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《人ロの動き》

2月1日現在

男3，182（一1）

出生2　死亡8

女3，233（一4）計6，415（一5）

転入6　転出5

世帯数1，742（＋1）
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累

の
人
で
も
　
血

圧
は
い
く
ぶ
ん

高
く
な
り
ま
す
。

だ
が
、
高
血
圧

の
人
で
は
、
も

っ
と
大
幅
に
上

が
っ
て
き
ま
す
．

さヒヲ

’鳳＿動ノ

膳ン1》

　
四
季
を
通
じ
て
、
12
月
1
月
2
月

と
い
う
寒
い
時
期
に
は
、
脳
卒
中
や

心
臓
病
が
、
き
わ
め
て
多
く
起
こ
り

ま
す
。
こ
れ
は
、
き
び
し
い
寒
さ
が

血
圧
を
上
げ
る
た
め
で
す
。
寒
さ
が

血
圧
に
ど
う
ひ
び
く
か
を
、
わ
か
り

や
す
く
説
明
す
る
に
は
、
「
寒
冷
昇
圧

試
験
」
と
い
う
簡
単
な
方
法
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
方
法
は
、
摂
氏
4
度
の

水
を
、
バ
ケ
ツ
か
洗
面
器
に
入
れ
、

そ
こ
に
手
や
足
を
1
分
間
だ
け
つ
け

て
お
く
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、

た
ち
ま
ち
血
圧
に
変
化
が
起
こ
り
ま

す
。
正
常
血
圧
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た
と
え
ば
、
㈱
か
ら
揃
だ
っ
た
最

高
血
圧
が
、
い
っ
き
ょ
に
㎜
以
上
に

は
ね
あ
が
る
場
合
も
め
ず
ら
し
く
あ

り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
こ
う
な
る
か
と
い

い
ま
す
と
、
寒
冷
刺
激
，
の
た
め
に
、

血
管
が
収
縮
、
つ
ま
り
縮
ま
っ
て
、

血
圧
を
上
げ
る
の
で
す
。
と
く
に
血

圧
の
高
い
人
は
、
冷
た
い
刺
激
に
対

し
て
鋭
敏
に
反
応
す
る
た
め
、
上
昇

の
幅
も
大
き
く
な
り
ま
す
。

　
寒
冷
刺
激
に
よ
る
影
響
は
、
も
ち

ろ
ん
、
冷
た
い
水
に
さ
わ
っ
た
と
き

だ
け
起
こ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
た
ち
の
生
活
を
す
っ
ぽ
り
お
お
っ

て
い
る
、
気
候
そ
の
も
の
が
関
係
し

て
き
ま
す
。
冬
に
は
血
圧
が
高
く
な

る
季
節
変
動
も
、
そ
し
て
脳
卒
中
で

倒
れ
る
人
が
増
え
る
の
も
、
こ
う
し

た
理
由
か
ら
で
す
。
高
血
圧
体
質
の

人
は
、
急
激
な
血
圧
上
昇
を
予
防
す

る
意
味
で
、
寒
さ
に
は
十
分
な
注
意

を
要
し
ま
す
。
む
ろ
ん
正
常
血
圧
の

人
と
て
同
じ
で
す
。

　
冬
の
明
け
方
、
ト
イ
レ
に
起
き
た

人
が
、
途
中
で
脳
卒
中
を
起
こ
す
例

は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
ま
す
。
ぬ
く
ぬ

く
し
た
ふ
と
ん
の
中
に
比
べ
、
ト
イ

レ
の
方
は
あ
ま
り
に
寒
く
、
そ
の
温

度
差
の
シ
ョ
ッ
ク
が
、
発
作
の
引
き

金
に
な
る
わ
け
で
す
。

　
東
北
地
方
は
、
ほ
か
の
地
方
よ
り

も
、
高
血
圧
及
び
脳
卒
中
が
非
常
に

多
い
の
は
前
述
の
通
り
で
す
。
こ
の

要
因
と
し
て
は
、
塩
分
の
と
り
す
ぎ

》

○
。
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と
い
う
食
生
活
と
、
気
候
的
な
寒
さ

と
い
う
環
境
的
な
因
子
が
あ
げ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
塩
分
の
こ
と
で
は
、

九
州
地
方
は
東
北
に
負
け
な
い
く
ら

い
多
く
と
っ
て
い
ま
す
。
だ
が
、
脳

卒
中
は
ぐ
っ
と
少
な
い
の
で
す
。
そ

れ
は
九
州
の
気
候
が
、
東
北
よ
り
ず

っ
と
温
暖
で
あ
る
か
ら
で
す
。
ま
た
、

寒
さ
の
点
で
は
、
北
海
道
は
東
北
よ

り
、
も
っ
と
き
び
し
い
も
の
で
す
。

だ
が
、
脳
卒
中
の
発
生
は
東
北
ほ
ど

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
差
は
住
宅

の
構
造
の
ち
が
い
に
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
北
海
道
の
場
合
、
気
候
が

き
び
し
い
土
地
だ
け
に
、
部
屋
の
保

温
な
ど
、
防
寒
に
よ
く
注
意
が
払
わ

れ
て
い
ま
す
。
東
北
地
方
の
住
宅
は
、

防
寒
の
こ
と
で
は
不
十
分
で
し
た
。

そ
れ
が
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
た

の
で
す
。
こ
う
し
た
住
宅
も
、
い
ま

で
は
改
善
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
効
果
も

あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
1
月
2
月
に
脳
卒
中
が
多
い
の
は
、

①
ま
ず
準
備
運
動

　
中
高
年
者
で
急
激
に
二
重
と

び
な
ど
を
す
る
と
、
ア
キ
レ
ス

腱
を
切
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
足
が
少
し
暖
か
く
な
る
ま

で
、
そ
の
場
と
び
、
か
け
足
足

ふ
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

亀わとび健康浩

③
パ
ー
ト
ナ
ー
と
共
に

　
家
族
ぐ
る
み
で
組
を
く

ん
で
、
い
ろ
い
ろ
な
と
び

方
で
、
ひ
と
汗
か
く
ま
で

　
と
ん
で
く
だ
さ
い
。

〆～よ

レ

②
そ
の
場
飛
び

　
の
連
続

そ
の
場
で
両
足
と
び
を

　
　
一
分
間
連
続
し
、
歩
き
な

　
　
な
が
ら
三
〇
秒
休
ん
で
く

　
　
　
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
そ
し
て
、
ま
た
一
分
間
頑

　
　
　
　
　
　
張
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

沿

　
な
わ
と
ぴ
は
全
身
的
な
運
動
で

す
か
ら
、
「
走
る
運
動
」
と
同
様
、

呼
吸
循
環
機
能
や
筋
の
持
久
性
を

高
め
ま
す
が
、
二
重
と
び
、
三
重

と
ぴ
に
な
る
と
、
瞬
発
力
の
訓
練

に
な
り
ま
す
。

§
ノ

N、
・
、
、

気
候
的
な
影
響
が
強
く
な
る
せ
い
で

す
が
、
そ
れ
を
裏
返
す
と
、
そ
の
寒

さ
に
対
す
る
不
用
心
も
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
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自
分
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力
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応

　
じ
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と
び
方
で

　
な
わ
と
び
は
、

高
度
な
技
術
を
要
す

る
い
ろ
い
ろ
な
と
び
方
が
あ
り
ま
す
。

や
は
り
、
体
力
に
応
じ
て
量
や
質
を
変

え
る
べ
き
で
す
。
慣
れ
て
き
て
体
力
が

つ
い
た
ら
、
自
分
で
量
を
増
し
て
み
て

　
く
だ
さ
い
。
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ま
り
軽
い
材
質
だ

と
と
び
に
く
い
の
で
、

ビ
ニ
ー
ル
製
の
ロ
ー
プ

を
選
ぶ
と
よ
い
で
し
ょ

・
つ
。
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麟穂

鰯

　
2
月
17
日
現
在
、
県
内
の
18
箇
所

の
積
雪
量
の
平
均
は
、
つ
い
に
5
6
豪

雪
を
上
回
わ
っ
た
。
　
（
役
場
裏
の
積

雪
量
は
4
m
70
㎝
、
2
月
17
日
現
在
）

　
2
月
1
日
（
快
晴
）
恒
例
の
松
代

町
小
学
校
ス
キ
ー
大
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
回
転
、
大
回
転
は
少
林
寺

山
ス
キ
ー
場
、
距
離
競
技
は
松
代
中

学
校
附
近
で
、
選
手
の
力
走
が
展
開

さ
れ
、
毎
日
の
よ
う
に
屋
根
除
雪
で

疲
れ
き
っ
た
顔
に
笑
が
み
え
ま
し
た
。

成
績
は
次
の
と
お
り
で
す
。

欝聾

灘

躍

驚
灘

懸

雌識

《大回転》転》《回

学年 性別 順位 氏　　　名 学校名 タイ　ム 学年 性別 順位 氏　　　名 学校名 タイ　ム

5 男

1 相　沢　直　樹 松　代 29秒46

6 女

1 柳　　　珠　美 松　代 18秒58

2 村　山　政　仁 〃 31〃07 2 米　持　麻　利 室　野 19〃33

3 柳　　　一　則 〃 31〃17 3 斉　木　篤　子 松　代 20〃OO

4 柳　　　志　朗 〃 31〃69 4 ．佐　藤　紀　子 室　野 20〃00

5 小　堺　一　男 蒲　生 32〃23 5 柳　　　広　子 孟　地 20〃35

6 柳　　　　直　人 松　代 32〃66 6 西　潟　陽　子 室　野 20〃62

6 男

1 富　沢　　　宗 松　代 27秒92 《距　離》

2 関　谷　敏　郎 〃 28〃83 学年 性別 距離 順位 氏　　　名 学校名 タイ　ム

3 関　谷　恵　一 〃 29〃23

5 男 3km

1 斉　藤　真　也 松代 11分26秒

4 柳　　　克　美 〃 29〃64 2 佐　藤　政　秀 峠 11〃52〃

5 万　羽　博　樹 〃 29〃86 3 牧　田　幸　樹 〃 12〃22〃

6 山　賀　英　二 〃 30〃83 4 宮　沢　幸　男 松代 12〃28〃

《大回転》 5 西　片　栄　一 〃 12〃45〃

学年 性別 順位 氏　　　名 学校名 タイ　ム 6 山　賀　淳　市 〃 13〃28〃

5 男

1 相　沢　直　樹 松　代 36秒43

5 女 2km

1 柳　　　明　美 松代 9分41秒

2 村　山　政　仁 〃 37〃28 2 宮　沢　幸　子 〃 9〃52〃

3 小　堺　一　男 蒲　生 38〃10 3 宮　沢　千香子 〃 10〃00〃

4 柳　　　直　人 松　代 38〃60 4 市　川　佐久美 〃 10〃42〃

5 若　井　孝　幸 〃 40〃20 5 宮　沢　由紀子 〃 10〃51〃

6 柳　　　一　則 〃 40〃26 6 宮　沢　みどり 〃 11〃43〃

5 女

1 小　堺　明　美 儀　明 20秒32

6 男 3km

1 柳　　　高　浩 松代 10分36秒

2 佐　藤　美由紀 孟　地 20〃45 2 寺　崎　貴　光 清水 12〃02〃

3 若　月　美　華 松　代 21〃98 3 宮　沢　典　郎 松代 13〃05〃

4 山　岸　　　愛 蒲　生 22〃07 4 高　橋　基　雄 〃 13〃13〃

5 小　島　美恵子 孟　地 22〃43 5 関　谷　圭　二 〃 13〃20〃

6 富　沢　一　子 松　代 22〃60 6 山　岸　真　志 海老 13〃34〃

6 男

1 関　谷　恵　一 松　代 35秒51

6 女 2km

1 柳　　　久美子 松代 9分12秒

2 関　谷　敏　郎 〃 36〃10 2 宮　沢　るみ子 〃 9〃46〃

3 柳　　　克　美 〃 36〃55 3 菅　井　文　代 〃 9〃53〃

4 山　賀　英　二 〃 36〃66 4 菅　井　良　子 〃 10〃01〃

5 富　沢　　　宗 〃 38〃26 5 高　橋　由紀子 〃 10〃02〃

6 小　堺　光　博 儀　明 39〃94 6 高　橋　久美子 〃 10〃13〃

離》《距

《大回転》
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「明日

建設中の「花立きのこ園』、通称「殿杉』地内

事務局長

若井明夫

　
私
達
の
「
や
ぶ
こ
ざ
き
の
会
」
が

発
足
し
た
の
は
五
十
七
年
十
一
月
の

こ
と
で
し
た
。

　
過
疎
に
抵
抗
す
る
た
め
に
何
に
か

や
っ
て
み
よ
う
で
は
な
い
か
、
と
い

う
考
え
の
も
と
に
、
集
ま
っ
た
仲
間

は
二
十
二
人
。
職
業
も
違
い
、
部
落

も
違
う
な
か
で
共
通
し
て
い
る
も
の

は
、
松
代
が
好
き
で
、
こ
こ
で
暮
ら

し
た
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　
年
一
回
総
会
、
毎
月
一
回
研
究
会

