維
持
す
る
こ

と
が
、
世
代
間
の
公
平
と
い
う
勧
点

か
ら
見
て
妥
当
か
ど
う
か
、
真
剣
に

検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

現役勤労者の平均賃金（二100）

75．9

　　　霧

灘
　　　難

40年加入

諏
魏
購
覇
霧
麗
灘
．

一●

O
　
・

0

40年加入の場合、単身でも現役勤労

平均賃金の8割近い年金額を受給す

澤羅紀．

1灘難

難・、衰灘踊

．灘鐡
馨，繋，

35年加入

水準

躍60晶

1灘

態
i灘　　　・

謹灘
　．・灘　難犠’

30年加入

厚生年金の年金額の

鵬
灘
灘
麗
麗
欝

縫
藤
雛
撚

毒
瀬
，
　
　
’
鳩
．
＾

25年加入灘囲20年加入

％
…
…

60
　
　
5
0

ら
な
し
こ
と
　
ま
た
は
聞
き
た
し
こ

と
が
あ
る
の
だ
け
れ
ど
、
　
「
役
場
が

遠
く
て
…
…
」
と
か
「
仕
事
が
忙
し

く
て
…
…
」
な
ど
の
理
由
で
そ
の
ま

ま
に
し
て
し
ま
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。

　
こ
ん
な
と
き
、
国
民
年
金
に
つ
い

て
気
軽
る
に
相
談
に
の
っ
て
く
れ
る

人
が
お
り
ま
す
．

40
　
　
3
0

10

ご
存
知
で
す
か
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
金
委
員
さ
ん
を

日
頃
、
国
民
年
金
の
こ
と
で
わ
か

　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
町
で
は
各
部
落
の
区
長
さ
ん
が
知

事
か
ら
委
嘱
を
受
け
て
活
躍
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
国
民
年
金
に
つ
い
て
、
わ
か
ら
な

い
こ
と
、
ま
た
、
生
活
が
苦
し
く
て

保
険
料
が
納
め
ら
れ
な
い
…
…
。
ケ

ガ
や
病
気
な
ど
で
生
活
が
困
難
で
あ

ゆる
…
…
な
ど
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
遠

慮
せ
ず
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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年
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成
町
民
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議
か
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“
”
町
民
会
議
の
活
動
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
強
化

　
　
　
　
部
会
を
開
催

　
松
代
町
青
少
年
育
成
町
民
会
議
で

は
、
子
ど
も
た
ち
が
健
康
で
明
る
く

活
力
の
あ
る
社
会
人
と
し
て
成
長
す

る
こ
と
を
願
い
、
国
・
県
・
町
の
青

少
年
問
題
に
対
す
る
施
策
と
呼
応
し

て
育
成
活
動
を
推
進
し
て
お
り
ま
す

が
、
一
層
充
実
を
期
す
た
め
部
会
を

開
催
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
会
員
の
方
に
は
追
っ
て
く
わ
し

