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一、・・雄

縣
回

　
第
3
回
東
頸
城
郡
美
術
展
覧
会
は

地
元
松
代
町
が
、
当
番
会
場
と
な
り

去
る
1
0
月
2
0
日
か
ら
2
2
日
の
3
日
間

松
代
町
総
合
体
育
館
で
開
催
さ
れ
た
。

　
今
回
は
地
元
で
開
催
さ
れ
る
為
、

よ
り
充
実
し
た
展
覧
会
に
す
る
た
め

そ
の
企
画
、
運
営
に
つ
い
て
関
係
者

に
よ
り
努
力
が
払
わ
れ
て
来
ま
し
た

が
、
今
迄
の
反
省
を
取
り
入
れ
、

一
、
広
々
と
し
た
会
場
で
作
品
の
配

列
に
意
を
は
ら
い
、
ゆ
っ
く
り
観
賞

出
来
る
展
示
内
容
と
し
た
。

二
、
出
品
作
品
に
一
定
の
規
格
を
取

り
入
れ
作
品
全
体
の
質
の
向
上
に
努

め
た
。

三
、
初
め
て
会
場
に
お
い
て
表
彰
式

を
行
い
、
講
評
を
ま
じ
え
て
入
賞
者

を
讃
え
た
。
等
の
点
で
今
迄
に
な
い

一
歩
前
進
し
た
内
容
の
充
実
が
見
ら

れ
観
覧
者
の
評
判
も
上
々
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
会
期
中
、
町
民
マ
ラ
ソ
ン
大

会
や
、
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会
等
も
有

り
、
つ
い
で
に
展
覧
会
を
訪
れ
た
人

々
は
延
一
、
○
O
O
人
近
く
を
数
え

た
。　

松
代
町
内
関
係
の
入
賞
者
は
次
の

と
お
り
で
す
．

◎◎　
な
お
、

で
開
催
の
予
定
で
す
。

郡
展
賞
（
写
真
の
部
）

高
橋
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（
莇
平
）

奨
励
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（
彫
塑
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）

　
　
　
（
書
道
の
部
）

鈴
木
益
蔵
（
松
代
）

西
潟
平
司
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㌧ 　
さ
る
10
月
21
日
㈲
第
6
回
町
民
マ

ラ
ソ
ン
大
会
が
、
松
代
町
総
合
グ
ラ

ン
ド
の
柿
落
し
を
か
ね
て
開
催
さ
れ

た
。
悪
天
候
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
勢

の
方
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。
入
賞
者

は
次
の
と
お
り
で
す
。

学　　年 性別 距離 順位 氏　　　名 学校名 タイム

小　　1 男

km

1
1 石口　久司 松　　　代 4分28秒

2 鈴木　重玄 〃 4分28秒

3 高橋　伸幸 菅　　　刈 4分35秒

小　　1 女 1
1 笠原　　千里 松　　　代 5分04秒

2 石口　香織 〃 5分11秒

3 関谷　知子 〃 5分25秒

小　　2 男 1
1 関谷　　　真 松　　　代 4分24秒

2 斉藤　智和 北　　　山 4分26秒

3 山賀　　将司 松　　　代 4分27秒

小　　2 女 1
1 山岸　　利美 蒲　　　生 4分38秒

2 松山　泰子 松　　　代 4分42秒

3 井上久美子 寺　　　田 4分43秒

小　　3 男 2
1 高橋　哲也 松　　　代 6分51秒

2 山岸　正光 〃 7分19秒

3 高橋　正美 莇　　　平 7分21秒

小　　3 女 2
1 相沢千恵美 菅　　　刈 7分39秒

2 室岡久美子 北　　　山 7分47秒

3 村松智恵美 儀　　　明 7分48秒

小　　4 男 2
1 富沢　　　豊 松　　　代 6分46秒

2 若井　憲一 蓬　　　平 6分56秒

3 柳　　　昭平 松　　　代 7分03秒

小．　4 女 2
1 柳　　　妙子 菅　　　刈 6分53秒

2 中村美乃里 松　　　代 7分20秒

3 市川日出子 〃 7分22秒

小　　5 男 3
1 樋口　靖志 松　　　代 10分23秒

2 柳　　　　努 〃 10分26秒

3 山岸　　和弘 〃 10分31秒

小　　5 女 3
1 季卯　　　智子 松　　　代 11分05秒

2 富沢　一子 〃 11分08秒

3 池田　直美 北　　　山 11分16秒

小　　6 男 3
1 佐藤　政秀 奴奈川 9分52秒

2 斉藤　真也 松　　　代 9分58秒

3 宮沢　幸男 下　　　山 10分00秒

小　　6 女 3
1 季卯　　明美 菅　　　刈 10分38秒

2 福島由紀子 松　　　代 11分01秒

3 本柳　幸子 蒲　　　生 11分10秒

中　　1 男 5
1 柳　　　高浩 松　　　代 18分17秒

2 高橋　基雄 〃 18分24秒

3 斉藤　　　清 〃 19分32秒

中　　2 男 5
1 池田　　　剛 松　　　代 16分29秒

2 横尾　　　隆 〃 16分30秒

3 若井　剛也 〃 17分32秒

中　　2 女 2
1 ／』・堺　聡美 松　　　代 8分18秒

2 武田　京子 〃 8分31秒

3 分　秒

中　　3 男 5
1 牧田　義明 松　　　代 16分13秒

2 季卯　　一広 〃 16分36秒

3 市川　清司 〃 17分21秒

禰
襲鞭i灘繍縣瓢　　、毒畿羅瓢．＿ 灘灘雛繊灘繕覇



こうほう・まつだい（lo月号）iII“III”II”川IIII”1川”1”IIlllIIIlllIIIIllIIIllllII“IIII”III川Illll“llllII”lllIIIlll“II川III”1”III川II”“II””Ill“IIIliIIlllll”llIIIll4

　
稲
刈
り
が
終
る
と
、
ゆ
っ
く
り
休

む
間
も
な
く
、
冬
仕
度
を
す
ま
せ
て

出
稼
へ
出
る
季
節
に
な
り
ま
し
た
。

　
松
代
町
に
は
、
出
稼
に
出
ら
れ
る

方
が
六
～
七
百
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
20
代
か
ら
60
代
ま
で
、
年
齢

も
様
々
。
出
稼
先
の
土
地
や
仕
事
も

様
々
で
す
。
出
稼
者
の
条
件
は
様
々

で
あ
り
ま
す
が
、
皆
さ
ん
や
御
家
族

に
は
、
共
通
の
気
持
ち
が
あ
る
か
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
「
自
分
が
出
稼

中
に
、
家
族
は
、
体
を
こ
わ
さ
な
い

だ
ろ
う
か
。
」
「
と
う
ち
ゃ
ん
は
、
出

稼
先
で
、
無
理
し
て
具
合
が
悪
く
な

ら
な
い
か
。
」
と
い
う
健
康
を
互
い
に

思
い
や
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
で
は
、
自
分
の
た
め
に
、
家
族
の

た
め
に
、
体
を
こ
わ
さ
な
い
た
め
に

は
ど
う
し
た
ら
良
い
の
で
し
ょ
う
か
？
。

　
以
前
、
健
診
の
際
に
出
稼
者
の
皆

榔想
稼
渚
繍
難

繍
贈
糊
禰
繍
灘
鰭

懸鷹

羅
騰

編
海
健
鞘
津
繍
驚

備
櫨
以
遡
躍
罵
⑯

さ
ん
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
ら
せ
て
も

ら
い
ま
し
た
。
結
果
に
つ
い
て
は
、

冬
期
指
導
会
、
そ
の
他
で
お
知
ら
せ

し
て
い
る
通
り
で
す
。

　
中
で
も
特
に
目
立
っ
た
こ
と
は
、

出
稼
中
は
、
家
に
い
る
時
に
比
べ
て

つ
け
も
の
や
み
そ
汁
が
、
や
や
少
な

め
に
な
る
と
い
う
良
い
面
と
、
野
菜

が
少
な
く
、
酒
の
量
が
増
え
る
と
い

う
悪
い
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
し
か
し
こ
こ
で
特
記
す
べ
き
事

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

「
出
稼
中
は
野
菜
不
足
に
な
る
。
」
と

い
う
こ
と
を
よ
く
認
識
し
て
い
て
、

決
め
ら
れ
た
食
事
の
他
に
、
個
人
や

グ
ル
ー
プ
で
野
菜
を
買
っ
て
来
て
、

不
足
を
補
っ
て
い
る
と
い
う
人
が
い

た
こ
と
で
す
。
ま
た
、
出
稼
中
に
具

合
が
悪
く
な
れ
ば
、
い
っ
し
ょ
に
来

た
者
に
迷
惑
を
か
け
る
か
ら
と
、
家

で
は
晩
酌
を
し
て
い
た
が
、
出
稼
先

で
は
一
滴
も
飲
ま
な
い
と
い
う
人
が

い
た
こ
と
で
す
。
こ
の
様
な
方
々
に

は
本
当
に
感
心
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
自
分
の
食
生
活
を
ふ
り
か
え
っ
て

み
て
、
思
い
あ
た
る
こ
と
は
な
い
で

し
よ
う
か
？
。

　
野
菜
や
酒
の
こ
と
に
加
え
て
、
　
一

日
に
、
り
ん
ご
一
個
分
く
ら
い
の
く

だ
も
の
と
、
牛
乳
一
本
く
ら
い
は
摂

っ
て
欲
し
い
食
品
で
す
。

　
皆
さ
ん
の
中
に
は
、
血
圧
が
高
め

だ
と
か
、
糖
尿
病
が
あ
る
な
ど
、
医

療
の
必
要
な
方
も
少
な
く
な
い
で
し

ょ
う
。
成
人
病
は
、
自
覚
症
が
な
い

こ
と
が
多
い
の
で
、
つ
い
治
療
を
中

断
し
が
ち
で
す
が
、
治
療
の
中
断
は
、

恐
し
い
発
作
の
引
き
が
ね
に
な
り
ま

す
。
出
稼
前
に
、
受
診
し
、
出
稼
中

の
服
薬
や
、
検
査
に
つ
い
て
、
主
治

医
に
相
談
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
自
分
の
健
康
は
自
分
で
守
り
、
春

に
は
ま
た
、
元
気
な
姿
で
帰
っ
て
来

て
下
さ
い
．

、
灘
姶
　
粂
⊆
、
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

，
頒
（
　
．
．
湊
r
協
っ

　
　
S
　
　
J
A
S
マ
ー
ク
は

　
　
A

　
　
J
　
　
　
　
　
安
心
の
“
目
安
”