を
開
い
て
い
ま
す
。
研
究
会
で
は
、

各
自
が
い
ろ
い
ろ
な
情
報
や
、
考
え

を
出
し
合
い
な
が
ら
、
い
ま
実
行
可

能
な
も
の
は
何
か
、
ど
の
よ
う
に
実

現
さ
せ
て
い
く
の
か
、
と
検
討
し
合

っ
て
い
ま
す
。

　
そ
う
い
う
中
か
ら
出
て
き
た
の
が

き
の
こ
園
造
り
、
そ
し
て
早
稲
田
大

学
協
力
会
へ
の
参
加
、
都
会
と
の
交

流
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
し
た
。

　
こ
れ
ら
三
つ
の
事
業
は
、
大
し
て

資
金
が
な
く
て
も
始
め
ら
れ
る
よ
う

な
こ
と
ば
か
り
で
す
。
我
々
の
現
在

の
資
金
源
は
、
会
員
か
ら
の
月
々
千

円
ず
つ
の
会
費
（
投
資
）
で
あ
り
ま
す
。

　
き
の
こ
園
構
想
は
、
そ
う
い
う
状

況
の
中
で
超
目
玉
的
な
事
業
で
あ
っ

た
わ
け
で
す
。
手
間
さ
え
出
し
合
え

ば
、
原
木
は
今
の
時
代
だ
か
ら
当
面

は
会
員
宅
の
も
の
を
無
償
で
も
ら
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

る
だ
ろ
う
、
そ
う
す
れ
ば
、
あ
と
は

き
の
こ
の
コ
マ
を
買
う
だ
け
で
済
み

ま
す
。
そ
し
て
毎
年
の
売
上
金
を
そ

っ
く
り
投
資
し
て
い
け
ば
、
将
来
は

大
規
模
な
も
の
に
し
て
い
け
る
の
で

は
な
い
か
、
と
考
え
た
の
で
す
。

　
そ
の
成
果
が
還
元
さ
れ
る
ま
で
は
、

皆
が
無
報
酬
で
頑
張
ら
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
こ
の
せ
ち
が
ら
い
世
の

中
に
、
実
際
正
気
の
沙
汰
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
こ
の
き
の
こ
園
は
、
名
称
を
「
花

立
き
の
こ
園
」
と
し
、
蓬
平
、
会
沢
、

松
代
と
三
村
の
交
わ
る
比
較
的
景
勝

の
地
、
通
称
「
殿
杉
」
と
い
わ
れ
る

と
こ
ろ
に
し
ま
し
た
。

　
昨
今
、
経
済
の
低
成
長
化
と
共
に
、

余
暇
の
過
し
方
も
、
至
れ
り
尽
せ
り

の
レ
ジ
ャ
ー
か
ら
、
自
分
で
参
加
す

る
手
作
り
の
レ
ジ
ャ
ー
へ
と
転
換
し

て
き
て
い
る
、
と
言
わ
れ
て
お
り
ま

す
。　

き
の
こ
狩
り
で
市
価
よ
り
も
安
く

き
の
こ
を
手
に
入
れ
、
秋
の
一
日
を

仲
間
や
、
家
族
と
い
っ
し
ょ
に
、
な

め
こ
汁
を
作
っ
て
食
べ
た
り
、
展
望

台
や
遊
園
施
設
で
楽
し
め
る
な
ら
、

こ
の
町
を
は
じ
め
近
隣
市
町
村
か
ら

も
利
用
し
て
も
ら
え
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
構
想
で
す
。
そ
れ
に
、

近
く
に
天
然
ガ
ス
が
出
て
い
る
の
で
、

こ
れ
を
利
用
し
て
、
薬
草
風
呂
、
あ

る
い
は
冬
に
は
温
室
栽
培
、
ま
た
、

山
菜
畑
を
造
成
し
、
お
客
さ
ん
か
ら

自
分
の
手
で
そ
れ
を
取
っ
て
も
ら
う
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま

す
。　

な
に
し
ろ
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り

で
不
確
定
な
要
素
が
多
す
ぎ
て
、
し

っ
か
り
と
し
た
大
き
な
計
画
は
立
て

に
く
い
の
が
事
実
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
当
面
の
目
標
は
、
去
年

ホ
ダ
木
を
千
三
百
本
程
入
れ
て
見
た

経
験
か
ら
、
今
年
は
そ
の
倍
の
二
千

六
百
本
位
、
そ
し
て
今
後
四
年
間
に
、

ホ
ダ
木
保
有
数
を
一
万
本
程
度
に
し

た
い
も
の
と
計
画
し
て
お
り
ま
す
。

　
第
二
の
早
稲
田
大
学
協
力
会
へ
の

参
加
に
つ
い
て
は
、
昨
年
、
野
球
部

来
町
に
際
し
、
わ
ず
か
な
が
ら
お
手

伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

松
代
の
も
つ
新
し
い
可
能
性
と
し
て

大
い
に
期
待
を
持
て
る
こ
と
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　
ま
た
、
都
会
と
の
交
流
に
つ
い
て

は
、
こ
の
三
月
に
八
王
子
の
父
母
の

会
「
き
し
ゃ
ぽ
っ
ぽ
の
会
」
の
方
々
が

来
町
す
る
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

雪
の
田
舎
を
十
分
満
喫
し
て
も
ら
っ

て
、
こ
の
交
流
を
発
展
さ
せ
て
い
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
松
代
を
都
市
に
対

す
る
田
舎
と
し
て
の
役
割
を
考
え
て

い
っ
て
み
た
い
も
の
と
思
い
ま
す
。

　
以
上
ま
だ
ま
だ
夢
の
域
を
脱
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
ぺ
ー
ジ
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い
な
い
よ
う
な
こ
と
ば
か
り
で
す
が
、

こ
れ
ら
を
松
代
の
農
業
と
し
て
関
連

づ
け
た
場
合
、
新
し
い
一
つ
の
こ
こ

ろ
み
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、

夢
だ
け
に
終
ら
せ
な
い
で
、
現
実
の

も
の
と
す
る
た
め
、
会
員
一
同
努
力

し
て
い
き
た
い
も
の
と
話
し
合
っ
て

お
り
ま
す
。

　
発
足
当
初
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
ご
指

導
く
だ
さ
っ
て
い
る
方
々
、
町
の
当

局
、
ま
た
土
地
、
立
木
等
で
ご
協
力

く
だ
さ
っ
た
方
々
に
は
深
く
お
礼
を

申
し
上
げ
、
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
ご

指
導
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

年々作付の増える「転作ナス」

　
水
田
利
用
再
編
対
策
は
、
本
年
度

か
ら
三
年
間
、
第
三
期
対
策
と
し
て

制
度
内
容
の
一
部
改
訂
を
行
な
い
実

施
さ
れ
ま
す
。

　
県
か
ら
当
町
へ
の
目
標
面
積
は
、

第
三
期
間
と
し
て
九
一
・
一
㎞
が
固

定
配
分
さ
れ
ま
し
た
が
、
本
年
度
に

つ
い
て
は
、
県
内
調
整
が
あ
り
、
九

〇
・
二
㎞
と
、
前
年
度
よ
り
二
・
二

㎞
軽
減
さ
れ
て
配
分
が
あ
り
ま
し
た
。

（
表
－
）

（単位：ha）表一1　目標面積の．配．分

第　　3　　期 昭和59年度 昭和58年度

目標面積
う　　ち

他用途米 目標面積
う　　ち

他用途米 目標面積 比　較

松代町 91．1 8．7 90．2 8．7 92．4
△　　2．2

新潟県 20，820．0 1，943 20，820．0 1，943 21，150．0 △330．0

全　国 600，000．0 56，000 600，000．0 56，000 600，000．0
一

　
奨
励
補
助
金
は
、
全
国
一
律
に
八

千
円
～
一
万
三
千
円
減
額
さ
れ
、
当

町
の
基
本
額
の
水
準
は
表
2
の
と
お

り
と
な
り
ま
し
た
。

表一2　奨励補助金の改訂額

現　　　　　　行 改　　訂 比　　　較

転
　
　
作

特　定　作　物 4．5万円 3．7万円 △　　8，000円

永年性作物 4．5 4．5 △　　　　＿

一　般　作　物 3．O 2．2 △　　8，000

（野　　　菜） 2．5 1．7 △　　8，000

保　　全　　管　　理 3．0 1．7 △13，000
土地改良通年施行 3．0 2．0 △10，000

　
第
三
期
対
策
よ
り
他
用
途
利
用
米

制
度
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は

転
作
面
積
の
枠
内
で
、
加
工
用
原
料

（
み
そ
、
せ
ん
べ
い
等
）
と
な
る
他

用
途
米
を
作
付
け
で
き
る
こ
と
と
な

っ
た
も
の
で
す
が
、
生
産
さ
れ
た
米

は
食
管
制
度
の
枠
内
で
自
主
流
通
米

扱
い
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
現
行
の

検
査
規
格
に
よ
る
一
～
三
等
ま
で
の

う
る
ち
と
規
定
さ
れ
、
価
格
は
政
府

助
成
を
含
め
農
家
手
取
り
で
一
俵
当

た
り
一
万
八
十
円
と
安
い
も
の
で
す
。

　
町
で
は
去
る
一
月
二
十
六
日
、
水

田
利
用
再
編
対
策
推
進
協
議
会
を
開

催
し
、
本
年
度
の
転
作
等
の
推
進
に

つ
い
て
協
議
を
し
て
い
た
だ
き
、
次

の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。

◎
他
用
途
利
用
米
に
つ
い
て
は
、
当

町
の
土
地
条
件
、
労
働
力
、
転
作
形

態
、
限
度
数
量
等
い
ろ
い
ろ
の
条
件

を
検
討
し
た
結
果
、
作
付
け
が
困
難

で
あ
り
、
他
用
途
米
は
取
り
組
ま
な

い
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

◎
部
落
別
目
標
面
積
に
つ
い
て
は
、

県
か
ら
配
分
さ
れ
た
第
三
期
間
の
目

標
面
積
の
九
一
・
一
㎞
に
つ
い
て
、

各
部
落
の
水
田
面
積
を
基
準
と
し
て

一
定
率
で
配
分
し
、
こ
れ
を
三
期
間

固
定
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

◎
配
分
面
積
は
、
当
町
の
転
作
形
態

が
定
着
化
傾
向
に
あ
る
と
こ
ろ
か
ら

（
表
3
）
前
年
度
の
実
績
を
配
分
面

積
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
今
年
の
転
作
に
つ
い

て
は
前
年
ど
お
り
実
施
し
て
い
た
だ

く
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。
（
表
4
）

　
な
お
、
期
間
切
れ
と
な
る
十
一
、

二
㎞
に
つ
い
て
は
、
極
力
、
水
稲
へ

の
作
付
け
転
換
す
る
か
、
転
作
作
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
ぺ
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表一3　目標面積と転作の実態について