い
ご
案
内
を
い
た
し
ま
す
が
、
会
員

で
な
い
方
々
の
参
加
も
期
待
申
し
あ

げ
て
い
ま
す
。

　
部
会
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

参
加
を
希
望
す
る
方
、
く
わ
し
い
事

を
知
り
た
い
方
は
、
事
務
局
（
町
役

場
社
会
課
・
電
話
七
ー
二
二
二
〇
）

に
ご
申
出
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
＊

一
、
日
時
　
十
月
二
十
四
日
、
午
前

　
　
十
時
か
ら
午
後
三
時
半
ま
で
。

二
、
会
場
　
松
代
町
総
合
セ
ン
タ
i

三
、
部
会
内
容

①
講
演
（
講
師
未
定
）

②
分
科
会

　
　
　
研
究
課
題
は
、
総
務
・
環
境

〃

　●　●

ρ60

　
　
改
善
部
会
で
町
民
会
議
の
充
実

　
　
及
び
活
動
推
進
の
活
発
化
を
は

　
　
か
る
こ
と
。
健
全
育
成
部
会
で

　
　
育
成
活
動
と
意
欲
を
高
め
る
こ

　
　
と
を
、
話
し
合
う
予
定
で
す
。

③
全
体
会
（
分
科
会
ま
と
め
）

四
、
参
加
申
込

①
期
限
　
九
月
三
＋
日

②
申
込
先
　
事
務
局
（
松
代
町
役

　
　
場
社
会
課
・
電
話
七
－
二
二
二

　
　
〇
）

　
　
　
　
　
　
＊

　
多
数
の
方
々
の
参
加
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

の

へ4り
　　ノL

念信
　
　
．

　
　
「
エ
ン
ピ
ツ
削
り
買
っ
て
も

　
ら
っ
た
」
「
そ
う
、
よ
か
っ
た
ね
、

電
気
で
動
か
す
の
」
と
聞
く
と

　
「
ウ
ゥ
ン
」
そ
し
て
、
左
の
人

　
さ
し
指
を
つ
き
出
し
て
鉛
筆
に

見
た
て
、
右
の
人
さ
し
指
で
そ

　
の
し
ぐ
さ
を
す
る
。
　
「
あ
あ
、

ナ
イ
フ
？
」
「
そ
う
、
ナ
イ
フ
」

　
　
こ
れ
は
、
新
聞
の
片
す
み
に

載
せ
ら
れ
て
い
た
読
者
か
ら
の

投
稿
文
の
出
だ
し
で
あ
る
。
こ

　
の
読
者
は
、
育
て
方
の
信
A
・
心
、

姿
勢
に
一
本
筋
が
通
っ
て
い
る

　
こ
の
子
の
親
を
ほ
め
、
子
ど
も

　
は
育
て
よ
う
で
変
わ
る
も
の
だ

と
続
け
て
い
る
．

　
私
に
も
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ

　
た
。

　
　
さ
し
て
混
ん
で
も
い
な
い
、

　
か
と
い
っ
て
空
席
の
な
い
電
車

　
の
中
で
、
親
子
連
れ
が
一
組
、

そ
れ
も
親
は
座
り
、
小
学
校
に

通
っ
て
い
る
年
頃
だ
ろ
う
か
、

子
ど
も
は
親
の
前
で
立
っ
て
い

　
た
。
駅
に
つ
い
て
と
な
り
の
人

　
が
立
っ
た
の
で
子
ど
も
も
親
の

と
な
り
に
座
る
だ
ろ
う
と
思
っ

　
て
見
て
い
る
と
、
そ
の
け
ば
い

が
な
い
。
近
く
に
立
っ
て
い
る

人
も
そ
の
座
に
座
り
づ
ら
い
と

見
え
、
親
と
子
ど
も
を
見
く
ら

べ
て
い
る
。

　
そ
の
時
に
言
っ
た
お
父
さ
ん

の
こ
と
ば
が
、
私
は
す
ば
ら
し

い
と
思
っ
た
。

　
「
ど
う
ぞ
座
っ
て
下
さ
い
。

こ
の
子
は
立
た
せ
て
い
ま
す
か

ら
…
…
」

　
笑
い
な
が
ら
お
し
ゃ
べ
り
し

て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
わ

る
さ
を
し
て
立
た
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
も
な
い
。

　
電
車
の
中
で
子
ど
も
を
立
た

せ
る
の
は
、
平
衡
感
覚
を
鍛
え

る
の
に
役
立
つ
と
い
う
。
こ
の

お
父
さ
ん
も
そ
の
こ
と
を
知
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
一
本
筋
の
通
っ
た
信
A
・
心
で
子