　
わ
た
し
た
ち
の
食
生
活
に
、
加
工

食
品
は
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
り
ま

し
た
。
即
席
め
ん
、
粉
末
ス
ー
プ
、

ド
レ
ッ
シ
ン
グ
、
真
空
パ
ッ
ク
食
品
、

調
理
冷
凍
食
品
、
飲
料
品
な
ど
、
わ

た
し
た
ち
は
、
好
み
の
料
理
を
手
軽

に
し
か
も
安
く
楽
し
む
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
加
工
食

品
が
ど
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
、
品

質
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
疑
問

に
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
こ
ん
な
と
き
、
頼
り
に
な
る
の
が

J
A
S
（
日
本
農
林
規
格
）
マ
ー
ク

で
す
。
J
A
S
マ
ー
ク
は
、
国
が
認

め
た
工
場
で
作
ら
れ
、
国
が
定
め
た

J
A
S
規
格
に
合
格
し
た
製
品
に
つ

け
ら
れ
る
マ
ー
ク
。
い
わ
ば
、
品
質

を
保
証
し
て
く
れ
る
”
安
心
の
目
安
”

で
す
。

〈
健
康
食
品
と
J
A
S
マ
ー
ク
〉

　
さ
て
、
最
近
は
健
康
へ
の
関
心
が

高
ま
っ
て
お
り
、
健
康
に
気
を
配
っ

た
食
生
活
を
心
が
け
る
人
が
多
く
な

り
ま
し
た
。
そ
の
せ
い
か
、
健
康
に

よ
い
と
い
わ
れ
る
豆
乳
の
人
気
が
高

い
よ
う
で
す
が
、
実
は
こ
の
豆
乳
に

も
J
A
S
規
格
が
あ
り
、
ほ
と
ん
ど

　
※
現
在
、

の
商
品
に
J
A
S
マ
ー
ク
が
つ
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
健
康
増
進
を
う
た
い
文

句
に
し
た
、
い
わ
ゆ
る
健
康
食
品
は
と

い
う
と
必
ず
し
も
品
質
的
に
保
証
さ

れ
て
い
る
物
ば
か
り
と
は
限
ら
ず
、

用
い
方
に
よ
っ
て
は
か
え
っ
て
弊
害

の
出
て
い
る
も
の
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　
消
費
者
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、

”
健
康
食
品
”
に
つ
い
て
も
何
ら
か

の
品
質
保
証
制
度
を
設
け
た
り
、
品

質
表
示
を
統
一
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
こ
で
、
　
．
健
康
食
品
”
も
J

A
S
制
度
の
対
象
と
し
て
考
え
る
よ

う
、
今
後
、
調
査
検
討
が
進
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

四
百
十
品
目
の
加
工
食
品
に
つ
い
て
、
J
A
S
規
格
が
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。



II“1“1”IIllIII“15”IlmIIll”lllI“1こうほう・まつだい（lo月号）IlllIIllIIII”IIIlllIII”III”III“”1”IIII””11“111”IIIlllIll”III”IIII”IlllIll”II”IllllII””Ill“II”lll1”III1”lll”lll”IllIllIIIIIll“ll”IllIII”1“Ill”II”Illll”II“llliIl

◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繕

診◎

お
じ
ゃ
ま
し
ま
す
紗
◎

観
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づ
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◇

◎
　
　
◎
　
　
観
　

豆
　
　
◇
　
　
◎
　
　
づ
　
　
◇
　
　
観
　
　
◇
　
　
◎
　
　
繕
　
　
◇
　
　
観
　
　
◇
　
　
竃
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◎
　
　
雀
　
　
窟
　
　
づ
　
　
◇
　
　
づ
　
　
◇

井
上
製
作
所

　
井
上
製
作
所
は
、
町
道
松
代
、
駅

前
線
の
中
屋
工
業
所
の
隣
に
あ
る
。

　
二
階
の
応
接
間
に
と
お
さ
れ
て
、

十
分
程
ま
つ
、
ト
ン
ト
ン
と
足
音
が

す
る
。
井
上
さ
ん
が
、
役
場
の
人
が

き
た
か
ら
着
替
え
よ
う
か
な
、
ト
レ

ー
ニ
ン
グ
姿
で
、
カ
ゴ
に
い
っ
ぱ
い

の
「
き
の
子
」
を
手
に
し
て
あ
ら
わ

れ
た
。
話
は
、
「
き
の
子
」
の
専
門
的

な
内
容
に
な
る
…
…
話
が
一
段
落
し

た
と
こ
ろ
で
、
寺
田
部
落
に
来
ら
れ

た
の
は
何
時
頃
で
し
た
か
ね
。

　
48
年
の
秋
で
す
。
（
当
時
の
説
明
が

つ
づ
い
た
．
）

　
仕
事
の
内
容
は
ど
ん
な
事
を
ず
る

の
で
す
か
．

　
問
屋
さ
ん
か
ら
支
給
さ
れ
た
、
（
原

材
料
）
金
と
プ
ラ
チ
ナ
を
ネ
ッ
ク
レ

ス
製
品
に
加
工
す
る
の
で
す
。

　
52
年
か
ら
松
代
へ
進
出
し
て
来
ま

し
た
。

　
従
業
員
は
何
人
で
す
か
。

　
工
場
で
働
い
て
い
る
の
は
5
人
で

す
。
パ
ー
ト
が
3
人
（
自
分
の
家
で

仕
事
し
て
い
る
）
が
お
り
ま
す
。

　
勤
務
時
間
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す

か
。　

男
性
は
8
時
か
ら
5
時
ま
で
女
性

は
8
時
30
分
か
ら
4
時
30
分
ま
で
で

す
。　

何
か
苦
労
話
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

聞
か
せ
て
下
さ
い
。

　
寺
田
部
落
に
来
た
時
期
が
良
か
っ

た
の
か
、
順
調
に
ス
タ
ー
ト
し
た
の

で
す
が
、
春
の
田
植
時
期
に
な
っ
た

ら
、
バ
タ
リ
と
従
業
員
が
減
っ
て
し

ま
い
大
変
で
し
た
。
仕
事
上
冷
暖
房

で
す
の
で
喜
ば
れ
ま
し
た
し
、
現
金

収
入
に
な
る
の
で
、
子
供
達
に
ク
ツ

の
一
足
も
買
っ
て
や
れ
る
な
ど
良
か

っ
た
の
で
す
が
…

　
工
場
の
様
子
を
聞
い
て
か
ら
、
仕

事
場
へ
案
内
し
て
も
ら
っ
た
。

　
明
る
い
窓
際
に
な
ら
ん
で
、
細
か

い
手
先
（
職
人
）
の
仕
事
で
あ
る
。

　
米
粒
位
の
大
き
さ
の
も
の
に
、
穴

を
あ
け
た
り
、
ロ
ー
付
（
輪
を
つ
な

ぐ
）
を
す
る
仕
事
で
あ
る
。

　
一
人
前
に
な
る
に
は
3
年
は
必
要

だ
と
話
さ
れ
た
井
上
さ
ん
の
話
が
分

か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

　
今
後
ど
の
よ
う
な
計
両
（
希
望
）

が
あ
り
ま
す
か
．

　
工
場
も
手
狭
に
な
っ
て
き
た
し
、

今
す
こ
し
広
い
工
場
を
作
り
、
従
業

員
を
10
人
位
に
し
た
い
で
す
ね
。

　
仕
事
場
の
奥
に
は
色
々
な
機
械
が

あ
っ
た
。
井
上
さ
ん
は
、
こ
の
機
械

は
井
上
式
と
い
う
機
械
で
私
が
発
明

し
た
ん
で
す
よ
…
。

　
企
業
秘
密
だ
か
ら
写
真
は
ダ
メ
で

す
か
と
い
う
と
、
笑
い
な
が
ら
ど
う

ぞ
と
話
さ
れ
た
．

　
こ
れ
ま
で
作
ら
れ
た
、
ネ
ッ
ク
レ

ス
の
カ
タ
ロ
グ
を
見
せ
て
も
ら
い
、

そ
の
数
の
多
さ
に
驚
き
な
が
ら
井
上

製
作
所
を
後
に
し
た
。
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山
間
地
農
業
は
平
場
と
比
べ
、
土

地
条
件
が
悪
く
生
産
性
が
低
い
と
い

う
実
態
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て

山
間
地
に
お
い
て
は
、
水
稲
の
生
産

費
を
い
か
に
低
減
す
る
か
、
ま
た
平

場
に
な
い
埋
れ
た
資
源
を
活
用
し
た

水
稲
と
の
複
合
経
営
を
よ
り
多
く
取

り
入
れ
て
行
く
か
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
県
で
は
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も

と
に
、
山
間
地
の
特
性
を
活
か
し
た

農
業
の
振
興
を
図
る
た
め
、
モ
デ
ル

集
落
に
お
い
て
山
村
活
性
化
に
資
す

る
事
業
を
総
合
的
に
実
施
す
る
「
山

村
農
業
活
性
化
事
業
」
を
昨
年
度
よ

り
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、
県
下
六
町
村
の

指
定
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
中
に
当
町
の
峠
部
落
が
選
定
さ

れ
ま
し
た
。

　
峠
で
は
地
域
農
業
集
団
育
成
事
業

と
の
関
連
の
も
と
に
、
峠
生
産
組
合

　
（
組
合
長
牧
田
直
弘
、
三
十
三
戸
）

を
設
立
し
、
我
が
村
の
農
業
を
ど
う

す
べ
き
か
、
充
分
な
話
し
合
い
が
重

ね
ら
れ
て
来
ま
し
た
。
本
年
度
か
ら

そ
こ
で
樹
立
さ
れ
た
計
画
に
基
づ
い

て
事
業
の
実
施
に
入
り
ま
し
た
。

事
業
内
容
は
、
峠
小
学
校
の
廃
校
舎

を
改
造
し
て
乾
燥
・
調
整
を
主
と
す

る
共
同
作
業
を
作
る
一
方
、
ト
ラ
ク

タ
ー
．
田
植
機
・
ハ
ー
ベ
ス
タ
ー
等

の
農
業
機
械
を
導
入
し
、
個
人
対
応

か
ら
共
同
利
用
方
式
へ
の
移
行
に
よ

り
、
生
産
費
の
低
減
を
図
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。
又
、
遅
れ
て
い
る
基
盤