目標面積90．2ha （転作81．5） （他用途米8．7）

158年の実績から推計 実績計87．7ha

定着カウント26．4ha

（58まで16．7、59年9．7）

永年性作物等20．8ha

（果樹19．6林地1．2）

預託・養魚
（期間内）

　　9．9ha

一般転作30．6ha
（蔑嚇象響蝦5。9）

土地改良通年施行1．5ha

●59年に期間切れとなるもの

　　　纏縫騰1：1211（55年）1．9、㎞／計11・23㎞ ・他の転作作物に変更

・水稲の作付けに転換

5
ぺ
匿
ジ
よ
り

表一4　部落別転作面積配分表
（単位：アール）

字　　名
第　3　期

目標面積

昭和59年度

配分面積
期間切れ 字　　名

第　3　期

目標面積

昭和59年度

配分面積
期間切れ

松　　代 623 612 100 中　　子 40 47 一

小荒戸 157 252 7 苧　　島 186 96 73
太　　平 140 111 一 田野倉 293 252 26
菅　　刈 163 172 20 仙　　納 138 75 26
田　　沢 150 103 31 田　　代 94 49 12
小屋丸 95 121 ｝ 莇　　平 232 295 16
池之畑 158 81 8 小　　貰 57 57 3
下　　山 233 134 80 諏訪峠 19 83 一

千　　年 398 460 114 寺　　田 270 355 19
池　　尻 155 98 17 名　　平 116 111 6
会　　沢 177 118 27 蒲　　生 621 609 66
清　　水 231 278 74 儀　　明 559 554 16
桐　　山 143 331 21 福　　島 228 125 10
蓬　　平 517 282 72 奈良立 88 78 18
東　　山 76 45 ◎ 室　　野 727 1，105 12『6
海　　老 203 239 22 竹　　所 270 353 一

犬　　伏 353 315 5 濁 101 157 29
孟　　地 113 114 一 峠 512 358 37
片桐山 80 82 4 木和田原 267 189 29
滝　　沢 127 124 一 合　　計 9，110 9，020 1，123

㊧r期間切れ」欄の数は、本年度奨励金の交付期間の切れる「保全管理」と「水田養魚」

の面積で、配分面積（前年の実績）には含まれていません。

表一5　昭和59年産米事前売渡申込限度数量 （単位・：袋）

59年限度数量 58年売渡実績 比　　　較

う　る　ち 81，288 72，823 8，465

も　　　ち 3，612 2，398 1，214

計 84，900 75，221 9，679

◎
限
度
数
量
に
つ
い
て
は
、
県
か
ら

配
分
の
あ
っ
た
数
量
は
表
5
の
と
お

り
で
あ
り
ま
す
。
町
で
は
農
家
か
ら

の
予
約
に
基
づ
き
配
分
す
る
予
定
で

す
。
特
に
年
々
減
少
し
て
い
る
「
も

ち
米
」
の
作
付
け
に
つ
い
て
御
協
力

を
得
る
こ
と
に
し
て
お
り
ま
す
。

の
変
更
に
よ
る
再
利
用
で
収
益
を
得

ら
れ
る
よ
う
、
産
業
課
で
は
農
家
へ

依
頼
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
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…
安
全
運
転

▲

稀
シ
リ
ー
ズ
⑧
㎜

争
噸
…
噸
…
i
‘
一
一
i
｛
q
…
i
一
一
一
＝
冒
璽
…
4
‘
…
蚕
一
一
一
i
も

　
冬
の
積
雪
（
圧
雪
）
、
凍
結
路
面

は
、
夏
場
の
舗
装
路
面
に
比
べ
、
三

倍
か
ら
五
倍
も
滑
り
や
す
く
、
車
は

ブ
レ
ー
キ
を
踏
ん
で
も
タ
イ
ヤ
が
滑

っ
て
、
な
か
な
か
止
ま
る
事
が
で
き

な
く
な
っ
た
り
、
車
が
ふ
い
に
横
す

篶
虞
怒
　
ノ

噛

深
灘
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憾

べ
り
を
し
た
り
し
て
、
ハ
ン
ド
ル
が

効
か
な
く
な
る
等
の
危
険
な
ス
リ
ッ

プ
現
象
が
発
生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

ド
ラ
イ
バ
ー
は
、
ス
ピ
ー
ド
を
ひ
か

え
目
に
し
て
急
加
速
、
急
ブ
レ
ー
キ

急
ハ
ン
ド
ル
な
ど
の
急
激
な
操
作
を

避
け
る
こ
と
が
ス
リ
ッ
プ
防
止
の
決

め
て
で
す
．

冬
期
車
両
管
理
の
ポ
イ
ン
ト

－
ー
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
は
常
時

　
　
満
タ
ン
に

　
冬
は
水
蒸
気
が
凝
固
し
て
ガ
ソ
リ

ン
タ
ン
ク
内
に
水
と
な
っ
て
混
入
し

や
す
い
の
で
、
タ
ン
ク
内
の
空
間
を

極
力
少
な
く
す
る
こ
と
が
必
要
で
す

ま
た
、
タ
ン
ク
の
キ
ヤ
ッ
プ
を
し
っ

か
り
締
め
、
雪
な
ど
が
入
ら
ぬ
よ
う

心
が
け
ま
し
ょ
う
。

2
ー
バ
ッ
テ
リ
は
、
完
全
充
電

　
　
状
態
に

　
ヒ
ー
タ
ー
、
ワ
イ
パ
i
、
ラ
イ
ト

の
使
用
度
が
高
く
な
り
、
車
の
消
費

電
力
が
最
も
多
く
な
る
季
節
で
す
が

逆
に
バ
ッ
テ
リ
の
性
能
は
温
度
の
低

下
と
と
も
に
減
少
し
ま
す
。
常
に
点

検
し
て
、
常
時
完
全
充
電
状
態
に
し

て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

3
ー
ス
タ
i
夕
i
は
短
く

　
冬
は
バ
ッ
テ
リ
性
能
が
減
少
す
る

う
え
に
、
エ
ン
ジ
ン
は
冷
た
く
ク
ラ

ン
キ
ン
グ
が
重
く
な
り
ま
す
。
し
か

も
ガ
ソ
リ
ン
の
気
化
も
悪
く
始
動
が

困
難
な
た
め
、
ど
う
し
て
も
ス
タ
ー

タ
ー
が
無
理
し
ま
す
。
長
時
間
回
さ

ず
、
し
ば
ら
く
時
間
を
置
い
て
回
し

ま
し
ょ
う
。

4
1
急
発
進
は
厳
禁
（
暖
気
運
転
）

　
人
間
も
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
し

な
い
で
運
動
す
る
の
は
体
に
よ
く
あ

り
ま
せ
ん
。
・
手
ン
ジ
ン
が
始
動
し
た

か
ら
と
言
っ
て
急
発
進
す
る
と
、
エ

ン
ジ
ン
に
良
く
あ
り
ま
せ
ん
。

5
ー
サ
イ
ド
ブ
レ
ー
キ
は
解
放

　
サ
イ
ド
ブ
レ
ー
キ
ラ
イ
ニ
ン
グ
が

濡
れ
て
い
た
り
、
サ
イ
ド
ワ
イ
ヤ
i

内
部
に
水
が
入
っ
て
い
る
と
凍
結
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
格
納
ま
た
は

長
時
間
駐
車
す
る
時
は
、
ギ
ヤ
を
入

れ
て
お
く
な
ど
サ
イ
ド
ブ
レ
ー
キ
を

解
放
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

6
ー
フ
ェ
ン
ダ
ー
内
の
雪

　
フ
エ
ン
ダ
ー
内
部
に
雪
が
付
着
凍

結
す
る
と
、
タ
イ
ヤ
と
接
触
し
て
ハ

ン
ド
ル
の
切
れ
が
悪
く
な
り
、
思
わ

ぬ
大
事
故
に
つ
な
が
り
ま
す
。
フ
ェ

ン
ダ
ー
内
部
を
よ
く
点
検
し
て
、
付

着
し
た
雪
は
必
ら
ず
落
し
て
お
き
ま

「
…
…
ー
ー
ー
…
！
ー
」

子供と電話
「
ー
ー
ー

響聯一剃酬『一欝一鳶創r，劇一

L

応
対
マ
ナ
ー
も
し
つ
け
の
一
つ

　
リ
ー
ン
と
電
話
の
ベ
ル
が
鳴
る

と
、
子
供
に
受
話
器
を
取
ら
せ
る

ず
豊
’
り
§
’
り
警
り
璽
喚
茎
…
’
警
豊
’
聖
き
奪
…
警

し
ょ
う
。

7
ー
タ
イ
ヤ
チ
ェ
ー
ン
の
点
検

　
タ
イ
ヤ
チ
ェ
ー
ン
は
事
前
に
着
装

し
て
、
そ
の
良
否
を
確
認
し
て
お
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
チ
ェ
ー