ど
も
を
育
て
る
に
は
、
親
自
身

に
も
大
変
な
試
練
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
親
の
わ

が
子
に
対
す
る
義
務
だ
と
も
思

う
Q「

青
少
年
育
成
国
民
会
議
機
関

誌
か
ら
転
載
」

囎一

第
二
回
住
宅
金
融
公
庫

　
　
　
申
込
受
付
延
長
さ
れ
る

　
住
宅
金
融
公
庫
で
は
、
第
二
回
個
人

住
宅
建
設
資
金
の
中
込
み
受
付
け
を
、

当
初
の
八
月
三
一
日
（
火
）
か
ら
九
月

三
十
日
（
木
）
ま
で
延
長
し
て
受
付
け

を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
尚
次
の
要
領
に
よ
り
申
込
み
受
付
け

を
行
っ
て
い
ま
す
。

一
、
選
定
方
法

　
選
考
（
無
抽
選
）
に
よ
り
行
い
ま
す
。

二
、
融
資
額

　
木
造
住
宅
（
八
十
平
方
メ
：
ト
ル
以

　
上
）
の
場
合
、
四
八
○
万
円
～
五
〇

　
〇
万
円
。
老
人
（
六
五
才
以
上
）
等

　
が
同
居
す
る
場
合
五
十
万
円
～
一
八

　
○
万
円
の
融
資
額
の
割
増
制
度
が
あ

　
り
ま
す
。

三
、
利
率
　
　
年
五
、
五
％

四
、
返
済
期
問

　
木
造
の
場
合
二
五
年
以
内

五
、
申
込
場
所

　
住
宅
建
設
場
所
と
同
一
県
内
の
「
住

　
宅
金
融
公
庫
業
務
取
扱
店
」
と
表
示

　
し
た
金
融
機
関
（
農
業
協
同
組
合
）

　
　
　
　
　
　
＊

　
◎
詳
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
住
宅

　
金
融
公
庫
北
関
東
支
所
（
電
話
（
〇

　
二
七
二
）
ー
三
二
ー
六
六
五
五
）
又

　
は
、
農
業
協
同
組
合
で
ご
相
談
下
さ

　
い
。
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命
吊
昂
吊
昂
傘
吊
吊
吊
吊
吊
傘
昂
昂
吊
吊
傘
命
吊

、
有
権
者
五
、
一
一
〇
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
選
挙
人
名
簿
定
時
登
…
録
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
吊
昂
吊
吊
昂
品
－
吊
吊
吊
吊
吊
吊
吊
吊
昂
吊
昂
命
吊