整
備
を
進
め
る
た
め
、
手
づ
く
り
に

よ
る
農
道
舗
装
・
溜
池
の
造
成
・
田

な
ら
し
等
を
実
施
し
ま
す
。

あ
さ
つ
き
・
ナ
ス
・
イ
ン
ゲ
ン
な
ど

の
地
域
特
産
物
の
開
発
や
、
廃
屋
と

豊
富
な
山
野
草
を
利
用
し
た
肉
用
牛

の
飼
育
な
ど
、
複
合
経
営
へ
の
検
討

も
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
共
同
作
業

所
の
中
に
は
、
婦
人
部
に
よ
る
「
み

そ
」
加
工
施
設
も
作
り
、
各
戸
で
採
れ

た
大
豆
を
持
ち
寄
っ
て
、
自
家
用
み

そ
の
製
造
も
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま

す
。　

こ
の
事
業
は
、
一
地
区
三
千
万
円

　
　
　
　
　
7
ペ
ー
ジ
ヘ
つ
づ
く
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6
ぺ
置
ジ
よ
り

二
ヶ
年
継
続
で
実
施
す
る
も
の
で
、

一
集
落
で
取
り
組
む
に
は
適
当
な
規

模
の
事
業
で
あ
り
ま
す
。
町
と
し
て

も
こ
の
事
業
の
継
続
実
施
を
県
へ
要

望
し
て
行
く
予
定
で
す
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　巳5　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨1　　　　　　　　　　　　　　　　一■5■　　　　　　　　　　　　　　　　●・　　　　　　　　　　　　　　　　”1　　　　　　　　　　　　　　　　，・　　　　　　　　　　　　　　　o■巳9－　　　　　　　　　　　　　　1噸■9臼9　　　　　　　　　　　　　　・■lo”●　　　　　　　　　　　　　”19』　　　　　　　　　　　　　■■臼．B■　　　　　　　　　　　　，”巳　　　　　　　　　　　　ogl　　　　　　　　　　　　巳●　　　　　　　　　　　”1　　　　　　　　　　　■■1■　　　　　　　　　　”1■．　　　　　　　　　　，，1，　　　　　　　　　　”駒恥　　　　　　　　　1●■■●■　　　　　　　　●●■一1一　　　　　　　■■巳■”閣　　　　　　　●・loじ　　　　　　監．一II一　　　　　一■●■”1　　　　　一．巳1■　　　　6gooo・　　　　一．●■”1　　　■．1●一　　　〇，o・　　”1覧■　　魎■一．〇一　昼■■1”1恥

優
勝
は
室
野
パ
ラ
ダ
イ
ス

　
　
　
　
　
　
第
四
回
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

　
第
四
回
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
が
、

十
月
十
四
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
あ
い
に
く
の
雨
の
中
で
、
長
ぐ
つ

を
は
い
て
の
熱
戦
で
し
た
。

　
十
三
チ
ー
ム
の
頂
点
は
、
過
去
に

も
優
勝
経
験
を
も
つ
、
室
野
パ
ラ
ダ

イ
ス
チ
ー
ム
で
、
攻
守
に
は
定
評
が

あ
り
ま
す
。

　
来
年
は
、
新
装
な
っ
た
町
の
グ
ラ

ン
ド
で
試
合
が
出
来
ま
す
の
で
、
多

く
の
チ
ー
ム
の
参
加
を
希
望
し
ま
す
。

優
勝
　
室
野
パ
ラ
ダ
イ
ス

ニ
位
　
浦
町
ジ
ャ
イ
ア
ン
ツ

三
位
　
南
部
ラ
イ
オ
ン
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ラ
ブ

黙
鱗

『
ま
雛
羅

　
　
　
　
　
　
搬
　
タ
”

　
　
　
　
　
　
　
　
べ

　
　
　
　
　
　
、
鷲
，
－
－
く

　
　
　
　
　
　
　
犠
』
糖

　
　
　
　
　
　
　
メ
　
ノ
　
　
サ

　
　
　
　
　
　
　
・
ぼ
、
敵

　
　
　
　
　
　
　
幅
田
都

　
　
　
　
　
　
　
・
い
雛

　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
　
　
　
　
　
　
　
・
。
？
稿

　
　
　
　
　
　
　
　
入
講
．

　
　
　
　
　
撫
　
の
慧

　
　
　
　
　
　
　
　
ン
臨

　
　
　
　
　
　
　
　
轍
、

　
　
　
　
　
　
　
味
貼
－

　
　
　
　
　
　
　
．
響
懸

　
　
　
　
灘
噛
泪

　
　
　
　
　
　
・
．
灘

◆◆・◇→◆く図レ◆く一◆一●◆一 　
“
　
　
”
　
　
「
優
秀
な
人
材
を
ゴ
ボ

　
…
き
…
ウ
抜
き
に
す
る
」
と
か
「
座

　
…
抜
…
り
込
み
の
デ
モ
隊
が
天

　
…
ウ
…

　
・
　
　
・
一
人
ゴ
ボ
ウ
抜
き
に
さ
れ

　
…
ボ
…

　
τ
　
　
”
た
」
な
ど
と
い
い
ま
す
。

　
”
コ
”
　
　
　
、

　
．
　
　
．
　
こ
の
ゴ
ボ
ウ
（
牛
募
）

　
は
独
特
の
風
味
と
歯
ご
た
え
が
あ
っ

　
て
、
和
風
料
理
に
は
欠
か
せ
な
い
野

　
菜
。
中
国
、
シ
ベ
リ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ

　
パ
に
も
自
生
し
ま
す
が
、
食
用
と
し

　
て
好
ん
で
口
に
す
る
の
は
日
本
人
だ

　
け
だ
そ
う
で
す
。

　
　
種
を
ま
く
の
は
春
で
す
が
、
根
が

　
一
メ
ー
ト
ル
以
上
に
も
な
る
の
は
十

　
月
ご
ろ
。
「
牛
募
引
く
」
「
牛
芽
掘
る
」

　
は
、
俳
句
で
は
秋
の
季
語
に
な
っ
て

　
い
ま
す
．

　
　
村
上
鬼
城
の
句
に
「
牛
募
引
く
や

　
ほ
き
り
と
折
れ
て
山
に
ひ
び
く
」
と

　
あ
る
よ
う
に
、
う
ま
く
や
ら
な
い
と

　
折
れ
が
ち
。
牛
勢
引
き
に
は
熟
練
が

　
必
要
で
す
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ

　
　
た
い
て
い
牛
募
取
り
用
の
長
い
鍬

　
で
、
周
り
を
深
く
掘
っ
て
か
ら
引
き

　
抜
き
ま
す
。
高
浜
虚
子
の
句
「
牛
募

　
掘
る
黒
土
鍬
に
へ
ば
り
つ
く
」
と
い

　
っ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　
　
「
ゴ
ボ
ウ
抜
き
に
す
る
」
と
い
う

　
表
現
に
は
、
な
か
な
か
引
き
抜
け
な

　
い
も
の
を
一
つ
ず
つ
、
一
気
に
抜
い

　
て
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
り
ま
す
が
、

　
実
感
を
知
っ
て
使
え
る
人
は
、
少
な

　
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

崩崩崩
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争

態 　
　
ノ

　
鞍

　
、
篇

巻
樹
欝

、
、

㌧
瞬

鞠
騰

　
．
曝

　
％

驚

　
　
鶴
　
　
つ
4

㌧
、
．
、
、
豫
・
ハ
！

　
　
　
　
畿
嫉

　
　
　
侮
　
（

　
　
　
　
　
　
ゑ

、
　
鞍
．
！

　
　
　
憾
　
　
ず
縁

　
　
　
惚
翼
・
・
鶏

　
　
　
　
　
　
　
　
薦
』
、

・
　
　
㌔

　
　
ミ
塵
．

．
・
驚
　
触

　
　
　
　
　
　
　
A
饗

　
　
　
ぎ
　
％

　
　
鰯
、
繁

、
，
餐
、

　
晦

　
　
　
　
．
飽
鯉
．
ヂ
　
　
　
　
ぎ

騨
！
、

醗
沸
，

蟹轟

謎．鳳β碑鰐　　A備灘・ノ　 F奪

　
福
島
部
落
は
何
と
い
っ
て
も
先
ず

恵
ま
れ
た
地
形
の
良
さ
で
あ
ろ
う
。

中
央
を
県
道
月
池
・
松
代
線
が
通
り
、

冬
期
間
も
完
全
除
雪
さ
れ
、
交
通
の

不
便
さ
は
全
く
感
じ
ら
れ
な
い
。
道

路
に
平
行
し
て
、
一
級
河
川
渋
海
川

　
　
　
　
　
　
　
ひ
ジ
ノ

が
流
れ
、
そ
こ
に
拓
け
た
盆
地
に
福

島
村
は
静
か
な
な
た
ず
ま
い
を
見
せ

て
い
る
。
現
在
三
十
三
戸
、
町
内
三

十
九
部
落
の
う
ち
、
人
口
、
世
帯
数

共
に
十
三
、
四
番
目
あ
た
り
に
位
置

し
て
い
ま
す
。
村
の
東
西
を
結
ぶ
福

島
橋
の
架
替
、
林
道
開
さ
く
工
事
、

部
落
内
道
路
の
舗
装
工
事
、
そ
し
て

今
年
水
田
の
圃
場
整
備
事
業
が
見
事

に
完
成
さ
れ
ま
し
た
。

　
福
島
村
の
史
的
位
置
を
示
す
と
す

れ
ば
、
中
世
以
前
は
不
評
で
あ
る
が

上
杉
氏
、
堀
氏
の
時
代
を
経
て
松
平

忠
輝
の
高
田
藩
主
時
代
に
は
十
郷
の

内
の
一
つ
、
松
之
山
郷
に
属
し
、
天

和
以
降
こ
の
松
之
山
郷
北
組
三
十
一

ヶ
村
の
一
つ
で
あ
り
ま
し
た
。
福
島

村
の
名
が
始
め
て
出
て
く
る
史
料
と

し
て
は
、
俗
に
い
う
正
平
文
書
（
貞

治
二
年
）
に
郷
内
四
十
七
ヶ
村
と
共

に
福
島
村
は
、
源
左
エ
門
、
源
六
、

為
蔵
の
三
戸
の
名
前
が
出
て
く
る
他
、

天和検地時に、すでに高100石以上を有した福島村は中央を県道

と渋海川が流れ早くから開けたことを物語っている。

　
　
　
　
・
饗
臓
舞
凋
響
還
孫
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畿
愚
繋
撒
灘

ぞ
・
誉
脅
霧
・
疹
　
　
　
難
矯
藷
羅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
さ
ぎ
な
そ