ン
を
正
し
く
着
装
し
な
い
と
、
走
行

中
に
ゆ
る
ん
だ
り
、
は
ず
れ
た
り
し

て
事
故
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
り
ま

す
。
．

8
」
ラ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
に
熱
湯
は

　
　
禁
物

　
凍
結
し
た
ガ
ラ
ス
に
熱
湯
を
か
け

て
は
い
け
ま
せ
ん
。
ワ
イ
パ
！
、
ガ

ラ
ス
周
辺
の
ゴ
ム
を
い
た
め
ま
す
。

ぬ
る
ま
湯
に
し
ま
し
よ
う
。

家
庭
が
72

％
1
－
1
。

　
小
学
校
入
学
前
の
子
供
の
い
る
家

庭
を
対
象
に
し
た
電
電
公
社
の
調
査

に
よ
る
も
の
で
す
が
、
平
均
年
齢
が

五
歳
と
い
い
ま
す
か
ら
、
電
話
は
子

供
達
の
世
界
に
抵
抗
な
く
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、

小
学
生
は
平
均
し
て
週
に
三
回
電
話

を
か
け
て
い
ま
す
。

　
そ
う
し
た
半
面
、
身
に
つ
い
て
い

な
い
の
が
電
話
の
応
対
マ
ナ
ー
。
か

け
た
先
の
子
供
が
受
話
器
を
取
っ
た

も
の
の
、
ど
う
も
要
領
を
得
な
い
・

・
・
と
い
っ
た
経
験
は
一
度
な
ら
ず
、

あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

㌔∂齢』｝』”一働∂鷺，僻1ひ働”1，肝，朋’鳶∂備∂耀』”∂鷹”。鳶一欝∂働一鷹，僻σぼ一鳶∂齢∂齢創r一醐い一唖

　
春
休
み
は
、
子
供
達
が
家
に

い
る
こ
と
か
ら
、
電
話
に
出
る

機
会
も
多
く
な
り
ま
す
。
こ
の

機
会
に
、
電
話
の
マ
ナ
ー
を
身

に
つ
け
さ
せ
て
は
い
か
が
で
す

ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

カ
．
　
．
　
．

　
〈
電
話
の
マ
ナ
ー
〉

☆
か
け
る
と
き
は
、
相
手
の
電

話
番
号
を
よ
く
確
か
め
て
。

☆
ベ
ル
が
鳴
っ
た
ら
、
す
ぐ
に

出
て
名
前
を
い
う
。

☆
取
り
次
ぐ
と
き
は
、
相
手
の

名
前
を
聞
い
て
、
素
早
く
。

☆
留
守
番
中
は
、
相
手
の
名
前
、

用
件
な
ど
の
メ
モ
を
と
る
。

☆
受
話
器
は
静
か
に
、
き
ち
ん

と
置
く
。
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・
殉
ε
・

　
●
・．

●

、
ぜ
　
　
　
●
賞ず

－
．
“
．
．
、

．
｝
、
…
騰
中
灘
礎

日
覚

治
冠

｛
一
凋
ぐ

　
　
　
　
、
“
●

　
　
　
　
嶋

酒
殉
●
湖

　
“
一

　
凶
一
●

ヤ
．

覇㎜｝

起
馨
W

．
窯

　
％
・
（
V
了
》

殉
凝
り
＾

　
レ

　
　
　
　
蠕

　
．
％
　
噛
．
　
．
・

　
　
　
“

（
卿
●

窪

所
得
税
の
申
告
は
早
め
に
〃

o
よ
く
確
か
め
て
正
し
い
申
告
を
〃

　
所
得
税
（
国
税
）
事
業
税
（
県
税
）

住
民
税
（
町
税
）
は
、
あ
な
た
の
一

年
間
の
所
得
を
自
分
で
正
し
く
計
算

し
て
申
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

あ
な
た
自
身
の
一
年
間
の
総
決
算
と

も
い
え
ま
す
。
こ
の
申
告
は
2
月
16

日
か
ら
3
月
15
日
の
間
に
行
う
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

o
期
問
を
過
ぎ
て
申
告
し
ま
す
と
〃

3
月
15
日
を
過
ぎ
て
申
告
し
た
場
合
、

通
常
の
税
金
の
ほ
か
に
10
％
又
は
、

5
％
の
加
算
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

o
正
し
く
な
い
申
告
を
し
ま
す
と
〃

　
正
し
く
な
い
申
告
を
し
た
場
合
は
、

5
％
の
加
算
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
し
、

故
意
に
不
正
な
申
告
を
し
た
り
し
ま

す
と
35
％
と
い
う
重
い
加
算
税
が
課

税
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

☆
納
税
相
談
必
携
晶

1
、
確
定
申
告
用
紙

2
、
所
得
の
計
算
に
必
要
な
帳
簿
書

　
類

3
、
給
料
、
年
金
等
受
給
者
は
「
源

　
泉
徴
収
票
」
　
（
原
本
の
こ
と
）

4
、
印
鑑

5
、
そ
の
他
申
告
に
必
要
な
も
の

☆
控
除
を
受
け
る
た
め
に

　
　
必
要
な
書
類

　
所
得
控
除
や
税
額
控
除
を
受
け
る

に
は
、
確
定
申
告
を
行
う
と
き
に
領

収
書
や
支
払
証
明
書
な
ど
の
添
付
や

提
示
が
必
要
と
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　
次
の
よ
う
な
控
除
を
受
け
る
場
合

は
、
必
要
な
書
類
を
あ
ら
か
じ
め
用

意
し
て
確
定
申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。一

、
雑
損
控
除

　
被
害
を
受
け
た
住
宅
や
家
財
の
損

害
の
明
細
書
や
災
害
等
に
関
連
し
て

支
出
し
た
金
額
の
領
収
書

二
、
医
療
費
控
除

　
あ
な
た
や
家
族
が
病
気
を
し
た
り

け
が
を
し
た
り
し
て
、
支
払
っ
た
医

療
費
の
領
収
書

三
、
生
命
保
険
料
控
除

　
一
契
約
に
つ
き
支
払
っ
た
保
険
料

が
九
、
○
○
○
円
を
超
え
る
も
の
（
年

間
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
支
払
っ
た

保
険
料
の
証
明
書

四
、
損
害
保
険
料
控
除

　
損
害
保
険
料
と
し
て
支
払
っ
た
証

明
書
（
建
更
又
は
短
期
の
火
災
保
険
）

五
、
住
宅
取
得
控
除

　
控
除
額
及
び
計
算
方
法
が
改
正
さ

れ
ま
し
た
の
で
、
該
当
さ
れ
る
方
は

早
め
に
税
務
課
に
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
次
の
事
項
に
留
意
し
て

く
だ
さ
い
。

1
、
55
年
か
ら
58
年
ま
で
の
問
に
建

　
築
や
購
入
し
た
住
宅
で
一
六
五
平

　
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
か
つ
、
四
十

　
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
住
宅
で
あ

　
る
こ
と
。

2
、
あ
な
た
自
身
が
居
住
す
る
家
屋

　
で
あ
る
こ
と
。

3
、
従
来
の
家
屋
の
増
築
で
な
い
こ

　
と
。

野
ρ
二

R4
．
．

熱

所
餐

奔
o

ー
税
金
は
期
限
内
に
納
税
を
ー

　
確
定
申
告
に
よ
る
所
得
税
は
、
申

告
期
限
と
同
じ
3
月
1
5
日
ま
で
に
納

税
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
全

額
期
限
内
に
納
税
で
き
な
い
と
き
は
、

確
定
さ
れ
た
税
額
の
・
一
2
以
上
を
3
月

15

日
ま
で
に
納
め
る
と
残
り
の
税
額

は
5
月
31
日
ま
で
延
納
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
延
納
期
間
中
は
年
七
・

三
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
子
税
が
か
か
り

ま
す
。ー

振
替
納
税
の
ご
利
用
を
ト

　
所
得
税
の
便
利
な
納
税
方
法
と
し

て
、
振
替
納
税
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

あ
ら
か
じ
め
、
税
務
署
と
金
融
機
関

に
依
頼
し
て
お
く
と
、
銀
行
、
農
協

な
ど
の
預
金
口
座
か
ら
納
税
で
き
ま

す
。
納
税
の
た
め
の
手
数
が
少
な
く

大
変
便
利
で
す
。
こ
の
機
会
に
是
非

振
替
制
度
を
利
用
さ
れ
る
よ
う
お
勧

め
し
ま
す
．

、
．
．
甲
．
一
．
．
層
噂
騨
甲
．
．
．
．
・
．
．
．
－
．
．
曜
一
＝
一
．
．
．
り
9
．
・
・
．
－
．
＝
一
一
＝
噂
．
．
．
9
．
一
＝
－
層
．
．
9
一
一
＝
－
．
一
．
．
．
一
・
・
尊
一
．
－
．
一
｛
－
．
．
一
9
｛
．
層
．
．
一
｛
一
．
．
．
一
・
三
．
．
．
．
．
ー
一
甲
一
．
’
も

岬
申
告
納
税
相
談
に
つ
い
て
　
岬
．

確
定
申
告
が
始
ま
っ
て
お
り
ま
す
。

当
町
は
、
税
務
署
が
遠
く
又
、
豪
雪

等
出
向
く
の
が
大
変
で
す
の
で
、
こ

れ
ら
の
人
に
つ
い
て
松
代
町
で
は
毎

年
一
定
の
期
間
を
定
め
、
そ
の
期
間

中
、
町
役
場
税
務
課
職
員
が
相
談
に

応
じ
受
付
け
て
い
ま
す
。

　
今
年
の
納
税
相
談
日
は
次
の
と
お

り
で
す
。
案
内
さ
れ
た
日
時
に
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　
指
定
日
に
ど
う
し
て
も
都
合
が
つ

か
な
い
方
は
、
2
月
2
5
日
（
土
）
午

前
中
受
付
を
致
し
ま
す
の
で
電
話
等

で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。9

ペ
ー
ジ
ヘ
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8
ぺ
ー
ジ
よ
り

コ

㎜
還
付
申
告
は

ぼ

㎜
　
2
月
28
日
㈹
に

r
騒
－
覧
亀
も
亀
噺
－
覧
－
亀
o
魅
－
隔
1
、
亀
鴨
亀
し
1
魅
亀
噺
ー
◎
量
亀
陰
恥
－
馬
陰
魅
亀
殉
奪
b
亀
亀
1
、
魯
、
専
・
1
恥
－
軸
1
㌧
葛

勉
『
、
亀
嚇
－
鞠
ー
鴨
o
亀
亀
ら
1
亀
亀
噛
馳
、
亀
亀
－
騒
1
も
ー
、
亀
・
1
騒
ー
◎
馬
噺
ー
亀
1
も
ー
亀
－
覧
1
・
1
噺
o
◎
1
㌧
1
婚
1
し
ー
’

　
還
付
申
告
は
、
す
で
に
始
ま
っ
て

い
ま
す
。
税
務
署
で
は
、
い
つ
で
も

受
付
け
て
い
ま
す
。
確
定
申
告
と
同

様
に
税
務
署
ま
で
出
向
く
の
は
大
変

で
す
の
で
、
こ
れ
ら
の
方
の
便
宜
を

は
か
り
、
特
に
日
を
定
め
、
2
月
28

日
（
火
）
に
ま
と
め
て
受
付
け
を
致
し

ま
す
。
用
紙
は
税
務
署
、
役
場
、
商

工
会
に
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
還
付
申
告
者
は
、
出
来
る

だ
け
自
分
で
申
告
書
を
記
入
す
る
よ

う
に
願
い
ま
す
。

口
産
振
込
み
が

　
　
　
　
　
　
　
　
ん
り
で
す

亀
噂
噂
』
』
1
、
1
亀
o
、
o
し
1
軸
－
馬
1
㌧
馳
し
ー
ら
ー
舳
－
腎
ー
鴨
鶏
町
－
隔
1
、
馳
噺
o
覧
－
噂
1
、
亀
覧
o
、
亀
噂
1
『
1
し
1
噺
騒
’

ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

㎜
還
付
金
は
　
　
　
　
　
㎜

…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
億

｝
　
振
込
制
度
で
〃
　
　
…

r
！
！
1
ミ
！
9
！
亀
E
i
i
㌧
！
§
1
o
i
ミ
i
i
i
i
噛
！
！
！
！
！
し

　
還
付
金
受
領
の
手
間
が
省
け
る
口

座
振
込
み
は
安
全
で
確
実
で
す
。
銀

行
、
農
協
等
の
申
告
者
自
身
の
預
金

口
座
へ
の
振
込
還
付
制
度
の
活
用
を

お
願
い
致
し
ま
す
。

敵め爵轟薄逮

繊
辮ii　　　縫灘

適正負担に3理解と3協力を泌

　
国
民
年
金
加
入
者
の
み
な
さ
ん

　
こ
の
四
月
か
ら
定
額
保
険
料
が
、

今
ま
で
の
一
ケ
月
五
、
八
三
〇
円
か

一
ら
一
六
、
二
二
〇
円
に
改
め
ら
れ
ま
す
。

　
「
ま
た
上
が
る
の
か
…
…
」
と
思

わ
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
こ
れ
は
将
来

の
年
金
額
の
充
実
や
受
給
者
数
の
増

加
に
よ
る
給
付
費
の
増
大
な
ど
を
考

慮
し
た
う
え
で
の
必
要
な
措
置
な
の

で
す
。

　
国
民
年
金
の
財
政
は
、
受
給
者
の

み
な
さ
ん
が
こ
れ
ま
で
に
納
め
て
き

た
保
険
料
と
、
現
在
働
く
若
い
世
代

の
人
た
ち
が
負
担
す
る
保
険
料
、
国

の
負
担
な
ど
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
ご
承
知
の
よ
う
に
わ

が
国
は
、
年
を
追
う
ご
と
に
老
人
が

増
え
て
い
く
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
加
入
者
に
比
べ
て
受
給