　
永
久
選
挙
人
名
簿
の
定
時
登
録
は

選
挙
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
毎
年
九

月
一
日
現
在
で
九
月
二
日
に
登
録
す

る
も
の
で
す
。
今
回
登
録
の
対
象
者

は
昭
和
三
十
七
年
九
月
二
日
以
前
に

生
れ
、
昭
和
五
十
七
年
六
月
一
日
以

　
初

　
槻

　
四

　
怖一部落別登録者数一

前
よ
り
引
続
き
松
代
町
に
住
所
を
有

し
て
い
る
方
で
す
。

　
こ
の
結
果
男
2
8
名
女
2
9
名
計
5
7
名

の
方
が
新
た
に
登
録
さ
れ
松
代
町
の

部
落
別
の
選
挙
人
名
簿
登
録
者
数
は

次
の
と
お
り
と
な
り
ま
し
た
。

字　　名 男 女 計 字　　名 男 女 計

松　　代 482 550 1，032 督且㌧　　　自』
イ」　　　　　　Ilu 45 46 91

小荒戸 47 52 99 田野倉 73 80 153

太　　平 42 50 92 仙　　納 38 36 74

菅　　刈 53 57 110 田　　代 44 40 84

田　　　沢 47 47 94 莇　　平 45 53 98

小屋丸 11 13 24 小　　　貫 12 12 24

池之畑 34 31 65 諏訪峠 4 5 9
下　　　山 41 47 88 寺　　田 64 65 129

千　　年 105 134 239 名　　平 15 16 31

池　　尻 23 31 54 蒲　　生 149 148 297

会　　沢 58 63 121 儀　　明 111 132 243

清　　水 55 52 107 福　　島 44 56 100≧
桐　　　山 31 23 54 奈良立 19 25 44

蓬　　平 102 　111 213 室　　野 201 233 434

東　　山 9 11 20 竹　　所 39 35 74

海　　老 39． 39 78 濁 10 9 19』

犬　　伏、 119 108 227 峠 63 61 124

孟　　　地 36 34 70 木和田原 48 48 96

片桐山 15 12 27 新　　田 62 48 110

滝　　沢 23 21 』44

中　　子 9 9 18 計 2，467 2，643 5，110

「
戸
籍
の
窓
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
八
月
分
受
付

醒
御
出
産

石
口
明
日
香
　
父
丈
夫
　
母
光
恵

　
　
　
　
（
三
女
・
松
代
・
清
水
屋
）

斎
藤
奈
緒
美
　
父
嘉
和
　
母
知
代
子

　
（
二
女
・
田
野
倉
・
源
左
エ
門
）

高
橋
清
史
　
父
常
雄
　
母
か
ね
子

　
　
（
長
男
・
福
島
・
富
士
島
屋
）

電
報
電
話
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
り

■
電
話
料
金
の
自
動
支
払
制
度
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　
毎
月
の
電
話
料
金
を
自
動
的
に
銀

行
又
は
農
協
の
預
金
口
座
よ
り
引
き

お
と
す
方
法
を
ご
存
在
で
す
か
。

　
多
く
の
加
入
者
か
ら
ご
利
用
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
制
度
は

い
ち
い
ち
出
向
い
て
支
払
い
を
す
る

こ
と
な
く
、
毎
月
自
己
の
預
金
口
座

か
ら
金
融
機
関
が
引
き
落
と
し
ま
す
。

　
領
収
証
は
翌
月
分
請
求
額
を
記
載

の
う
え
後
日
送
付
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
ご
利
用
の
場
合
、
預
金
残
高