　
　
泳
数
撚
熱
奪
勢
，
、
　
　
・
義
愛
釜
叢

　
　
　
裟

　
　
森
薯
竃
憲
　
　
酔
9
峯

　
　
　
嚢
ン
ゑ
盛
彗
露
気
奔
　
　
峯
・
罫
魔
鶏
髭

　
　
塗
肇
警
秦
　
　
　
も
盈

　
　
　
継
欝
鍵
轟
趣
糞
鵡
捧
議
・
勧

〈
葬
識
参

　
　
　
　
　
　
へ

　
ゑ
　
　
ず

　
野
遷
藝
櫓
　
卵
蚤
瀞
肱
憐

渉
峯誓

％

秦

　
譜
駄
繋
導
、
箏
毒
艶
翼
－
、
耀
蓼
－
、
筆

ヌ

葬
黛
響

　
　
　
　
ノ
　
ノ
ガ

　
謎
霧
騒
麟
動
議
躍
審
甕
饗

村
に
残
る
数
々
の
古
文
書
に
よ
っ
て

近
世
の
村
の
様
子
は
次
第
に
明
ら
か

に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
中
か
ら
少
し
拾
っ
て
見
る
と
、

天
和
三
年
の
い
わ
ゆ
る
天
和
の
検
地

帳
に
よ
れ
ば
、
当
時
高
持
百
姓
は
十

二
人
と
記
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
中

に
は
近
世
の
ほ
と
ん
ど
を
村
役
人
と

し
て
務
め
た
源
左
エ
門
、
六
兵
衛
、

治
郎
左
エ
門
、
そ
し
て
治
郎
助
等
の

名
前
も
見
ら
れ
ま
す
。
又
福
島
村
は

一
〇
二
石
七
斗
四
升
三
合
の
石
高
を

有
し
、
こ
れ
は
現
町
内
で
は
松
代
村

》
愚
華
、
薩
擁
糞
審

糎
・
多

曇
辱
　
　
㌻

　
も♪

　
導
蓬
蕊

毒
　
き
ゅ
き

竃
養
潮

の
一
三
五
石
、
室
野
村
の
二
一
七
石

に
次
ぐ
石
高
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
田
だ
け
で
八
町
六
畝
三
歩
を
有

し
て
い
た
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

現
在
の
福
島
部
落
の
圃
場
整
備
田
に

ほ
ぼ
匹
敵
す
る
面
積
で
あ
り
、
早
く

か
ら
開
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
昔
か
ら
、
水
有
る
処
に
人
有
り

と
云
わ
れ
ま
し
た
が
、
浦
田
の
深
山

を
源
流
と
す
る
渋
海
川
に
添
っ
て
田

畑
が
拓
か
れ
、
こ
の
川
の
ほ
と
り
の

村
が
、
隣
村
松
之
山
町
も
含
め
、
い

ず
れ
も
当
時
か
ら
高
い
石
数
を
有
し

　
　
　
　
　
9
べ
ー
ジ
ヘ
つ
づ
く
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8
ペ
ー
ジ
よ
り

て
い
た
こ
と
で
も
充
分
う
な
ず
け
る

こ
と
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
昔
か
ら
河

川
の
氾
濫
や
災
害
に
も
苦
し
め
ら
れ
、

又
用
水
の
維
持
管
理
に
は
大
変
な
苦

労
が
有
っ
た
事
は
古
文
書
に
も
伺
わ

れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
安
永
九
年
の
福

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
い
せ

島
村
明
細
帳
に
よ
れ
ば
、
株
を
二
重

　
　
　
　
　
か
わ
せ
ぎ
　
　
　
　

に
し
た
用
水
江
堰
が
拾
三
ヶ
所
も
あ

　
　
　
　
ぶ
　
し
ん

り
、
御
用
普
請
所
と
し
て
当
時
か
ら

公
費
で
賄
う
等
重
要
視
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
往

古
よ
り
現
在
に
迄
引
き
継
が
れ
、
福

島
奈
良
立
を
含
む
用
水
勘
定
は
村
の

重
要
な
行
政
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま

す
。
有
名
な
天
明
の
飢
饅
の
時
は
福

島
村
も
他
聞
に
も
れ
ず
、
天
明
三
卯

年
の
年
貢
割
付
状
で
は
高
一
〇
二
石

の
内
、
田
ん
ぼ
だ
け
で
実
に
四
十
五

石
分
が
災
害
と
虫
害
、
青
立
等
で
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
め
ん

穫
皆
無
と
な
り
、
始
め
て
破
免
（
年

貢
率
の
切
下
げ
）
が
許
可
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
そ
れ
以
外
は
、
早
く

か
ら
開
け
た
為
そ
の
後
の
新
田
検
地

は
あ
ま
り
増
え
ず
、
約
百
年
後
各
村

々
が
大
巾
に
石
数
を
増
や
し
た
安
永

地
検
に
お
い
て
も
、
三
十
石
余
り
増

え
た
だ
け
で
、
近
世
の
終
り
に
至
る

迄
、
ほ
ぼ
安
定
し
た
行
政
が
続
い
た

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　
さ
て
村
の
紹
介
と
い
っ
て
も
過
去

の
歴
史
だ
け
を
辿
っ
て
い
る
だ
け
で

は
生
き
て
行
け
ま
せ
ん
。
現
在
の
村

の
状
況
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
見
ま

す
。
行
政
上
の
特
徴
と
し
て
は
、
小

部
落
で
は
あ
り
ま
す
が
、
村
を
リ
ー

ド
す
る
役
員
は
他
部
落
の
よ
う
に
順

番
交
代
制
は
と
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し

か
も
任
期
も
一
年
で
は
な
く
、
一
期

二
年
間
と
し
、
任
期
中
に
充
分
自
分

の
手
が
け
た
仕
事
に
熱
中
し
、
あ
る

程
度
完
成
出
来
る
態
勢
が
と
ら
れ
て

い
ま
す
。
順
番
制
で
一
年
間
が
過
ぎ

る
の
を
待
っ
て
い
る
よ
う
で
は
じ
っ

く
町
計
画
す
る
こ
と
も
出
来
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
制
度
の
も
と
、
現
区
長

を
始
め
関
係
者
の
あ
せ
ら
ず
、
息
の

長
い
一
歩
一
歩
の
努
力
が
み
の
っ
て
、

困
難
な
不
在
地
主
を
説
得
し
、
村
と

し
て
は
奇
蹟
に
値
す
る
広
範
囲
な
圃

場
整
備
が
完
成
さ
れ
ま
し
た
。
圃
場

田
は
村
の
全
耕
作
面
積
の
六
割
近
く

を
占
め
、
こ
れ
ら
は
全
て
県
道
に
隣

接
、
も
し
く
は
目
の
届
く
と
こ
ろ
ば

か
り
で
す
。
こ
れ
は
部
落
に
と
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
こ

こ
れ
か
ら
先
、
永
久
に
遺
る
貴
重
な

財
産
と
云
え
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
生

産
基
盤
を
も
と
に
し
て
、
今
年
か
ら

よ
う
や
く
生
産
組
合
も
設
立
さ
れ
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
五
反

百
姓
と
云
わ
れ
た
小
部
落
で
、
経
済

効
果
の
点
は
ど
れ
一
つ
と
っ
て
見
て

も
難
問
だ
ら
け
の
中
で
、
こ
の
こ
と

は
こ
れ
か
ら
の
福
島
村
の
将
来
を
占

う
一
つ
の
カ
ケ
で
あ
る
と
も
云
え
ま

し
よ
う
。

　
一
方
違
っ
た
角
度
か
ら
部
落
を
眺

め
る
時
に
、
人
間
味
豊
か
な
人
材
が

揃
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
日

報
誌
上
に
も
度
々
掲
載
さ
れ
、
山
野

の
草
花
等
植
物
の
研
究
で
有
名
な
高

橋
八
十
八
氏
、
停
年
後
は
他
の
役
職

に
は
振
り
向
き
も
せ
ず
、
書
道
に
親

し
み
書
道
教
室
を
開
い
て
地
域
文
化

の
向
上
に
貢
献
し
て
い
る
西
潟
平
司

氏
、
キ
ノ
コ
の
研
究
を
始
め
、
大
人
、

子
供
を
問
わ
ず
地
域
活
動
に
も
熱
心

な
美
濃
和
英
氏
、
更
に
は
老
人
相
談

員
等
永
年
福
祉
行
政
に
た
ず
さ
わ
る

か
た
わ
ら
、
見
事
な
石
の
コ
レ
ク
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う

ヨ
ン
で
知
ら
れ
る
西
潟
福
平
氏
、
蜀

ま
る鶏

を
飼
育
し
、
上
越
地
区
日
本
蜀
鶏

品
評
会
の
審
査
員
も
務
め
た
西
潟
長

平
氏
等
々
で
あ
る
。
商
工
業
の
発
展

や
経
済
圏
に
は
、
さ
か
さ
に
な
っ
て

も
追
い
つ
く
筈
が
な
い
過
疎
地
に
と

っ
て
、
少
な
く
共
最
低
基
盤
を
確
保

し
た
上
で
、
自
然
と
共
に
文
化
を
生

か
し
た
地
域
に
育
て
る
こ
と
が
高
齢

化
社
会
に
対
応
出
来
る
途
の
一
つ
か

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
さ
く

　
福
島
村
が
少
し
で
も
将
来
を
模
索

す
る
と
す
れ
ば
、
圃
場
整
備
に
よ
り

独
立
し
た
兼
業
農
家
を
、
最
底
十
五

程
度
は
確
保
出
来
る
基
盤
は
出
来
上

り
つ
つ
あ
り
、
渋
海
川
と
阿
寺
川
（
町

水
道
の
水
源
地
）
の
豊
富
な
水
資
源
、

そ
し
て
町
有
林
を
抱
え
た
林
道
を
主

軸
と
す
る
自
然
環
境
の
開
発
等
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
概
観
や
形
式
よ
り
も
、