者
が
増
え
て
い
き
、
そ
れ
に
伴
っ
て

給
付
費
も
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
く
こ

と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め

こ
れ
か
ら
も
円
滑
に
年
金
が
支
払
わ

れ
る
た
め
に
は
給
付
費
の
確
保
、
と

り
わ
け
保
険
料
額
の
引
き
上
げ
が
不

可
欠
な
要
件
と
な
っ
て
き
ま
す
。

　
し
か
し
、
給
付
費
が
不
足
だ
か
ら

と
い
っ
て
受
給
者
本
位
で
保
険
料
額

を
引
き
上
げ
た
場
合
、
加
入
者
の
み

な
さ
ん
に
一
層
の
負
担
を
強
い
る
こ

と
に
な
る
た
め
、
急
激
な
負
担
増
を

避
け
た
段
階
的
な
引
き
上
げ
に
よ
り

円
滑
な
年
金
財
政
を
図
ろ
う
と
し
て

い
ま
す
。

　
国
民
年
金
を
よ
り
よ
い
制
度

に
す
る
た
め
に
、
ま
た
制
度
を

将
来
に
わ
た
っ
て
健
全
に
運
営

し
て
い
く
た
め
に
行
わ
れ
る
今

後
の
保
険
料
の
改
正
に
つ
い
て
、

加
入
者
み
な
さ
ん
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
保
険
料
は
ど
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
決
ま
る
の
か
？

　
国
民
年
金
の
加
入
者
は
、
所

得
の
高
い
人
や
低
い
人
な
ど
そ

の
階
層
は
非
常
に
複
雑
と
な
っ

て
い
ま
す
．

　
こ
の
よ
う
な
特
殊
性
を
考
え

て
国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
定

額
制
を
と
り
、
昭
和
五
十
八
年

四
月
か
ら
は
月
額
五
、
八
三
〇

円
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
五
十
六
年
度
の
保
険

料
額
四
、
五
〇
〇
円
を
基
本
と

し
て
、
毎
年
三
五
〇
円
ず
つ
加

算
し
た
額
に
、
以
後
の
物
価
上

昇
に
よ
る
ス
ラ
イ
ド
率
を
乗
じ

た
も
の
が
、
そ
の
年
度
の
保
険

料
額
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
三
五
〇
円
加
算

し
て
く
る
と
五
十
九
年
度
の
保

険
料
は
五
、
五
五
〇
円
に
な
り

ま
す
が
、
五
十
八
年
度
ま
で
の

物
価
ス
ラ
イ
ド
率
が
一
・
一
二

二
で
あ
る
た
め
、
六
、
二
二
〇

円
（
十
円
未
満
の
端
数
は
切
り

捨
て
）
に
な
る
も
の
で
す
。

　
自
営
業
や
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
を
営

む
み
な
さ
ん
〃
国
民
年
金
の
保
険
料

は
、
税
法
上
、
社
会
保
険
料
控
除
と

し
て
所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
し
く

み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
あ
な
た
自
身
の
保
険
料
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
配
偶
者
や
家
族
の
分
の

保
険
料
を
あ
な
た
が
支
払
っ
た
場
合

は
、
そ
の
年
に
支
払
っ
た
金
額
が
所

得
か
ら
控
除
さ
れ
課
税
の
対
象
に
な

ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
二
月
十
六
日
か
ら
三

月
十
五
日
ま
で
に
行
な
う
所
得
税
の

確
定
申
告
の
際
は
、
あ
な
た
が
支
払

っ
た
保
険
料
は
、
忘
れ
ず
に
申
告
し

ま
し
ょ
う
。

　
昭
和
五
十
八
年
一
月
か
ら
十
二
月

ま
で
に
納
め
た
、
つ
ぎ
の
保
険
料
が

控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
①
定
額
保
険
料
　
五
十
八
年
一
月

か
ら
三
月
ま
で
は
、
一
ヶ
月
に
つ
き

五
、
二
二
〇
円
、
四
月
か
ら
十
二
月

ま
で
が
、
一
ヶ
月
に
つ
き
五
、
八
三

〇
円
。
（
定
額
保
険
料
を
一
年
間
納
め

た
場
合
は
、
六
八
、
コ
ニ
○
円
）

　
②
付
加
保
険
料
　
一
ヶ
月
に
つ
き

四
〇
〇
円
。
（
付
加
保
険
料
を
一
年
間

納
め
た
場
合
は
四
、
八
○
○
円
）

　
③
そ
の
他
の
保
険
料
　
五
十
八
年

一
月
か
ら
十
二
月
の
間
に
未
納
保
険

料
、
前
納
保
険
料
や
追
納
保
険
料
な

ど
を
納
め
た
人
で
、
保
険
料
額
が
わ

か
ら
な
い
人
は
役
場
の
国
民
年
金
係

に
お
た
ず
ね
下
さ
い
。



Il”ll”川II””1”1“”””1””IlllIIII””1”1””1こうほう・まつだい（2月号）III”lll”川llll”lll”1”II”ll”ll”IIIll”1川lil””1”III”ll”II”IIll””Illlll”1”MIIl“IIll川illllll”1”llllIIIllllll“II”IIllllliIll””“10“”“ll“III”il“1

腰
．

｛
～

罵

　
我
が
下
山
部
落
は
、
松
代
町
の
南

部
地
区
と
い
う
呼
名
が
定
着
し
ま
し

た
。
小
屋
丸
、
池
之
畑
、
下
山
、
海

松代・海老・東山線より下山部落をのぞむ

老
、
東
山
五
部
落
の
中
央
に
位
置
し

て
お
り
ま
す
。

　
東
方
に
越
道
川
を
狭
ん
で
南
北
に

や
や
長
め
に
耕
地
も
割
合
と
纒
ま
っ

て
、
高
低
差
も
余
り
無
く
、
盆
地
形

の
中
央
に
部
落
が
有
り
、
こ
の
耕
地

を
横
切
る
よ
う
に
、
南
部
線
が
通
り

昨
年
全
線
開
通
し
た
下
山
、
田
沢
間

の
林
道
が
幸
い
耕
地
を
縦
断
し
た
形

で
部
落
の
真
ん
中
を
通
り
ま
し
た
の

で
農
作
業
に
は
恵
れ
た
部
落
で
す
。

こ
の
点
両
線
の
為
に
ご
配
慮
ご
協
力

下
さ
い
ま
し
た
、
町
当
局
と
関
係
者

各
位
に
厚
く
感
謝
致
し
て
居
り
ま
す
。

　
全
部
落
、
同
姓
の
宮
沢
で
す
の
で

こ
れ
も
珍
し
く
、
便
、
不
便
双
方
の

場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。
と
も
す
る
と

世
評
に
は
部
落
内
の
近
親
結
婚
も
多

い
の
で
は
と
の
悪
評
も
耳
に
致
し
ま

す
が
、
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
町
内
は
勿
論
、
他
町
村
や
、

郡
外
他
県
と
の
縁
組
も
あ
り
、
他
部

落
と
同
じ
姿
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。
こ
の
宮
沢
の
姓
は
ど
こ
か

ら
何
時
の
時
代
に
移
り
住
付
い
た
も

の
か
と
、
色
々
調
べ
て
見
ま
す
が
今

の
と
こ
ろ
全
然
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
宮
沢
の
姓
を
名
乗
っ
て
い
る
者
は

全
国
で
約
一
万
六
千
世
帯
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
分
布
も
広
く
、

陸
前
、
会
津
、
能
登
、
信
濃
、
甲
斐
、

武
蔵
、
上
総
、
下
総
、
摂
津
、
因
幡
、

伯
者
等
広
く
渡
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

　
姓
の
起
り
も
数
多
く
、
桓
武
平
氏

の
塩
田
流
の
宮
沢
、
清
和
源
氏
、
武

田
流
の
宮
沢
、
源
行
家
流
の
宮
沢
、

陸
奥
の
国
の
宮
沢
、
上
野
の
国
の
宮

沢
、
信
濃
の
国
の
宮
沢
、
武
蔵
の
国

の
宮
沢
、
　
（
以
上
日
本
系
譜
出
版
社

著
よ
り
）
等
々
そ
の
何
れ
が
下
山
の

宮
沢
の
本
流
か
、
到
底
私
如
き
の
調

べ
得
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
地
形

か
ら
推
し
て
信
濃
の
宮
沢
の
末
で
は

な
い
か
と
推
測
し
て
い
ま
す
。
部
落

も
、
ま
た
何
時
の
時
代
か
ら
生
ま
れ

た
も
の
か
も
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

下
山
の
総
本
家
で
あ
り
ま
す
通
称
親

家
さ
ん
（
現
戸
主
、
義
孝
）
と
呼
ん

で
お
り
ま
す
が
、
同
家
に
も
三
百
年

以
前
の
も
の
は
、
ほ
ん
の
一
部
し
か

見
当
り
ま
せ
ん
が
、
幸
い
天
和
三
年

と
、
安
永
九
年
に
行
わ
れ
た
時
の
検

地
帳
及
び
、
キ
リ
シ
タ
ン
宗
取
り
締

ま
り
の
為
に
行
わ
れ
た
宗
門
人
別
、

ご
改
帳
が
文
化
、
文
政
、
元
治
の
も

の
が
、
各
一
部
あ
っ
て
難
を
免
が
れ

て
残
っ
て
お
り
ま
す
。

　
東
頸
城
郡
誌
に
依
り
ま
す
と
、
長

命
寺
さ
ん
過
去
帳
に
あ
る
最
古
の
戒

名
の
中
に
、
心
山
道
安
居
士
、
明
暦

三
喜
月
七
日
、
下
山
興
十
郎
父
と
明

記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
然
し
こ
の
長

命
寺
も
寛
文
年
間
俗
に
言
い
伝
え
ら

れ
る
五
鬼
の
大
火
と
い
う
不
審
火
で

類
焼
し
、
そ
れ
ま
で
の
過
去
帳
は
全

部
焼
失
し
た
（
祖
心
老
僧
の
話
）
と

の
こ
と
で
す
の
で
、
焼
失
し
た
中
に

も
下
山
の
仏
も
あ
っ
た
や
も
知
れ
ま

せ
ん
。
こ
れ
ら
郡
誌
や
検
地
帳
を
併

・
せ
考
え
て
み
ま
す
と
、
三
百
年
以
前

に
少
な
W
な
が
ら
も
、
何
戸
か
の
小

部
落
が
形
造
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
想

像
さ
れ
ま
す
。

　
明
暦
三
年
は
一
、
六
五
七
年
で
す

か
ら
こ
の
仏
の
在
生
中
に
お
そ
ら
く

一
、
六
〇
〇
年
に
行
わ
れ
た
、
豊
臣
、

徳
川
の
天
下
分
目
の
戦
い
、
関
ケ
原

の
合
戦
も
あ
り
、
越
後
で
は
佐
渡
の

金
鉱
開
発
が
盛
ん
な
頃
と
思
わ
れ
ま

す
。
そ
し
て
一
、
六
二
〇
年
五
月
八

日
大
坂
夏
の
陣
で
は
、
秀
頼
、
淀
君

が
討
死
と
な
り
遂
に
豊
臣
氏
滅
亡
の

年
に
な
り
ま
し
た
。
越
後
で
は
石
油

王
国
を
誇
っ
た
、
新
津
草
生
水
採
掘

の
盛
ん
な
頃
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
に
考
え
て
み
ま
す
と
、
昨
年
毎