が
不
足
に
な
ら
な
い
よ
う
ご
注
意
を

お
願
い
－
い
た
し
ま
す
。

米
持
靖
子
　
父
茂
　
母
ト
ヨ
チ

　
　
　
（
長
女
・
室
野
・
茂
田
屋
）

市
川
幸
子
　
父
光
治
　
母
か
ほ
る

　
　
（
長
女
・
、
小
屋
丸
・
盛
田
屋
）

柳
貴
士
父
、
一
則
母
厚
子

　
　
　
　
（
長
男
・
犬
伏
』
林
年
）

魁
お
悔

牧
田
ミ
ツ
エ
　
4
6
歳
　
峠

小
堺
コ
マ
　
7
6
歳
　
儀
明

中
村
ト
メ
　
8
6
歳
　
田
代

高
橋
リ
サ
　
9
0
歳
　
田
澤

響鍵み

■
プ
ッ
シ
ュ
式
ボ
ッ
ク
ス
公
衆
電
話

　
が
お
目
見
え

　
八
月
一
日
よ
り
プ
ッ
シ
ュ
ホ
ン
が

サ
；
ビ
ス
イ
ン
し
ま
し
た
が
、
皆
様

か
ら
、
い
つ
も
ご
利
用
い
た
だ
い
て

い
る
ボ
ッ
ク
ス
公
衆
電
話
が
、
八
月

二
十
六
日
プ
ッ
シ
ュ
式
に
取
替
え
に

な
り
ま
し
た
。

　
取
替
え
に
な
っ
た
ボ
ッ
ク
ス
公
衆

電
話
は
、
町
役
場
前
と
松
文
堂
書
店

前
の
ニ
ケ
所
で
す
。

　
又
、
こ
の
プ
ッ
シ
ュ
式
公
衆
電
話

ま
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
短
縮
ダ

ー
　
町
役
場
、
病
院
な
ど
、

イ
ヤ
ル
サ
：
ビ
ス
機

能
も
、
も
た
せ
て
あ

り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
ボ
ッ

ク
ス
内
案
内
板
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

小
山
モ
ト
　
8
7
歳
　
小
貫

茂
野
梅
太
郎
7
3
歳
　
清
水

米
持
ア
ヤ
エ
6
0
歳
　
室
野

高
橋
チ
イ
　
8
9
歳
　
儀
明

新
屋
敷

も
え
ん

殿
屋
敷

田
惣

つ

　　　9．　　　∂o’・　　∂■◎ρ●、ぢ；∂●●
Q
Q
　 ♂

9QQQOO

　　ぎ

げ．

町民マラソン大会
c

10月17日旧）
じ◎

魂
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紡
細
蓮
動

磁
膿
馬
隣
瞬
ー
畷
月
2

　
犯
罪
の
な
い
明
る
い
社
会
を
つ
く

る
た
め
全
国
一
斉
に
防
犯
運
動
が
実

施
さ
れ
ま
す
。
み
ん
な
で
犯
罪
や
事

故
の
な
い
明
る
い
地
域
社
会
を
つ
く

り
ま
し
よ
・
つ
（

o
乗
物
盗
を
防
ご
う

　
郡
内
で
は
自
動
車
、
バ
イ
ク
等
の

乗
物
盗
が
続
発
し
て
お
り
、
昨
年
は

一
九
台
、
今
年
に
入
っ
て
か
ら
既
に

六
台
が
盗
難
に
か
か
っ
て
お
り
、
そ

の
い
ず
れ
も
が
「
キ
ー
付
駐
車
」
が

原
因
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
自
動
車

バ
イ
ク
を
停
め
て
お
く
と
き
は
必
ず

「
エ
ン
ジ
ン
キ
ー
」
を
抜
き
取
り
ま

し
よ
・
つ
、

○
少
年
の
非
行
を
防
止
し
よ
う
。

　
少
年
非
行
は
全
国
的
に
増
加
の
一

途
を
た
ど
っ
て
お
り
、
今
や
深
刻
な

社
会
問
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
遠
く
に
あ
る
も
の
は
必
ず
近
く
に

や
っ
て
く
る
と
、
、
．
口
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
非
行
の
波
は
こ
の
東
頸
城
に
も

一
歩
／
＼
押
し
よ
せ
て
き
て
い
ま
す
、

　
次
代
を
担
う
青
少
年
を
健
全
に
育

成
す
る
た
め
、
地
域
ぐ
る
み
で
非
行

を
坊
止
し
ま
し
ょ
う
け

　
～
愛
の
手
で
　
伸
ば
せ

　
　
　
　
わ
が
子
も
　
人
の
子
も
～

1
　、

2345678910

家
庭
に
お
け
る
非
行
防
止

子
供
を
放
任
す
る
な
1
子
供
を

育
て
る
責
務
と
自
覚
を
…

親
の
権
威
を
失
う
な
ー
し
つ
け

に
自
信
を
…

．
r
は
親
を
写
す
鏡
で
あ
る
こ
と

を
忘
れ
る
な
ー
自
ら
を
厳
し
く

親
子
の
対
話
を
忘
れ
る
な
1
子

供
の
理
解
を
…

子
供
に
善
悪
の
け
じ
め
を
つ
け

さ
せ
る
こ
と
を
忘
れ
る
な
ー
生

活
の
基
本
マ
ナ
ー
を
…

子
供
に
過
度
の
期
待
を
か
け
る

な
　
適
切
を
目
標
と
進
路
を
…

壬
供
を
甘
や
か
す
な
！
忍
耐
力

　
　
モ
ち
　
　
　
ヤ

レ
し
、
目
得
門
・
る
々
》
：

小
さ
い
時
か
ら
し
つ
け
る
こ
と

を
忘
れ
る
な
ー
あ
と
で
悲
し
ま

な
い
た
め
に
…

二
つ
し
か
っ
た
ら
三
つ
ほ
め
る

心
が
け
を
忘
れ
る
な
I
I
い
つ
も

は
げ
み
と
暖
か
さ
を
…

．
士
供
に
目
標
を
も
た
せ
る
こ
、
と

を
忘
れ
る
な
ー
若
い
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
方
向
を
正
し
く