先
ず
地
盤
を
固
め
て
、
と
い
う
こ
と

で
道
路
や
圃
場
整
備
等
投
資
的
な
事

業
を
先
に
や
り
、
あ
と
廻
し
に
し
て

き
た
部
落
集
会
所
の
建
設
が
来
年
約

束
さ
れ
る
中
で
、
先
に
述
べ
た
心
か

ら
村
を
愛
し
、
着
実
に
生
き
る
人
々

を
中
心
に
、
少
な
い
人
口
、
少
な
い

戸
数
で
あ
っ
て
も
生
き
甲
斐
の
あ
る

楽
し
い
文
化
的
な
部
落
を
目
ざ
し
て
、

福
島
村
は
こ
れ
か
ら
も
歩
み
続
け
る

こ
と
と
思
い
ま
す
。

一

　
1
0
月
4
日
の
選
挙
管
理
委
員
会
で

委
員
長
に
斉
藤
良
二
氏
（
田
野
倉
）

委
員
長
代
理
に
高
橋
幸
平
氏
（
室
野
）

が
互
選
さ
れ
ま
し
た
。
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趨居
う

　　少
　　年
　　犯
つ罪
いに

て餐
欝

．査〉く代ま

灘藻
竈　．出＼

　灘　／　　 ／　　

　　ノ　、

　
少
年
非
行
は
、
現
在
に
お
い
て
も
、

依
然
と
し
て
、
戦
後
第
三
の
ピ
ー
ク

に
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
昭
和
二

十
六
年
の
第
一
の
ピ
ー
ク
、
昭
和
三

十
九
年
の
第
二
の
ピ
ー
ク
を
は
る
か

に
凌
い
で
大
き
な
山
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　
こ
の
よ
う
な
量
的
増
加
に
加
え
て
、

最
近
の
少
年
犯
罪
の
全
国
的
特
徴
傾

向
は
、
○
小
中
学
校
低
学
年
に
よ
る

犯
罪
の
増
加
（
低
年
齢
化
）

　
○
万
引
、
乗
物
盗
等
、
本
格
的
な

犯
罪
に
深
化
す
る
危
険
性
の
あ
る
非

行
の
増
加
（
初
発
型
非
行
）

　
○
少
女
に
よ
る
、
性
犯
罪
の
増
加

（
道
徳
の
頽
廃
）
○
集
団
的
粗
暴
犯

罪
の
増
加
（
凶
悪
化
）
等
と
い
わ
れ

て
お
り
、
そ
の
背
後
に
は
、

o
少
年
自
身
の
規
範
意
識
や
忍
耐
心

の
欠
如
。
家
庭
に
お
け
る
教
育
的
機

能
の
低
下
、
地
域
社
会
の
連
帯
感
の

稀
薄
化
が
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
と
り
わ
け
昨
今
の
少
年
を

取
り
巻
く
社
会
環
境
の
悪
化
が
大
き

な
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
見
逃

せ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
す
な
わ
ち
、
社
会
の
享
楽
的
な
風

潮
を
背
景
に
、
盛
り
場
で
は
性
を
売

り
物
に
し
た
産
業
や
、
少
年
の
た
ま

り
場
と
な
る
亭
楽
的
施
設
の
増
加
、

い
た
ず
ら
に
少
年
の
性
的
好
奇
心
を

そ
そ
る
有
害
な
出
版
物
、
映
画
、
広

告
物
の
は
ん
濫
等
は
、
少
年
自
身
に

大
き
な
影
響
を
与
え
て
お
り
ま
す
。

　
私
は
、
当
松
代
町
に
赴
任
し
て
以

来
一
年
半
勤
務
し
て
い
ま
す
が
、
当

町
の
少
年
非
行
の
現
状
は
、
全
国
的

な
特
徴
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
お

り
ま
せ
ん
。
本
年
に
入
り
、
松
代
町

の
少
年
が
警
察
に
補
導
さ
れ
た
主
な

も
の
は
、
窃
盗
、
喫
煙
、
深
夜
俳
徊

等
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
当
町
の
非
行
の
数
的

な
も
の
や
特
徴
な
ど
を
、
都
市
部
の

少
年
非
行
と
比
較
し
て
も
当
町
の
非

行
問
題
は
軽
症
の
方
だ
と
思
わ
れ
ま

す
。
こ
れ
は
、
都
市
部
と
比
較
し
て
、

非
行
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
、
少
年

を
取
り
巻
く
環
境
が
比
較
的
良
い
こ

と
と
、
地
域
社
会
の
連
帯
感
が
強
く
、

少
年
の
社
会
参
加
活
動
等
を
積
極
的

に
行
い
皆
ん
な
で
非
行
防
止
活
動
を

推
進
し
て
お
り
こ
れ
が
少
年
非
行
の

歯
止
め
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
思
い

ま
す
。

　
し
か
し
、
都
市
部
に
比
べ
、
非
行

が
ま
だ
軽
い
と
か
、
「
松
代
町
の
少
年

に
限
っ
て
…
…
」
と
安
心
し
て
は
い

ら
れ
ま
せ
ん
。
当
町
も
年
々
国
道
の

整
備
が
進
み
、
将
来
は
鉄
道
も
開
通

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
少
年

達
が
気
軽
る
に
バ
イ
ク
や
列
車
を
利

用
し
、
十
日
町
市
や
上
越
市
方
面
に

出
か
け
る
機
会
も
多
く
な
る
と
思
わ

れ
ま
す
。
現
に
今
で
も
、
休
日
に
な

る
と
十
日
町
市
内
で
当
町
の
少
年
達

の
バ
イ
ク
乗
り
が
目
に
付
く
と
い
う

声
も
聞
か
れ
ま
す
。
更
に
町
に
は
、

タ
バ
コ
、
酒
類
の
自
動
販
売
機
が
置

か
れ
、
少
年
達
が
求
め
よ
う
と
す
れ

ば
自
由
に
い
つ
で
も
求
め
ら
れ
る
環

境
に
あ
り
、
次
第
に
少
年
を
取
り
巻

く
環
境
も
変
化
し
て
き
て
お
り
ま
す
。

や
が
て
は
大
都
市
で
起
こ
っ
て
い
る

よ
う
な
少
年
犯
罪
が
、
当
町
で
も
起

り
得
る
も
の
と
危
惧
さ
れ
ま
す
。

　
今
か
ら
少
年
非
行
防
止
に
強
い
関

心
を
示
し
、
全
町
民
の
力
を
結
集
し

て
良
い
環
境
づ
く
り
に
努
力
、
松
代

町
の
将
来
を
担
う
少
年
達
を
非
行
か

ら
守
る
よ
う
御
尽
力
く
だ
さ
る
よ
う

お
願
い
致
し
ま
す
。

「
細
鰯
雛
繍
講
鱗
綴
鱗
燐
欝

た
ち
の
冬
眠
シ
ー
ズ
ン
で
す
。

　
冬
を
寝
て
過
ご
す
動
物
と
い

え
ば
カ
エ
ル
、
リ
ス
、
ク
マ
な

ど
い
ろ
い
ろ
い
ま
す
．
と
こ
ろ
。

が
ひ
と
く
ち
に
冬
眠
と
い
っ
て

も
、
眠
り
か
た
の
程
度
な
ど
に

よ
っ
て
カ
エ
ル
型
、
コ
ウ
モ
リ

型
、
ク
マ
型
の
三
つ
の
タ
イ
プ

に
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

一一一一
　敷型　 り刺り
　ひはクま激き
…　ま’マすでづ
　す体’o目力　｝　　　　、＿　　　　 し　　　　　　　　　　　、

　
カ
エ
ル
型
は
カ
エ
ル
、
ヘ
ビ
、

カ
メ
な
ど
冷
血
動
物
に
み

ら
れ
る
冬
眠
で
、
気
温
が

下
が
る
と
体
温
も
低
下
し

活
動
し
な
く
な
り
ま
す
。

一
度
冬
眠
に
入
る
と
、
気

温
が
一
定
の
高
さ
に
な
ら

な
い
限
り
、
ど
ん
な
刺
激

を
与
え
て
も
目
を
覚
ま
し

ま
せ
ん
．

　
コ
ウ
モ
リ
型
は
ヤ
マ
ネ
（
ネ

ズ
ミ
に
似
た
小
さ
な
動
物
）
、

シ
マ
リ
ス
な
ど
の
温
血
動
物
に

み
ら
れ
る
冬
眠
で
、
冬
眠
中
は

体
温
が
下
が
り
、
呼
吸
数
も
減

り
ま
す
が
、
物
音
や
光
な
ど
の

刺
激
で
目
を
覚
ま
す
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

　
ク
マ
、
タ
ヌ
キ
な
ど
の
ク
マ

型
は
、
体
温
は
下
が
ら
ず
、
刺

　
レ

激
に
は
す
ぐ
反
応
し
ま
す
。
人

眠久
、

と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。

　
人
間
は
冬
眠
し
ま
せ
ん
が
、

「
冬
ご
も
り
」
と
い
う
言
葉
が

俳
句
の
季
語
に
あ
り
ま
す
。
窓

に
目
張
り
を
し
、
家
の
周
り
を

雪
囲
い
で
覆
い
、
家
族
が
囲
炉

裏
端
に
集
ま
っ
て
雪
深
い
冬
を

過
ご
す
　
　
　
雪
国
な
ら
で
は

の
冬
の
生
活
風
景
で
す
が
、
最

近
は
家
の
構
造
も
変
わ
り
、
暖

　
　
房
も
よ
く
効
く
よ
う
に
な

　
　
り
、
冬
ご
も
り
と
い
う
感

　
　
じ
は
な
く
な
っ
て
い
る
よ

　
　
う
で
す
。
し
か
し
、
冬
と

　
　
い
う
言
葉
は
、
雪
国
な
ら

　
　
ず
と
も
身
が
引
き
締
ま
る

　
　
思
い
が
し
ま
す
。
冬
眠
を

　
　
し
な
い
人
間
が
冬
を
過
ご

す
と
き
、
ど
う
し
て
も
火
が
恋

し
く
な
り
ま
す
。
冬
を
暖
か
く

過
ご
す
た
め
に
、
身
も
心
も
引

き
締
め
て
火
の
元
に
は
十
分
注

意
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
’
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ド
コ

　
　
　
　
　
　
　
、
・
r
・
、
弓

　
　
　
　
　
　
ご
　
　
　
コ
　
プ
　
モ

　
　
　
　
　
　
こ
冬
戸
ヌ

　
　
　
　
　
　
一
』
？
ノ
一

　
　
庭

　
　
　
　
　
　
’
r
〉
、
、
噺

　
　
　
　
　
　
／
o
－

　
　
　
δ
’
　
　
　
，
・
杁

鯉灘朧礎騨滞一卿励灘卿卿

薯
藝
奪
婁
…
・
韓
毒
毒
・
ミ
奪
奪
・
…
毒
馨
奪
毒
華
、
≒
毒
』
毒
鉱
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見なれるものを持っている