週
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
て
お
り
ま
し

た
、
大
河
ド
ラ
マ
の
徳
川
家
康
も
遠

い
昔
の
人
で
な
く
、
ホ
ン
ノ
こ
の
間

の
人
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
錯
覚
を

起
し
ま
す
。

　
検
地
に
つ
い
て
も
、
部
落
紹
介
と

し
て
触
れ
ず
に
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
我

が
下
山
、
池
之
畑
両
部
落
は
何
時
の

頃
か
ら
か
大
字
小
屋
丸
と
し
て
抱
括

さ
れ
現
在
至
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

色
々
の
面
で
不
都
合
が
あ
り
ま
す
。

古
文
書
を
調
べ
る
場
合
な
ど
特
に
感

じ
ま
す
。
小
屋
丸
と
有
っ
て
も
池
之

畑
、
下
山
の
文
字
が
み
あ
た
ら
な
い

の
で
す
。
当
時
は
姓
が
許
さ
れ
て
な

い
時
代
で
す
か
ら
、
例
え
ば
、
天
和

の
検
地
帳
の
中
か
ら
下
山
の
土
地
を

調
べ
出
し
た
い
と
思
っ
て
も
、
地
名

か
ら
位
置
を
考
え
て
判
断
す
る
よ
り

　
　
　
　
　
　
”
ペ
ー
ジ
ヘ
つ
づ
く
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m
ペ
ー
ジ
よ
り

仕
方
な
く
推
測
の
域
を
脱
し
ま
せ
ん
。

以
上
の
事
情
で
す
の
で
私
の
調
査
し

た
も
の
を
記
し
ま
す
。

　
天
和
三
年
の
検
地
当
時
、
小
屋
丸

三
区
の
田
の
合
計
は
、
七
反
四
畝
二

十
八
歩
、
畑
は
、
一
町
四
反
七
畝
二

十
三
歩
、
う
ち
下
山
分
、
田
、
二
町

一
反
一
畝
十
歩
、
畑
五
反
九
畝
十

一
歩
に
拡
大
開
拓
さ
れ
ま
し
た
。
（
以

上
松
代
町
郷
土
誌
に
は
、
石
高
で
記

さ
れ
て
あ
り
ま
す
が
、
小
屋
丸
区
の

検
地
帳
に
は
石
反
双
方
書
て
あ
肛
ま

す
。
石
高
は
郷
土
誌
と
一
致
し
て
い

ま
す
。
）

　
そ
の
後
約
2
0
6
年
の
間
に
日
本

の
上
に
も
色
々
の
出
来
事
が
起
り
ま

し
た
が
、
特
に
何
度
も
あ
っ
た
外
国

と
の
戦
争
で
す
。
殊
に
最
後
と
な
っ

た
今
度
の
戦
争
で
は
国
政
全
般
は
勿

論
で
す
が
、
取
り
分
け
農
政
は
勝
敗

に
伴
な
っ
て
そ
の
都
度
揺
れ
動
き
ま

し
た
。
高
度
成
長
と
は
工
業
成
長
の

言
葉
で
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

逆
に
農
政
は
恥
政
と
言
わ
れ
る
程
に

落
こ
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
増
産
を

強
い
ら
れ
た
時
代
に
は
、
下
山
部
落

で
も
全
耕
地
約
二
十
三
町
二
反
、
他

に
、
海
老
地
内
の
耕
地
約
六
町
二
反

（
海
老
地
内
の
農
地
は
昔
か
ら
、
自
、

小
作
共
あ
り
ま
し
た
が
殆
ん
ど
下
山

の
耕
地
に
な
り
ま
し
た
。
）
合
せ
て

約
二
十
九
町
五
反
を
当
時
、
三
十
八

戸
の
部
落
民
が
真
剣
に
死
守
し
て
参

り
ま
し
た
も
の
が
、
減
反
農
政
と
共

に
津
波
に
も
劣
ら
な
い
恐
ろ
し
い
過

疎
の
波
が
押
寄
せ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
し
て
昨
年
五
十
八
年
に
は
遂
に
十

八
町
七
反
、
戸
数
も
二
十
七
戸
に
激

減
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
近
年
農
機
具
や
、
農
薬
の
開
発
が

進
み
農
作
業
の
省
力
化
を
も
た
ら
し

有
難
い
面
も
多
く
あ
り
ま
す
が
、
一

面
以
前
程
、
若
者
の
労
力
を
そ
れ
程

必
要
と
し
な
く
な
り
ま
し
た
。
従
っ

て
若
者
の
通
年
出
稼
者
が
多
く
な
り
、

や
が
て
は
そ
の
土
地
に
居
付
い
て
し

ま
う
者
も
多
く
、
こ
れ
も
過
疎
の
要

因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
我
が
下
山
部

落
も
昭
和
二
十
三
年
に
、
そ
れ
ま
で

昔
の
寺
小
屋
風
の
雪
中
派
出
所
は
廃

止
さ
れ
て
、
小
学
校
六
年
生
ま
で
の

通
年
分
校
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

公
民
館
も
立
派
な
も
の
を
建
て
て
頂

き
道
路
も
全
部
舗
装
化
さ
れ
、
水
道

も
全
戸
に
敷
設
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

昔
日
の
感
で
は
予
想
も
出
来
な
い
便

利
に
な
り
ま
し
た
が
、
如
何
、
せ
ん

若
者
の
職
場
不
足
と
減
反
農
政
の
続

く
限
り
過
疎
の
歯
止
め
と
な
る
目
途

は
見
え
て
来
ま
せ
ん
。

　
昨
年
町
の
公
民
館
で
、
南
部
方
面

を
歩
い
て
み
ま
せ
ん
か
！
と
い
う
う

れ
し
い
企
画
が
さ
れ
ま
し
た
が
、
雨

の
為
中
止
と
な
っ
て
残
念
で
し
た
。

本
年
も
ま
た
計
画
さ
れ
ま
し
た
ら
、

是
非
、
皆
様
方
の
ご
参
加
を
お
ね
が

い
致
し
ま
す
。
そ
こ
で
先
ず
二
ヶ
所

程
ご
紹
介
改
し
ま
す
。

　
南
部
線
が
池
之
畑
と
下
山
の
間
、

標
高
約
三
百
米
程
の
所
を
五
、
六
百

米
通
り
ま
す
。
そ
の
間
の
眺
め
た
る

や
、
ま
さ
に
絶
景
と
申
し
て
お
き
ま

す
。
東
に
松
代
町
一
番
の
高
山
、
俗

に
壁
山
と
呼
び
ま
す
が
、
こ
の
山
背

に
越
後
三
山
の
一
つ
、
八
海
山
を
仏

像
に
み
る
光
背
の
よ
う
に
背
負
い
、

そ
の
裾
に
東
山
部
落
共
同
耕
作
の
煙

草
畑
が
緑
の
ジ
ュ
ー
タ
ン
を
敷
広
め
、

秋
と
も
な
れ
ば
黄
金
の
畑
と
化
し
ま

す
。
西
は
こ
れ
ま
た
妙
高
山
を
背
景

に
郡
内
一
の
高
峰
を
誇
る
菱
ケ
岳
、

そ
の
手
前
に
杉
之
山
の
大
杉
山
、
大

権
寺
原
の
一
部
も
見
え
ま
す
。
南
を

眺
む
れ
ば
、
苗
場
山
、
谷
川
岳
、
更

に
目
を
北
に
転
ず
れ
ば
、
刈
羽
黒
姫

山
と
な
ら
ん
で
霊
峰
米
山
も
指
呼
の

間
に
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
こ
れ

ら
の
名
峰
霊
山
を
居
な
が
ら
に
し
て

一
眺
の
中
に
収
め
ら
れ
る
所
も
ま
れ

な
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
い
ま
一
ケ

所
は
、
下
山
、
田
沢
線
林
道
の
途
中

に
架
け
ら
れ
た
、
平
内
橋
と
そ
の
橋

上
か
ら
の
眺
め
で
す
。
新
緑
の
候
は

言
わ
ず
が
な
、
紅
葉
の
季
節
の
美
観

た
る
や
如
何
な
る
山
水
の
名
幅
と
て

も
生
の
実
景
に
は
遠
く
及
ぶ
べ
く
も

あ
り
ま
せ
ん
．

　
道
路
の
沿
線
は
山
菜
の
宝
庫
で
も

有
り
ま
す
。
季
節
の
盛
り
と
も
な
り

ま
す
と
、
魚
沼
方
面
か
ら
の
車
も
多

く
、
家
族
づ
れ
の
笑
声
が
平
内
の
沢

に
ひ
び
き
ま
す
．

二
年
生
か
ら

　
　
　
　
　
三
年
生
へ

松代中2A

佐藤　洋

　
今
は
我
々
生
徒
に
と
っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
学
年
最
後
の
最
も
大
切
な
時

期
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
三
年
の

中
で
は
、
高
校
受
験
を
ひ
か
え
て
最

後
の
追
い
込
み
の
真
最
中
で
あ
る
人

も
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
大
切
な
時
期
ま
で
の
、

自
分
の
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
思
い
返

し
て
み
ま
す
と
、
ま
だ
二
年
生
と
い

う
考
え
の
方
が
強
く
、
も
う
す
ぐ
三

年
生
と
い
う
実
感
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
よ
う
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
考

え
が
、
今
ま
で
の
自
分
の
学
習
面
や

生
活
面
、
そ
の
他
の
こ
と
に
、
色
々

影
響
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
学
習
面
か
ら
例
を
挙

げ
て
み
る
と
、
学
習
態
度
が
悪
か
っ

た
。
家
庭
学
習
を
あ
ま
り
し
な
か
っ

た
と
い
う
事
で
す
。

　
学
習
態
度
で
は
、
そ
の
日
一
時
間
、

一
時
間
の
集
中
力
に
欠
け
て
い
た
事

で
す
。
隣
り
の
人
と
話
し
を
し
た
り

し
て
、
と
に
か
く
口
数
が
多
か
っ
た

よ
う
で
す
。
ひ
ど
い
時
は
、
ノ
ー
ト

を
取
る
こ
と
を
忘
れ
た
り
し
ま
し
た
。

　
家
庭
学
習
で
は
、
普
段
、
家
で
の

学
習
す
る
習
慣
が
、
ま
だ
完
全
に
身

に
付
い
て
い
な
い
と
い
う
事
で
す
。

予
習
、
復
習
は
あ
ま
り
せ
ず
、
い
ざ

テ
ス
ト
一
週
間
前
く
ら
い
に
な
る
と
、

夜
遅
く
ま
で
必
死
に
な
っ
て
や
り
ま

し
た
。
こ
の
テ
ス
ト
の
為
の
短
い
学

習
を
利
用
し
て
、
な
ん
と
か
身
に
付

け
よ
う
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
が
、
た
か
が
一
週
間
や
十
日
く
ら

い
で
は
出
来
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　
こ
れ
ら
は
、
学
習
面
だ
け
の
ほ
ん

の
少
し
だ
け
で
す
が
、
ま
だ
他
の
点

か
ら
の
反
省
の
例
を
挙
げ
れ
ば
き
り

が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
反
省
す

る
だ
け
な
ら
簡
単
で
す
。
最
も
大
切

な
の
は
、
そ
れ
を
改
善
す
る
と
い
う

事
で
す
．

　
こ
の
よ
う
な
、
ま
だ
二
年
生
と
い

う
「
ま
だ
」
を
改
善
す
る
為
に
、
次

の
事
を
頑
張
っ
て
行
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

一
、
家
で
の
行
動
は
計
画
を
立
て
計

　
画
的
に
行
う
。

二
、
毎
日
一
日
の
反
省
を
書
く
。

三
、
毎
日
を
真
剣
に
取
り
組
む
。

　
こ
れ
は
大
変
難
し
い
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
何
ご
と
に
も
努
力
を
し
て