公
民
館
か
ら
の

　
　
新
刊
紹
介
シ
リ
ー
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

読
書
の
季
節
九
月
に
な
り
ま
し
た
。

　
次
の
と
お
り
、
新
刊
を
購
入
い
た

し
ま
し
た
の
で
、
ご
利
用
下
さ
い
。

　
　
◎
子
供
向
け

え
ほ
ん
風
土
記
ー
全
国
都
道
府
県

ア
ニ
メ
シ
リ
ー
ズ
ー
そ
ん
ご
く
う
、

一
休
さ
ん
、
猿
飛
佐
助
、
水
戸
黄
門
、

イ
ソ
ッ
プ
物
語
、
ク
オ
レ
物
語
綿
、
㎝

白
雪
姫
、
日
本
の
昔
話
、
ピ
ー
タ
ー

パ
ン
、
赤
い
く
つ
、
ち
び
く
ろ
サ
ン

ボ　
　
◎
大
人
向
け

悪
の
管
理
学
ー
川
上
哲
治
、
こ
の
愛

い
つ
ま
で
も
U
加
山
雄
三
、
眼
が
良

く
な
る
本
目
沖
正
弘
、
サ
イ
ク
リ
ン

グ
心
身
健
康
法
U
鳥
山
新
一
、
髪
は

よ
み
が
え
る
ー
西
田
佳
世
、
ひ
と
び

と
の
汎
足
音
ω
㈲
ー
司
馬
遼
太
郎
、
恋

愛
タ
ブ
ー
集
“
い
そ
の
え
い
た
ろ
う

人
間
万
才
“
青
木
雨
彦
、
な
ん
と
な

く
ク
リ
ス
タ
ル
U
田
中
康
夫
、
渡
さ

れ
た
場
面
閥
松
本
清
張
、
回
想
、
王

貞
治
、
㈱
今
地
球
は
回
っ
て
い
る
か

1
矢
島
釣
次
、
ク
ド
コ
ロ
ジ
ー
粘
い

そ
の
え
い
た
ろ
う
、
陽
は
陰
殴
朋
し
ぞ

ゆ
く
、
華
や
か
な
野
獣
ー
横
溝
正
史

処
刑
戦
士
種
大
藪
春
彦
、
四
季
・
夏

．
士
構
五
木
寛
之
、
同
期
の
桜
闘
豊
田

穣
、
ザ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ッ
ク
ー
砂
辺

功

自

然
の
中
に

山
野
草
を
求
め
て

　
去
る
八
月
二
九
日
、
早
稲
田

大
学
な
べ
の
会
と
松
代
ナ
チ
ュ

ラ
リ
ス
ト
ク
ラ
ブ
の
合
同
観
察

会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
＊

　
な
べ
の
会
の
目
的
は
、
山
菜

に
限
ら
ず
、
山
野
草
を
料
理
し

味
わ
お
う
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な

サ
ー
ク
ル
で
あ
り
、
今
回
は
、

な
べ
の
会
か
ら
山
野
草
の
観
察

と
材
料
採
集
の
手
ほ
ど
き
を
受

け
、
夏
休
み
最
後
の
一
日
を
過

ご
し
ま
し
た
．

　
　
　
　
　
＊

　
今
回
の
料
理
は
、
イ
タ
ド
リ

　
　
　
　
　
　
熱
騨

　
　
　
　
　
　
灘
轡
驚

　
　
　
　
　
　
、
識

璽
難
鑑
，
ー
、
，

鐵
、
踵
魏
熊

饗
擁
、
．
・
－

y
冗

瀦
　
　
野

職
　
、
、
轍

灘
、
輔
灘
誰

　
　