　
子
ど
も
が
ふ
だ
ん
見
な
れ
な
い
も

の
を
持
っ
て
い
た
ら
「
あ
ら
、
い
い

も
の
持
っ
て
い
る
わ
ね
。
ど
う
し
た

の
？
」
と
聞
い
て
く
だ
さ
い
。
い
つ
、

ど
こ
で
、
だ
れ
に
「
も
ら
っ
た
の
か
」

「
借
り
た
の
か
」
そ
れ
と
も
「
拾
っ

た
の
か
」
を
確
か
め
る
こ
と
は
親
と

し
て
の
当
然
の
義
務
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
「
自
分
を
信
用
し
な
い
の
か
」

と
わ
が
子
が
不
満
な
顔
を
す
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
い
い
意
味
で
の
監

督
の
目
は
必
要
な
の
で
す
。

　
「
も
ら
っ
た
り
借
り
た
り
し
た
の

な
ら
、
お
母
さ
ん
か
ら
も
お
礼
を
言

わ
な
く
て
は
い
け
な
い
し
、
拾
っ
た

の
な
ら
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

し
ょ
う
」
と
、
子
供
の
目
を
見
な
が

ら
尋
ね
れ
ば
、
言
っ
て
い
る
こ
と
が

本
当
か
ど
う
か
母
親
の
直
感
で
見
分

け
ら
れ
る
は
ず
で
す
。

■
幼
児
期
の
し
つ
け
が
善
悪
の
区
別

を
つ
け
さ
せ
る
ー

　
子
供
が
万
引
を
す
る
原
因
は
、
さ

ま
ざ
ま
で
す
。
例
え
ば
、
万
引
し
た

品
物
を
、
何
日
か
し
て
か
ら
、
ま
た

元
の
所
へ
返
し
に
行
く
ー
こ
れ
な

ど
は
ゲ
ー
ム
感
覚
と
で
も
い
う
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
ほ
か
、
興
味
本
位

（
好
奇
心
）
、
仲
間
が
や
る
か
ら
、
ス

リ
ル
を
求
め
て
、
む
し
ゃ
く
し
ゃ
す

る
か
ら
と
い
う
欲
求
不
満
解
消
型
な

ど
、
万
引
の
心
理
は
い
ろ
い
ろ
で
す
。

　
一
方
、
万
引
で
補
導
さ
れ
た
子
供

た
ち
に
共
通
し
て
言
え
る
の
は
、
そ

の
多
く
が
罪
の
意
識
が
ほ
と
ん
ど
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
「
店
の
人
に
見
つ
か
っ
た
の
は
運

が
悪
か
っ
た
ん
だ
。
も
っ
と
も
オ
レ

の
盗
み
方
も
う
ま
く
な
か
っ
た
が
、

ま
あ
仕
方
が
な
い
と
あ
き
ら
め
て
い

る
。
け
ど
仲
間
に
ド
ジ
っ
て
言
わ
れ

る
の
は
頭
に
く
る
な
」

　
こ
れ
は
、
あ
る
補
導
例
で
す
が
、

遊
び
心
は
あ
っ
て
も
万
引
が
悪
い
と

い
う
気
持
ち
は
少
し
も
な
い
よ
う
で

す
。
ど
う
し
て
子
供
た
ち
に
罪
の
意

識
が
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、

幼
児
期
や
児
童
期
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

ら
の
時
期
に
い
ろ
い
ろ
な
遊
び
を
通

じ
て
、
し
て
い
い
こ
と
と
悪
い
こ
と

の
区
別
を
知
り
、
し
て
は
い
け
な
い

こ
と
を
す
る
の
は
許
さ
れ
な
い
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
し
つ
け
を
十
分
に
受
け
た
か
ど
う

か
が
問
題
で
す
．

　
こ
の
善
悪
の
区
別
が
十
分
に
分
か

っ
て
い
な
い
と
、
思
春
期
を
迎
え
て

も
頭
は
幼
児
の
ま
ま
で
、
子
供
の
こ

ろ
と
同
じ
遊
び
を
し
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
、
失
敗
後
も
罪
の
意
識
は

生
ま
れ
ま
せ
ん
．

■
事
の
重
大
さ
を
分
か
ら
せ
る
ー

　
万
引
を
し
た
と
分
か
っ
た
と
き
は
、

お
母
さ
ん
は
、
い
か
に
そ
の
事
を
重

大
に
受
け
と
め
て
い
る
か
を
子
供
に

感
じ
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
事
な
か
れ

主
義
で
ウ
ヤ
ム
ヤ
に
し
て
し
ま
っ
た

り
、
世
間
体
が
よ
く
な
い
か
ら
と
注

意
す
る
だ
け
で
済
ま
し
て
し
ま
う
の

が
最
も
危
険
な
解
決
方
法
で
す
。
大

事
な
こ
と
は
、
万
引
が
い
か
に
悪
い

こ
と
で
あ
る
か
を
分
か
ら
せ
、
二
度

と
同
じ
誤
ち
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
す

る
こ
と
で
す
．

　
一
つ
の
事
後
解
決
法
と
し
て
は
、

つ
ら
い
こ
と
で
す
が
、
盗
ん
だ
品
物

を
持
っ
て
、
親
子
二
人
で
返
し
に
行

き
、
謝
罪
す
る
、
行
う
な
ら
ば
母
も

子
も
”
恥
”
を
か
く
こ
と
で
す
。
軽

い
気
持
ち
で
い
た
子
供
も
事
の
重
大

さ
に
気
づ
く
と
同
時
に
、
親
の
真
剣

な
態
度
に
圧
倒
さ
れ
つ
つ
“
お
ふ
く

ろ
に
恥
を
か
か
せ
て
し
ま
っ
た
”
と

い
う
思
い
が
、
深
く
胸
に
刻
ま
れ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
気

持
ち
が
、
も
う
二
度
と
す
ま
い
と
い

う
決
意
を
子
供
に
さ
せ
る
の
で
す
。

　
そ
し
て
、
以
後
、
こ
の
問
題
に
は

触
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
す
が
、
そ
の

日
か
ら
1
年
目
の
前
日
つ
ま
り
三
百

六
十
四
日
目
に
な
っ
た
ら
「
あ
し
た

は
何
の
日
？
」
と
聞
い
て
く
だ
さ
い
。

子
供
は
忘
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。
「
あ

な
た
に
と
っ
て
一
番
つ
ら
い
日
な
の

よ
ね
。
思
い
出
し
た
く
な
い
こ
と
で

し
ょ
う
か
ら
、
今
日
を
最
後
に
し
ま

す
け
ど
…
…
」
と
、
あ
え
て
ひ
と
こ

と
子
供
に
念
を
押
す
の
も
よ
い
で
し

ょ
う
。気

象
よ
も
や
ま
話
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

寒
冷
前
線

　
　
　
　
　
　
万
羽
卓
司

　
秋
の
雨
は
ザ
ァ
ー
ッ
と
降
っ
て
は

止
み
、
ま
た
強
く
降
っ
た
り
弱
く
な

っ
た
り
す
る
。
秋
森
と
言
っ
た
り
、

時
雨
（
し
ぐ
れ
）
と
言
っ
た
り
、
古

細線り説ヲ咽

　　　　　（厳の強制堺）

　　　　　　　殺
　　　　　　　し
　　　　　　　　　　　　Ω1
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￥

人
は
ま
こ
と
に
う
ま
い
言
葉
を
も
っ

て
い
た
。
こ
の
雨
は
専
門
的
に
は
寒

冷
前
線
型
の
降
り
方
だ
と
言
っ
て
い

る
。

　
寒
冷
前
線
と
は
、
暖
気
団
の
滞
留

す
る
と
こ
ろ
に
寒
気
団
が
突
っ
こ
ん

で
く
る
と
き
で
き
る
境
界
線
の
こ
と

を
言
い
、
こ
の
と
き
寒
気
は
下
方
に

も
ぐ
り
こ
も
う
と
す
る
。
暖
気
は
い

や
お
う
な
し
に
上
空
に
押
し
上
げ
ら

れ
、
厚
い
積
乱
雲
が
発
生
し
て
く
る
。

雲
と
雲
の
間
に
は
隙
間
が
あ
っ
て
、

　
　
　
　
そ
う

い
わ
ゆ
る
駅
雨
性
の
雨
が
降
る
よ
う

に
な
る
。
そ
し
て
暖
気
を
追
い
払
う

と
気
温
が
下
が
る
。
寒
気
が
弱
る
と

南
方
か
ら
暖
気
が
入
っ
て
き
て
滞
留

す
る
。
次
は
ま
た
大
陸
か
ら
寒
気
が

進
入
す
る
と
い
う
よ
う
に
繰
り
返
え

さ
れ
な
が
ら
秋
は
深
ま
る
。

　
寒
冷
前
線
付
近
の
上
空
で
は
、
地

上
の
前
線
の
位
置
よ
り
も
何
百
キ
ロ

も
離
れ
て
寒
暖
両
気
流
の
境
界
面
が

あ
っ
て
、
そ
の
付
近
で
は
気
流
の
乱

れ
が
は
げ
し
く
、
航
空
機
が
思
い
が

け
な
い
場
所
で
こ
の
乱
気
流
に
あ
お

ら
れ
て
空
中
分
解
や
、
失
速
墜
落
な

ど
の
事
故
に
遭
う
こ
と
が
あ
る
。

　
寒
冷
前
線
付
近
で
は
、
雷
雲
が
発

生
し
て
強
い
雷
を
生
ず
る
こ
と
が
あ

る
。
夏
の
前
線
で
も
電
（
ヒ
ョ
ウ
）

の
降
る
こ
と
が
あ
る
が
、
秋
の
終
り

頃
に
は
霰
（
ア
ラ
レ
）
も
降
り
、
い

よ
い
よ
冬
の
到
来
を
告
げ
る
よ
う
に

な
る
。
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◎
保
険
証
の
正
し
い
取
り
扱
い
方