み
て
、
二
年
生
か
ら
、
三
年
生
へ
の

一
歩
を
き
ち
ん
と
踏
み
し
め
て
み
た

い
。
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蕪，1

獲潜

の

非
行
病
予
防

十
則

　
今
日
の
青
少
年
非
行
問
題
に
対
す

る
明
確
な
療
法
は
な
い
と
い
っ
て
よ

い
で
し
ょ
う
。
病
気
に
対
す
る
療
法

が
な
い
と
し
た
ら
、
ま
ず
そ
の
病
気

に
か
か
ら
ぬ
た
め
の
予
防
し
か
方
法

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
子
ど
も
に

は
非
行
と
い
う
病
気
に
か
か
り
易
い

子
と
、
か
か
り
に
く
い
子
が
い
る
よ

う
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
病
気
に
か

か
り
に
く
い
子
と
は
、
ど
ん
な
子
で

あ
ろ
う
か
を
次
の
よ
う
に
十
か
条
に

ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
こ
の
十
か
条

に
該
当
し
な
い
子
が
非
行
病
に
か
か

り
易
い
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　
1
、
き
ま
り
の
よ
い
生
活
を
し
て

　
　
い
る
子
に
非
行
生
徒
は
い
な
い
。

　
　
・
一
日
の
生
活
を
キ
チ
ン
と
き

　
　
ま
り
よ
く
送
っ
て
い
る
子
は
病

　
　
気
に
な
り
ま
せ
ん
。

　
2
、
服
装
の
キ
チ
ン
の
し
て
い
る

　
　
子
に
非
行
生
徒
は
い
な
い
。

　
　
・
生
活
の
み
だ
れ
は
先
ず
服
装

　
　
の
変
化
か
ら
初
ま
り
ま
す
。
非

　
　
行
病
の
初
期
症
状
で
す
。

　
3
、
家
庭
内
で
自
分
の
仕
事
を
も

　
　
っ
て
お
り
、
働
く
こ
と
を
余
り

　
　
苦
に
し
な
い
生
徒
に
非
行
生
徒

　
　
は
い
た
い
。

　
・
非
行
病
に
か
か
り
易
い
子
は

　
ほ
と
ん
ど
ノ
メ
シ
コ
キ
で
す
。

4
、
　
「
あ
い
さ
つ
」
が
キ
チ
ン
と

　
で
き
礼
儀
正
し
い
子
に
非
行
生

徒
は
い
な
い
．

5
、
言
葉
使
い
の
正
し
い
子
に
非

　
行
生
徒
は
い
な
い
。

　
・
言
葉
使
い
が
乱
暴
に
な
る
こ

　
と
も
非
行
病
の
初
期
症
状
で
す
。

6
、
よ
い
友
人
を
も
っ
て
い
る
子

　
に
非
行
生
徒
は
い
な
い
。

　
・
非
行
に
走
る
子
は
大
て
い
弱

　
虫
で
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
ら
な
い

　
と
も
の
ご
と
を
や
れ
ま
せ
ん
。

7
、
ス
ポ
ー
ツ
を
好
み
、
よ
く
運

　
動
す
る
子
に
非
行
生
徒
は
い
な

　
い
。

　
・
部
活
動
で
汗
を
流
し
、
ヘ
ト

　
ヘ
ト
に
な
っ
て
帰
る
子
は
非
行

　
病
に
か
か
り
ま
せ
ん
。

8
、
物
を
大
切
に
す
る
子
に
非
行

生
徒
は
い
な
い
．

　
・
非
行
と
浪
費
は
つ
き
も
の
。

　
金
使
い
の
荒
い
子
は
非
行
に
走

　
り
や
す
い
傾
向
が
み
ら
れ
ま
す
。

9
、
他
人
の
こ
と
を
考
え
て
行
動

　
す
る
子
に
非
行
生
徒
は
い
な
い
。

　
・
非
行
生
徒
の
特
徴
は
自
分
本

膿
の
百
科
シ
リ
ー
ズ
⑩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
室
岡
歯
科
医

義
歯
（
入
れ
歯
）
に
つ
い
て

　
義
歯
を
入
れ
た
ら
、
次
の
こ
と
に

つ
い
て
注
意
が
必
要
で
す
。

　
人
工
の
も
の
は
、
天
然
の
も
の
に

優
る
も
の
は
ひ
と
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
義
歯
を
入
れ
て
十
分
慣

れ
る
ま
で
は
、
快
適
に
使
え
る
な
ど

と
期
待
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
初
め

の
う
ち
は
義
歯
が
大
き
す
ぎ
た
り
邪

魔
に
な
り
ま
す
が
、
練
習
期
間
を
お

く
と
、
や
が
て
少
し
づ
つ
苦
に
な
ら

な
く
な
り
ま
す
。

　
就
寝
時
に
は
義
歯
を
は
ず
し
、
ま

　
　
位
の
考
え
方
を
つ
ね
に
す
る
と

　
　
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
は

　
　
や
り
の
「
気
く
ば
り
」
の
で
き

　
　
な
い
子
で
す
。

　
1
0
、
守
る
べ
き
こ
と
は
厳
し
く
守

　
　
ら
せ
、
つ
ね
に
温
か
い
愛
情
で

　
　
子
ど
も
に
接
す
る
親
を
も
つ
子

　
　
に
非
行
生
徒
は
い
な
い
。

　
　
・
子
ど
も
の
で
き
る
事
ま
で
先

　
　
き
取
り
を
し
て
や
っ
て
や
る
親

　
　
の
甘
さ
が
問
題
で
す
。

　
皆
さ
ん
、
い
か
が
で
あ
り
ま
し
ょ

う
か
。

ず
、
残
っ
て
い
る
自
分
の
歯
が
あ
る

場
合
は
、
普
通
の
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
の

要
領
で
良
く
磨
き
ま
す
。
特
に
、
義

歯
の
か
か
っ
て
い
る
歯
は
念
入
り
に

磨
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
次
に
義
歯
の
清
掃
を
行
な
い
ま
す
。

熱
湯
を
使
用
す
る
と
変
形
を
お
こ
す

こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
し
ま
す
。

ま
た
、
万
一
落
と
し
た
時
、
こ
わ
れ

る
危
険
を
少
な
く
す
る
た
め
に
常
に

タ
オ
ル
を
敷
く
か
、
水
の
入
っ
た
洗

面
器
の
上
で
行
な
い
ま
す
。
で
き
た

ら
食
事
の
あ
と
に
義
歯
を
は
ず
し
、

強
い
流
水
下
で
洗
浄
を
し
た
方
が
望

ま
し
い
で
す
。
そ
し
て
、
就
寝
時
に

は
は
ず
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
左
記
の
様
な
不
快
症
状
が
あ
っ
た

ら
、
歯
科
医
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

　
一
、
疹
痛

　
　
○
軟
組
織
（
歯
肉
な
ど
）

　
　
○
残
存
歯

　
　
○
舌
、
頬

　
二
、
良
く
咬
め
な
い

　
三
、
い
つ
ま
で
も
全
体
に
発
音
が

　
　
　
不
明
瞭

　
四
、
吐
き
気
が
す
る

　
五
、
灼
熱
感

　
　
ひ
　
な
　
節
　
供

　
五
月
の
男
子
の
節
供
に
対
す
る
女

子
の
節
供
と
し
て
、
ひ
な
人
形
に
桃

の
花
や
白
酒
、
ひ
し
も
ち
な
ど
を
供

え
て
遊
ぶ
習
わ
し
が
一
般
化
し
た
の

は
、
江
戸
時
代
の
こ
と
で
す
。

　
し
か
し
、
そ
の
源
は
ず
っ
と
古
く

中
国
の
三
月
上
巳
（
じ
よ
う
し
）
の

影
響
を
受
け
て
平
安
時
代
に
、
貴
族

た
ち
の
間
で
三
月
三
日
に
行
わ
れ
て

い
た
上
巳
の
祓
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

　
こ
の
祓
は
、
人
形
（
ひ
と
が
た
）

で
身
体
を
な
で
て
身
の
汚
れ
を
移
し
、

そ
の
あ
と
人
形
を
川
に
流
す
と
い
う

も
の
で
し
た
が
、
初
め
は
紙
や
草
、

布
切
れ
な
ど
で
作
ら
れ
て
い
た
人
形

が
、
室
町
時
代
に
胡
粉
（
ご
ふ
ん
）

を
使
っ
て
作
ら
れ
る
人
形
に
変
る
よ

う
に
な
っ
て
次
第
に
す
た
れ
て
い
き

ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
に
飾
り
び
な
の
習
慣
が

定
着
し
た
理
由
の
一
つ
は
、
人
形
製

作
技
術
が
向
上
し
た
こ
と
に
よ
る
も

の
で
す
が
、
こ
の
こ
ろ
は
ま
だ
都
市

部
が
中
心
で
、
全
国
的
に
ゆ
き
わ
た

っ
た
の
は
、
人
形
が
商
品
と
し
て
売

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
明
治
以
後
の

こ
と
で
す
．

　
　
　
　
　
　
　
恋

　
　
　
　
　
　
轟
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藏蕪懇擁11繋ll蕪1藩藻慧1三1
磨鷺導彰1鹸聴藩、饗
　今冬は断続的な降雪となり、2月に入っても依然とし
て降雪量、積雪量ともに上昇を続けています。今後、ナ

ダレの多発時期を迎え注意をお願いします。

　松代町では、ナダレ発生危険箇所は下表のようになっ

ています。なお、ナダレ発生危険箇所以外でのナダレ発

生もあるので特に注意をして下さい。

番
号

種
別

位　　置 番
号

種
別

位　　置 番
号

種
別

位　　置

大　字 字 大　字 字 大　字 字

1 林 犬　伏 舟渡坂 23 林 莇　平 ヌゲマ 45 土 蓬　平 岩清水

2 〃 池　尻 居　村 24 〃 福　島 上久保 46 〃 田　代 越　管

3 〃
中　　子
（苧鳥）

カラミ岩 25 〃 寺　田 城　平 47 〃 中　子 板　岩

4 〃 仙　納 岩ダタラ 26 〃 太　平 太　平 48 〃 〃 〃

5 〃 小屋丸
（下山） 沢　　田 27 〃 松　代 源　太 49 〃 〃

6 〃 蓬　平 山ノ越 28 〃 海　老 北　　田 50 〃 〃 〃

7 〃 海　老 峠 29 土 儀　明 山　　入 51 〃 〃 〃

8 〃 千　年 東ノ脇 30 〃 〃 平兵久保 52 〃 〃 〃

9 〃 小荒戸 水　上 31 〃 千　年 夕間ノ下 53 〃 〃 障子峯

10 〃 田　沢 小川向 32 〃 〃 四ツ割 54 〃 苧　島 宮　浦

11 〃 小屋丸
（池之畑） 水　上 33 〃 松　代 熊　越

’
5
5 〃 〃 栃　山

12 〃 松　代 大久保 34 〃 太　平 倉　下 56 〃 孟　　地 葛　平

13 〃 〃 善宗塚 35 〃 〃 ナギノ 57 〃 〃 三十刈

14 〃 菅　刈 万　代 36 〃 犬　伏 後　倉 58 〃 蓬　平 大久保

15 〃 蓬　平 神　林 37 〃 〃 向　林 59 〃 清　水 アフキ

16 〃 小屋丸 倉　下 38 〃 〃 伊良久保 60 〃 〃 フッ田沢

17 〃 菅　刈 トコワ平 39 〃 名　平 外名平 61 〃 桐　　山 ガンドウ

18 〃 中　子 家ノ浦 40 〃 〃 桂　沢 62 〃 池　尻 下　　山

19 〃 片桐山 浦　　田 41 〃 松　代 寺ノ外 63 〃 田野倉 湯ノ下

20 〃 滝　沢 清水沢 42 〃 蓬　平 道　田 64 〃 室　野 川　向

21 〃 仙　納 ヌ　　ゲ 43 〃 〃 〃 65 〃 海　老 峯

22 〃 諏訪峠 諏　崎 44 〃 〃 岩清水 66 〃 〃

小
堺
さ
や
か
　
父
繁
憲
　
母
輝
子

　
　
　
（
二
女
・
儀
明
・
長
之
助
）

柳
　
麻
奈
美
　
父
一
則
　
母
厚
子

　
　
　
　
（
長
女
・
犬
伏
・
林
年
）

げ
ん
き
な
よ
い
子
に
（
誕
生
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⇔

　
お
わ
び
と
一
訂
正

　
一
月
号
で
掲
載
し
ま
し
た
、
「
げ
ん

き
な
よ
い
子
に
（
誕
生
）
の
中
で
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
友
里
ち
ゃ
ん
は
、
敷
井
友
理
の
間