　
　
礁

　
　
　
欄

　
　
儀鷺

　
灘

を
細
く
き
ざ
み
、
甘
く
煮
こ
ん

だ
ジ
ャ
ム
、
帰
化
植
物
の
ダ
ン

ド
ボ
ロ
ギ
ク
の
あ
え
も
の
、
ク

ズ
の
花
で
煮
た
あ
ん
こ
汁
、
ヨ

モ
ギ
の
て
ん
ふ
ら
等
、
材
料
に

は
事
欠
か
ず
、
な
か
な
か
珍
味

な
も
の
で
し
た
．

　
　
　
　
　
＊

　
な
お
七
三
名
も
の
学
生
が
、

小
貫
で
廃
屋
で
合
宿
が
行
な
わ

れ
、
又
部
落
の
方
々
の
ご
協
力

な
ど
あ
り
過
疎
の
進
む
中
で
、

廃
屋
を
利
用
し
た
方
法
も
松
代

町
の
生
き
方
の
一
っ
例
で
な
い

で
し
ょ
う
か
。
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　文
芸

短蛍
恋
し
き

　鱒塁
歌

逐郵

野
石
　
　
浪
曼

む
ら
雲
の
風
に
乱
れ
て
流
れ
行
く
雨

後
の
青
葉
の
照
り
か
げ
り
つ
つ

夏
の
夜
は
空
に
き
ら
め
く
星
よ
り
も

闇
に
さ
ま
よ
う
蛍
恋
し
き

か
な
か
な
も
混
り
て
蝉
の
騒
が
し
く

人
影
の
な
き
農
休
の
村

美
し
さ
思
い
見
る
目
の
増
し
た
る
も

わ
が
知
ら
ぬ
間
の
老
境
な
ら
む

よ
き
歌
に
め
ぐ
り
逢
い
た
る
喜
び
は

砂
漠
の
旅
の
オ
ア
シ
ス
に
以
て

薄
紅
の
花
一
つ
だ
け
開
き
た
り
孟
蘭

盆
迎
う
今
朝
の
蓮
田
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
轟

　
し
ぶ
み
句
会

　
　
　
8
月
1
1
日
・
克
雪
セ
ン
タ
ー

次
々
に
山
を
隠
し
て
夕
立
す

白
壁
に
西
日
映
し
て
雨
上
が
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紅
茶

夏
草
の
路
傍
に
小
さ
き
石
仏

明
る
さ
を
残
し
て
夕
立
過
ぎ
去
り
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
草
　
人

虫
干
や
こ
れ
を
着
し
母
思
い
つ
つ

ま
だ
咲
か
ぬ
百
合
を
残
し
て
草
を
引

く
　
　
　
　
　
　
　
　
茶
水

萩
咲
い
て
御
堂
の
庭
の
整
え
り

薬
草
を
干
し
て
昼
寝
の
奥
浦
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
　
明

打
水
に
涼
風
も
と
め
小
砂
利
踏
む

夕
立
の
来
る
兆
し
あ
り
む
し
／
＼
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
千
代

蓮
巻
葉
雨
上
が
り
て
も
露
残
し

夏
山
や
裾
に
湯
宿
の
煙
見
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
　
沙

み
ち
の
く
の
お
座
敷
列
車
青
田
風

初
嵐
も
ま
れ
て
伸
び
し
芒
の
穂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
納
史

浜
に
出
で
ワ
ッ
パ
煮
と
い
う
夏
料
理

ひ
く
ら
し蝸

の
音
や
斉
唱
の
時
あ
り
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
淡
　
水

日
焼
田
の
ヒ
ビ
割
れ
埋
め
る
程
の
雨

屋
上
の
風
雨
人
な
し
ビ
ア
ガ
ー
デ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枯
水

蚊
を
追
い
つ
母
が
見
守
る
子
の
寝
顔

風
鈴
を
聞
き
つ
つ
孫
の
馬
と
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
橘

庭
の
端
に
蝉
の
生
ま
れ
し
穴
一
つ

三
度
藤
梅
雨
め
上
が
り
に
咲
き
始
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
『
　
　
　
f