①
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
と
き
は
、

必
ず
保
険
証
を
提
出
し
て
下
さ
い
。

　
退
職
者
被
保
険
者
等
証
明
書
が
交

付
さ
れ
た
方
は
、
現
在
使
用
の
保
険

証
と
証
明
書
を
必
ず
提
出
し
て
下
さ

い
。

　
老
人
の
方
は
、
必
ず
保
険
証
と
健

康
手
帳
（
老
人
保
険
法
医
療
受
給
者

証
）
を
提
出
し
て
下
さ
い
。
こ
れ
は
、

健
康
手
帳
に
よ
っ
て
受
診
資
格
を
、

ま
た
保
険
証
に
よ
っ
て
ど
の
医
療
保

険
の
加
入
者
で
あ
る
か
を
明
か
に
す

す
た
め
で
す
．

②
資
格
が
な
く
な
っ
た
ら
返
え
す
。

人・《　　1（　介、芳
　一　8’・鮎しN』　　q《吻
　聴0・　　’爲

　　》　憾，
三ン．．．。・　摯
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他
市
町
村
へ
の
転
出
や
職
場
の
健

康
保
険
に
入
っ
た
と
き
は
、
た
だ
ち

に
国
保
の
係
に
返
し
て
下
さ
い
。
と

く
に
職
場
の
健
康
保
険
に
入
っ
た
方

は
新
し
い
職
場
の
保
険
証
と
印
か
ん

を
持
っ
て
早
め
に
国
保
の
窓
口
に
届

け
出
て
下
さ
い
。

　
国
保
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
の
に

届
け
出
が
お
く
れ
る
と
、
保
険
証
が

手
も
と
に
あ
る
た
め
、
う
っ
か
り
そ

れ
を
使
っ
て
診
療
を
受
け
る
人
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
と
き
は
、
国

保
で
負
担
し
た
医
療
費
（
か
か
っ
た

費
用
の
7
割
分
）
は
あ
と
で
返
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た

保
険
税
も
二
重
掛
け
と
な
り
ま
す
の

で
注
意
し
て
下
さ
い
。

◎
高
額
療
養
費
制
度
が
十
月
一
日
か

ら
変
わ
り
ま
し
た
。

　
ど
ん
な
場
合
に
支
給
さ
れ
る
か
。

①
自
己
負
担
が
五
万
一
千
円
以
上
の

場
合

　
医
療
費
の
自
己
負
担
額
が
、
一
人
、

一
ヵ
月
一
つ
の
病
院
、
診
療
所
に
つ

い
て
五
万
一
千
円
を
超
え
た
場
合
そ

の
超
え
た
分
は
国
保
が
負
担
し
ま
す
。

た
だ
し
低
所
得
者
（
住
民
税
非
課
税

遇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
羨
、
鉱

分
酒
”
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
灘
・

。
ー
亀

姥
誘

劫
翻
・
、

　
　
　
　
　
　
　
一
二
．
．
．
．
」
ヤ
U

世
帯
）
に
つ
い
て
は
三
万
円
で
す
。

②
月
に
自
己
負
担
三
万
円
以
上
が
二

回
以
上
の
場
合

　
同
一
月
、
同
一
世
帯
に
医
療
費
の

自
己
負
担
額
が
三
万
円
（
低
所
得
者

は
二
万
一
千
円
）
以
上
の
場
合
が
二

回
以
上
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
額
を
合

算
し
て
五
万
一
千
円
以
上
を
超
え
た

分
に
つ
い
て
国
保
が
負
担
し
ま
す
。

③
年
間
高
額
療
養
費
該
当
が
四
回
以

上
の
場
合

　
一
年
間
に
、
同
一
世
帯
に
対
し
、

限
度
額
い
っ
ぱ
い
の
高
額
療
養
費
の

支
給
が
四
回
以
上
あ
っ
た
場
合
に
、

四
回
以
降
か
ら
は
、
自
己
負
担
額
が

三
万
円
（
低
所
得
者
は
二
万
一
千
円
）

を
超
え
た
分
に
つ
い
て
は
国
保
が
負

担
し
ま
す
。

④
高
額
な
治
療
を
長
期
間
う
け
る
場

合　
療
養
に
要
す
る
期
間
が
著
し
く
長

く
、
か
つ
、
一
定
の
高
額
な
治
療
を

継
続
し
て
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

疾
病
と
し
て
厚
生
大
臣
が
定
め
る
も

の
（
血
友
病
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、

自
己
負
担
額
が
一
万
円
を
超
え
た
と

き
は
、
そ
の
超
え
た
分
は
国
保
が
負

担
し
ま
す
。

◎
自
己
負
担
額
計
算
の
基
準

①
暦
月
ご
と
に
計
算
、
た
と
え
ば
あ

る
月
の
十
五
日
か
ら
翌
月
の
十
五
日

ま
で
入
院
し
た
場
合
で
、
最
初
の
月

の
自
己
負
担
額
が
三
万
円
、
翌
月
が

三
万
円
、
合
計
で
六
万
円
を
自
己
負

担
し
た
場
合
で
も
、
高
額
療
養
費
は

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
同
一

月
内
に
い
っ
た
ん
退
院
し
て
、
ま
た

そ
こ
へ
再
入
院
し
た
よ
う
な
場
合
は
、

会
わ
せ
て
計
算
し
ま
す
。

②
病
院
・
診
療
所
ご
と
に
計
算
．

　
た
と
え
ば
、
甲
の
病
院
と
乙
の
病

院
へ
同
時
に
か
か
っ
て
い
て
、
自
己

負
担
分
と
し
て
、
甲
へ
十
万
円
、
乙

へ
二
万
円
支
払
っ
た
場
合
は
、
甲
に

つ
い
て
四
万
九
千
円
の
高
額
療
養
費

が
支
給
さ
れ
ま
す
が
、
乙
の
分
に
つ

い
て
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
三
万
円
以

上
、
た
と
え
ば
甲
へ
五
万
円
、
乙
へ

六
万
円
支
払
っ
た
場
合
に
は
、
甲
乙

を
合
算
し
た
額
か
ら
五
万
一
千
円
を

差
し
引
い
た
、
五
万
九
千
円
が
支
給

さ
れ
ま
す
。

③
歯
科
は
別

　
一
つ
の
病
院
・
診
療
所
に
内
科
な

ど
の
科
と
歯
科
が
あ
る
場
合
、
歯
科

は
別
の
病
院
ま
た
は
診
療
所
と
し
て

扱
い
ま
す
．

④
総
合
病
院

　
総
合
病
院
の
各
診
療
科
は
、
別
の

病
院
・
診
療
所
と
し
て
扱
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
総
合
病
院
の
入
院
患
者

が
他
の
科
の
診
療
を
受
け
た
と
き
は

合
算
。
（
そ
の
と
き
で
も
歯
科
は
別
）

⑤
入
院
と
通
院

　
一
つ
の
病
院
・
診
療
所
で
も
、
入

院
と
通
院
は
別
に
扱
い
、
合
算
し
ま

せ
ん
。

⑥
差
額
ベ
ッ
ト
や
付
添
い
看
護
料

　
保
険
診
療
の
対
象
と
な
ら
な
い
、

差
額
ベ
ッ
ト
や
付
添
い
看
護
料
、
ま

た
、
歯
料
の
差
額
徴
収
な
ど
は
、
こ

こ
で
い
う
自
己
負
担
に
入
り
ま
せ
ん

か
ら
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
1
3
ぺ
ー
ジ
ヘ
つ
づ
く
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ペ
ー
ジ
よ
り

健
康
家
庭
に
報
償

　
私
た
ち
が
、
い
つ
も
願
う
こ
と
、

そ
れ
は
家
族
み
ん
な
が
健
康
で
ゆ
た

か
な
生
活
を
お
く
る
こ
と
で
す
。

　
自
分
の
健
康
は
自
分
で
つ
く
る
と

言
れ
て
い
ま
す
。
自
分
の
健
康
状
態

を
正
し
く
把
握
し
健
康
づ
く
り
を
考

え
た
生
活
を
送
り
ま
し
ょ
う
。

　
今
年
も
つ
ぎ
の
方
々
が
国
保
の
医

療
無
給
付
世
帯
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

　
（
本
年
度
の
該
当
者
）

〇
五
年
以
上
医
療
の
給
付
を
受
け
な

か
っ
た
世
帯

　
小
堺
　
巴
　
　
室
野
　
安
　
堂

〇
三
年
以
上
医
療
の
給
付
を
受
け
な

か
っ
た
世
帯

　
関
谷
倉
蔵
　
　
松
代
　
辰
己
屋

　
関
谷
吉
蔵
　
　
千
年
　
孫
　
吉

　
寺
崎
秀
夫
　
　
桐
山
　
伴
　
年

　
石
田
勝
一
郎
新
宅
苧
島

〇
一
年
以
上
医
療
の
給
付
を
受
け
な

か
っ
た
世
帯
　
十
四
世
帯

○
報
償
要
件

一
、
薪
髭
驚

　
こ
の
調
べ
は
毎
年
三
月
三
十
一
日

現
在
で
調
査
い
た
し
ま
す
。

二
、
右
期
間
内
に
国
保
税
等
の
滞
納

金
が
な
い
者
で
医
療
の
給
付
を
受
け

た
こ
と
が
な
い
国
保
世
帯
に
対
し
て

予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
報
償
し
ま

す
。

◎
昭
和
58
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
決
算
が
9
月
2
6
日
に
町
議
会

　
に
承
認
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
重
要
部
分
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。

町国民健康保険特別会計決算の状況〕

　県支出金1，658千円
　財産収入　　93千円
　繰入金4，800千円
　繰越金272千円
　諸収入1，378千円
　　　計　8，201千円　保険給付費
　　　　　（1’9％）　　　　　　336，546千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（76．9％）

　　　　　　　　　　　　　縫織雛麟鞭襲

歳、『『難欝

燕纏，籔纏辮薦

〔昭和58年度松代

噸黙。＼
　　　　　（54．2％）

難籟繕卿礫

（26．7％）／

総務費13，762千円　　穫建
老人保険拠出金79，927千円　100・988千円

保健施設費　 796千円　　（23・1％）

基金積立金　　3千円

諸支出金6，500千円

二部負担響

匹糊，

給
与
所
得
控
除
額
が

　
　
　
　
　
　
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た

　
　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
給
料
や
ボ
ー
ナ

　
ス
に
は
所
得
税
や
住
民
税
が
か
か
り

　
ま
す
。
所
得
税
、
住
民
税
は
、
給
料

　
や
ボ
ー
ナ
ス
が
支
払
わ
れ
る
際
、
給

　
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
と
こ
ろ
で
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
は
、