違
い
で
し
た
。
お
わ
び
し
て
訂
正
し

ま
す
。

月
受
付
分

ハ
　
　
箋

籍
の
窓
ロ

関
谷
泰
平
　
74
歳

山
岸
ウ
メ
ノ
81
歳

宮
澤
マ
ツ
　
73
歳

山
岸
伊
松
　
75
歳

石
田
タ
ケ
　
76
歳

関
谷
嘉
弘
　
29
歳

小
堺
マ
サ
83
歳

柳
キ
セ
　
93
歳

松
代
飯
野
屋

蒲
生
は
か
ん
堂

下
山
大
上

寺
田
・
小
松
倉

犬
伏
加
藤

松
代
善
左
エ
門

蓬
平
政
院

孟
地
友
善

ご
冥
福
を
祈
り
ま
す
（
死
亡
）

防災シリーズ⑳

董

火事と煙と毒ガス
　火災によるいたましい焼死事故は、

直接火に包まれてというよ1）、煙や毒

ガスに巻かれた結果だと考えられてい

ます。猛煙に包まれて酸素不足になっ　　　　　　　　　　　　　　　　、♪’》．｛
て昏倒する、あるいは建材の出す有毒　　．　三

物質に神経系がやられて動けなくなるρ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐ
というものです。　　　　ゼ、（
　煙と有毒ガスは混然としていて区分煮．

はしにくいのが実際で、煙のあるとこ

ろには有毒ガスもあると考えておくべが。㌔

きでしょう。　　　　　　　　　　　㌧ψし
　　　　　　　　　　　　　　　　貸雛

　〔煙〕　　　　　　　一
　煙は空気よ1）軽いので上方へ動き、しかも動

きが早い。横への動きは1秒間におよそ1m、

上方へは3m、階段など空気の流れのあるとこ

ろでは5m。しかし、上方へ動くだけに床の部

分には酸素が残っているので、煙にまかれたら

床に顔をつけるようにして這えば、一酸化炭素

中毒の難はまぬかれやすくなる。

　〔有毒ガス〕

　毒ガスも煙と同じような性質をもって移動す

る。新建材は一般に、発火するまでの時間は長

く、煙の量は木材の2倍から5倍にもなる。こ

の有毒ガスは、2～3回吸うと神経系の障害で

たちまち呼吸困難におちいるというもの。

　煙が出たら、タオルなどをぬらして鼻、口に

あてがうとよいと言われるのは、ある種の有毒

ガスは水分によってその毒性を美うため、また、

熱せられた空気が冷却されるので熱い空気を吸

わなくてすむから。

　このように火災で一番恐ろしいものは煙や毒

ガスです。大雪で避難口の確保すらできないよ

うな状況下で、生命、財産を守るには、1人1

人の注意が必要です。

あなたです！

火事を出すのも防ぐのも
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　文
芸

一む魏叢

　
　
し
ぶ
み
句
会

元
旦
や
大
炉
に
火
の
入
る
洞
泉
寺

元
日
や
み
そ
か
の
雪
の
降
り
つ
ず
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
悠
　
歩

隠
居
に
も
賀
客
一
人
を
喜
べ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
い
と

年
古
り
て
腕
の
痛
さ
よ
寒
灸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柄
史

請
わ
れ
た
る
友
へ
の
一
句
筆
始
め

初
夢
に
幼
な
馴
染
の
君
と
逢
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
　
橘

鶏
足
山
並
ぶ
校
舎
や
初
景
色

母
も
逝
き
妻
と
二
人
の
年
酒
酌
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
　
石

初
詣
回
り
参
道
雪
の
道

雪
卸
し
終
え
れ
ば
な
ぜ
か
心
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紅
　
茶

降
り
続
く
雪
を
口
説
き
つ
礼
者
来
る

送
り
出
す
女
礼
者
の
背
に
吹
雪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
静
風

旧
年
に
少
し
悔
あ
る
湯
舟
か
な

道
を
踏
む
背
に
大
雪
の
降
り
し
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瀞
舟

年
賀
状
配
り
し
人
の
顔
赤
し

元
朝
の
子
連
れ
礼
者
の
真
顔
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
草
　
人

初
春
を
か
ざ
る
秘
蔵
の
鷹
の
軸

年
始
客
漸
く
と
だ
え
寺
静
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
千
代

凍
て
る
道
日
向
日
向
を
小
き
ざ
み
に

か
け
込
み
し
若
妻
の
髪
　
玉
霰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
く
代

か
ん
し
き裸

の
跡
美
し
く
雪
を
踏
む

新
暦
　
柱
に
か
け
て
年
用
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
美
　
根

元
朝
や
か
か
あ
も
一
寸
薄
化
粧

か
し
わ
手
も
今
朝
神
棚
に
こ
だ
ま
し

て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
常
　
仙

身
だ
し
な
み
と
と
の
え
て
発
つ
初
詣

明
け
の
春
大
き
な
輪
に
な
れ
澁
海
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
元

冷
酒
に
身
の
引
き
し
ま
る
寺
年
始

一
歩
除
け
二
歩
譲
ら
れ
て
初
詣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
　
明

　
　
　
　
　
　
　
し
る
へ

初
詣
雪
に
燭
立
て
標
と
す

人
日
も
雪
堀
り
人
夫
と
し
て
終
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枯
　
水

　
　
さ
が

そ
の
性
を
か
く
す
こ
と
な
く
年
始
会

年
酒
に
ほ
ど
よ
く
酔
い
て
妻
古
り
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
淡
　
水

雪
壁
も
丈
余
と
な
り
て
村
眠
る

ク
ラ
ス
会
句
会
と
分
か
ち
初
座
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
花

　
　
蒲
生
句
会

か
ん
し
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ど

標
の
雪
打
ち
落
と
す
門
暗
し

目
の
下
に
我
が
家
の
灯
り
夜
道
踏
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐵
　
堂

雪
や
ま
ず
窓
の
灯
り
の
絶
え
／
＼
に

豪
雪
や
臨
時
休
校
伝
言
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
折
　
人

静
け
さ
よ
闇
夜
に
積
も
る
雪
二
尺

生
き
残
る
蜂
が
訪
い
来
し
寒
椿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
　
橘

若
水
を
入
れ
て
身
軽
に
舞
う
金
魚

　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ち

雪
堀
っ
て
休
む
苺
に
牛
乳
甘
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
さ
女

冬
の
灯
に
七
人
の
頭
揃
う
部
屋

今
朝
の
富
士
眠
れ
る
山
と
言
う
べ
き

か
　
　
　
　
（
在
川
崎
）
　
月
　
日

　
　
　
レ
　
ま
ヲ

寒
灯
を
点
す
や
狭
き
小
屋
住
い

軒
氷
柱
太
り
民
宿
客
満
て
り

　
　
　
　
　
（
在
湯
沢
）
　
耕
　
山

　
短
　
歌

　
歌
の
屑
籠

　
　
　
　
　
　
下
山
埋
れ
木

　
　
こ
レ
　

一
字
毎
心
し
て
書
く
投
票
紙
国
政
に

あ
ず
か与

る
た
ま
ゆ
ら
な
れ
ば

　
ひ太

陽
の
如
く
電
波
の
如
く
野
山
超
え

　
　
　
　
　
　
ま
つ
り
こ
と

遍
く
と
ど
け
国
政
治

年
寄
り
て
牛
を
養
う
力
尽
き
今
手
放

し
ぬ
心
切
な
く

我
れ
に
優
る
飼
主
に
就
け
と
祈
り
つ

つ
惜
し
き
別
れ
の
手
綱
放
て
り

四
十
年
飼
い
聞
き
慣
れ
し
牛
の
声
今

日
の
鳴
き
声
最
期
と
な
れ
り

風
寒
き
鈍
き
雪
空
後
に
し
て
浬
繋
浄

　
　
　
　
　
　
と
　
　
も

土
に
急
ぐ
わ
が
老
友

園
芸
一
ロ
メ
モ

　
”
松
代
園
芸
愛
好
会
”

　
ス
ハ
マ
ソ
ウ

　
　
　
（
ユ
キ
ワ
リ
ソ
ウ
）

　
　
特
　
性

　
山
地
の
樹
下
に
生
え
る
多
年
草
で

す
。
根
茎
は
斜
め
に
生
え
、
細
長
く

て
節
が
多
く
、
暗
色
の
ヒ
ゲ
根
を
出

し
ま
す
。
葉
は
基
部
よ
り
生
え
、
長

い
柄
が
あ
っ
て
斜
め
に
の
び
、
冬
で

も
枯
れ
ま
せ
ん
。
早
春
に
古
い
葉
の

間
か
ら
二
～
三
個
あ
る
い
は
数
個
の

花
を
開
き
ま
す
。
新
葉
は
内
側
に
た

た
ま
れ
て
白
い
絹
毛
を
か
ぶ
り
、
花

が
す
ん
で
か
ら
開
い
て
伸
び
ま
す
。

　
早
春
雪
を
割
っ
て
咲
く
こ
と
か
ら

雪
割
草
と
も
言
い
ま
す
。

　
　
育
て
方

　
腐
葉
土
五
、
黒
土
三
、
砂
二
、
位

い
の
割
合
で
用
土
を
作
り
鉢
に
植
え

る
。
真
夏
七
、
八
月
頃
の
直
射
日
光

を
さ
け
る
こ
と
が
第
一
番
の
秘
決
で
、

春
秋
は
、
日
光
に
充
分
に
あ
て
る
こ

と
で
す
。

　
員
冒
鈴
呂
鼓
冒
鈴
只
冒
昌
頁
一
凸
ハ
冒
鈴
呂
呂
鈴

　
　
出
題
　
九
段
　
武
宮
　
正
樹

團
　
　
白
先
活
　
3
－
5
手
ま
で

　
●
ヒ
ン
ト
…
別
々
に
二
眼
を
作

　
　
る
守
り
方
を
考
え
る

　
　
5
分
で
2
級
　
1
分
な
ら
有

　
　
段
者　　。削＝2・9臼ア1コレ蓄’ε日ア，

＝16萎（03鵜ユ士赫埠き×【（り1日

　　　　　　　　　　〈曇都葺新〉
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1