月
見
草
お
盆
迎
え
し
台
風
過

朝
顔
も
縁
起
の
花
よ
生
き
の
び
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

読
経
終
わ
り
大
寺
再
び
蝉
時
雨

風
涼
し
チ
牛
駈
け
く
る
大
厳
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
悠

水
打
っ
て
大
法
要
の
始
ま
り
ぬ

兀歩

人
住
ま
ぬ
こ
の
大
藁
屋
カ
ン
ナ
燃
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
L
＼
　
　
↑
巳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”
／
　
　
播
イ

蒲
生
句
会

　
　
　
　
8
月
8
日
・
於
　
耕
山
居

予
の
便
り
途
絶
え
て
久
し
遠
花
火

の
き
余
す
な
き
ど
く
だ
み
の
吊
し
束

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耕
　
山

ま
ぐ
さ
食
む
音
も
静
か
に
昼
寝
宿

草
刈
れ
ば
細
き
目
も
と
の
野
の
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昇
　
逸

漠
然
と
心
せ
わ
し
き
今
朝
の
秋

し
ん
し
ん
と
鎌
と
ぎ
す
ま
す
今
朝
の

秋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
　
日

そ
よ
風
に
ゆ
れ
水
盤
め
八
ツ
頭

よ
き
手
入
れ
稲
田
に
稗
の
一
つ
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
橘

妻
の
む
く
も
ろ
こ
し
の
音
農
休
日

遠
雷
に
競
う
地
蜂
の
出
入
り
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鉄
　
堂

血
の
色
の
カ
ン
ナ
よ
歴
史
欺
く
な
よ

草
の
根
の
抱
く
立
秋
の
土
白
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竜
　
峰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜
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．
も
）
．
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松代町園芸愛好会　　一

μ

A

漁
サ
ツ
キ
は
秋
に
枝
切
り

　
　
　
す
べ
か
ら
ず

　
最
近
ど
こ
の
家
に
も
サ
ツ
キ
が
沢

山
鉢
作
り
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て

来
年
こ
そ
は
と
花
が
終
っ
て
か
ら
手

入
れ
を
し
て
元
気
の
よ
い
枝
を
伸
し

て
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
樹
形
を
整

え
て
形
の
よ
い
盆
栽
に
仕
上
げ
た
い

の
が
人
情
で
す
。
．
秋
に
枝
を
切
ら
な

い
方
が
来
年
美
し
い
花
を
な
が
め
ら

れ
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、

　
サ
ツ
キ
は
ツ
ツ
ジ
の
仲
間
で
す
か

ら
五
月
頃
に
開
花
を
し
そ
の
後
新
芽

が
の
び
だ
し
そ
の
先
端
に
来
年
咲
く

べ
き
花
芽
を
つ
け
ま
す
。
こ
の
花
芽

は
十
月
頃
に
な
る
と
肉
眼
で
も
は
っ

き
り
新
芽
の
先
端
に
見
え
て
き
ま
す

が
、
花
芽
と
し
て
植
物
体
内
に
で
き

上
か
る
の
は
六
～
八
月
ま
で
の
間
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
花
芽
が
終

っ
て
か
ら
二
～
三
ヶ
月
の
後
に
は
来

年
咲
く
べ
き
花
芽
が
決
ま
っ
て
し
ま

う
わ
け
で
す
か
ら
、
前
刀
定
は
花
の
終

っ
た
直
後
に
行
う
以
外
に
方
法
は
あ

り
ま
せ
ん
。
も
し
秋
に
枝
を
切
る
と

せ
っ
か
く
で
き
た
ツ
ボ
ミ
を
自
分
で

す
て
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
来

春
の
花
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
な
お
花

の
終
っ
た
あ
と
お
礼
肥
を
す
る
と
樹

も
元
気
と
な
り
花
芽
も
ふ
え
ま
す
。