　
必
要
経
費
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
な

　
ど
と
考
え
ら
れ
て
い
る
方
も
い
ま
す

　
が
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
も
必
要
経
費

　
な
ど
の
要
素
を
も
っ
て
い
る
「
給
与

　
所
得
控
除
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
控

　
除
は
、
勤
務
に
伴
う
必
要
経
費
な
ど

　
の
概
算
控
除
と
し
て
、
給
与
所
得
だ

　
け
に
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
事

敵
与
の
支
払
者
が
源
泉
徴
収
し
て
納
め

給与所得控除額表

業
所
得
の
必
要
経
費
な
ど
に
相
当
す

る
も
の
で
す
。
一
年
間
に
支
払
を
受

け
た
給
料
や
ボ
ー
ナ
ス
な
ど
の
収
入

金
額
の
合
計
額
か
ら
、
給
与
所
得
控

除
額
を
差
し
引
い
た
残
り
の
金
額
が

給
与
所
得
の
金
額
と
な
り
ま
す
。
こ

の
金
額
か
ら
、
扶
養
控
除
や
基
礎
控

除
な
ど
の
「
所
得
控
除
額
」
を
差
し

引
い
た
残
り
の
金
額
が
課
税
所
得
金

額
で
、
こ
れ
に
税
率
を
掛
け
て
税
金

を
算
出
し
ま
す
．

　
な
お
、
「
給
与
所
得
控
除
額
」
は
、

給
与
の
年
収
額
に
応
じ
て
、
次
表
の

と
お
り
改
正
さ
れ
、
最
低
控
除
額
が

五
七
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

給与の年収額 給与所得控除額

142万5，000円以下 57万円

142万5，000円超

　　　165万円以下
年収額×40％

165万円超

　　　330万円以下

年収額×30％

＋16万5，000円

330万円超

　　　600万円以下

年収額×20％

＋49万5，000円

600万円超

　　1，000万円以下

年収額×10％

＋IO9万5，000円

1，000万円超
年収額×5％

＋159万5，000円

詳しくは税務課へお尋ねください。
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安
全
運
転

…
⑪
シ
リ
ー
ズ
⑰
㎜

軸
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＝
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＝
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一
i
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璽
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4
…
一
4
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飲
酒
運
転
は
絶
対
に
し
な
い

　
息
子
の
飲
酒
運
転
を
折
か
ん
し
た

父
親
が
、
そ
の
翌
日
、
飲
酒
運
転
で

つ
か
ま
っ
た
と
い
う
、
わ
ら
え
な
い

事
実
が
あ
り
ま
す
。

　
飲
酒
運
転
の
危
険
性
に
つ
い
て
は

す
べ
て
の
人
が
知
っ
て
い
る
は
ず
で

す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
飲
酒
運

転
は
な
か
な
か
絶
え
ま
せ
ん
。

　
こ
の
原
因
は
「
少
し
ぐ
ら
い
だ
か

ら
」
、
「
ひ
と
休
み
し
た
か
ら
」
、
「
自

分
に
限
っ
て
」
な
ど
と
い
う
、
ド
ラ

イ
バ
ー
自
身
の
甘
い
認
識
と
自
覚
の

欠
如
が
ま
ず
指
摘
さ
れ
ま
す
。
ま
た

ド
ラ
イ
バ
ー
に
酒
類
を
提
供
し
た
り
、

あ
る
い
は
飲
酒
運
転
を
容
認
す
る
社

会
環
境
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
す
。

こ
れ
か
ら
何
か
と
お
酒
を
飲
む
機
会

が
多
く
な
り
ま
す
が
、
”
飲
ん
だ
ら
乗

ら
な
い
”
で
お
願
い
し
ま
す
。

’．●．．
　●の●
●9●●　　』●▲

姻乙

、》h9‘

＝

＼ 劣．，

　
そ
れ
で
は
ア
ル
コ
ー
ル
の
危
険
性

に
つ
い
て
探
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
ア
ル
コ
ー
ル
が
脳
の
機
能
を
低
下

さ
せ
、
運
転
の
面
で
判
断
力
や
自
制

血中アルコール濃度と事故の危険度表1

心
を
失
わ
せ
、
極
め
て
危
険
な
行
動

に
出
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
お

分
か
り
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
具
体

的
な
危
険
度
は
表
1
の
と
お
り
で
あ

り
ま
す
。

　
表
の
よ
う
に
「
し
ら
ふ
」
の
人
の

危
険
度
を
ー
と
し
た
場
合
、
お
酒
2

合
を
飲
ん
だ
人
の
場
合
は
死
亡
事
故

発
生
の
危
険
度
が
2
・
5
3
倍
と
な

り
、
6
合
の
場
合
は
1
6
倍
以
上
も
危

険
度
が
高
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
さ
ら
に
怖
い
の
は
、
表
2
の
よ
う

に
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
消
失
時
間
が
長

く
、
日
本
酒
3
合
で
は
8
時
間
も
ア

ル
コ
ー
ル
の
影
響
下
に
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
「
少
し
ぐ
ら
い
だ
か
ら
」
、

「
ひ
と
休
み
し
た
か
ら
」
は
、
こ
の

へ
ん
か
ら
も
理
由
に
な
り
ま
せ
ん
。

度険危の故事

故事損物

0
7
5
4
3
3
　
　
3
5
7
0
4
9
5
2
1
1

0
0
1
2
3
4
　
　
5
6
7
9
0
1
3
5
7
9

1
1
1
1
1
1
　
　
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

故事傷負

0
6
5
7
3
2
　
　
7
7
3
7
0
3
8
7
1
5

0
1
3
5
8
1
　
　
4
8
3
8
5
2
0
0
2
5

1
1
1
1
1
2
　
　
2
2
3
3
4
5
6
7
8
9

故事亡死

0
0
5
5
0
3
　
　
5
7
2
2
0
1
9
8
6
1

0
2
4
7
1
5
　
　
0
6
4
3
4
7
2
1
4
2

1
1
1
1
2
2
　
　
3
3
4
5
6
7
9
1
3
6

　
　
　
　
　
　
　
「
⊥
　
　
－
　
　
「
⊥

量
　
酎

酒
　
蔚

　
　
日

飲
　
　
（

剖
創
　
㏄
創
　
　
　
貿
創
　
　
剖
創

－
　
　
　
　
　
　
つ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

．
1
　
　
　
・
2
　
　
　
　
　
　
　
．
4
　
　
　
　
　
。
6

⑳
約
　
　
⑳
約
　
　
　
　
　
勺o
約
　
　
　
　
加
約

玄
小
（
　
　
　
　
玄
小
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
小
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
小
（

ア
［
度
（

中
コ
濃
κ

血
ル
ル
O

0
1
2
3
4
5
　
　
浴
　
。
7
3
ゆ
ゆ
ユ
忍
3
4
5

0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
　
　
　
0
　
0
　
0
　
0
　
可
⊥
　
－
　
「
⊥
　
1
　
1
　
1

血中アルコールが消失するまでの時間表2

8　時　間

7　時　間

6　時　間

5　時　間

4　時　間

ビール1本
または

日　本　酒

1　合
（0．18尼）

3　時　間

2　時　間

1　時　間

ビール青本

または

日　本　酒

O。3合
（0，044尼）

体重60kgの

健康な人が

30分以内に

飲んだ場合
「ただし、「

個人差

があり

Lます　」

ビール3本
または

日　本　酒

3　合
（0，54尼）

套

　
秋
の
深
ま
り
と
と
も
に
日
没
が
早

ま
り
、
ま
た
天
候
も
不
順
と
な
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
例
年
歩
行
者
、
自
転

車
利
用
者
な
ど
を
中
心
と
し
た
交
通

事
故
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

　
ド
ラ
イ
バ
ー
の
方
は
こ
れ
ら
の
事

故
を
防
止
す
る
た
め
ラ
イ
ト
の
早
期

点
灯
、
安
全
速
度
の
励
行
、
交
差
点

事
運
2

通
　
月

交
止

の　
　
　
　
日

時
防

　
　
　
　
2

暮
　
明

タ

に
お
け
る
安
全
確
認
、
一
時
停
止
等

に
よ
り
事
故
を
末
然
に
防
ぎ
ま
し
ょ

・
つ
Q

　
歩
行
者
及
び
自
転
者
利
用
者
は
、

明
る
い
服
装
の
着
用
及
び
反
射
材
に

よ
り
事
故
に
あ
わ
な
い
よ
う
注
意
し

ま
し
ょ
う
。
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鱗瞳・ 防災シリーズ⑳

辮難、懸ま潮無、議雛醗切爽め始躍

LPガスを安全に使うための
uちょっとの用心”チェックシート

　LPガスは、ふろ・
暖房・調理など、家庭

用エネルギーとして日

常生活に欠かせないも

のとなっています。し

かし、ちょっとした不

注意から思わぬ事故を

起こすこともあります。

事実、事故の約70パー

セントは、器具の操作

を間違えるなど使用者

の不注意が原因となっ

ています。

　事故を防ぐためには、

日ごろの点検が重要な

ポイントになります。

　そこで、LPガスを
安全に使うためのチェ

ックポイントを考えて

みました。

‘

㊨

9　ノ

・
． 一閣一弓

噛
．

σ

0●

名
r　、’

、』㌧

訣

‘

～

鶴

〇
一

O
，

　　　脅

＿“．．浴

　　，6妨麺

・識螺『欝

　のところに
4マ＿クを入れ

てチェックして

みてください。

①ガスボンベ』1
　10キロ以上のガスボン

ベは地震などに備えて鎖

などで固定してますか．
②金属答．．

　固定式のガス器具には

金属管または金属フレキ

管（金属製で自由に動く

管）を使っていますか、

③ゴム答i
　ゴム管は十分差し込み、

ホースバンドでしっかり

止めてありますか．また、

ゴム管が古くなり、ヒビ

割れしていませんか。

④ガス漏れ警報器．

　ガス漏れ警報器は設置

してありますか、取り付

けてある場合は、ガス器

具から4メートル以内、

床上30センチ以下の位置

にありますか。

⑤換気．．

　ガス器具を使っている

ときは、換気に十分気を

つけていますか．

⑥点火、消火『．1

　点火、消火は必ず目で

確かめていますか。使用

中も、ふきこぽれや、風

で火が消えていないか確

かめていますか。

⑦元栓H．1

　外出などでガス器具を

使わないときは、元栓を

閉めていますか。

　使っていない元栓には、

ゴムキャップがついてい

ますか。

⑧）1・ろ『．．i

　ふろには排気筒（煙突）

と給気口がありますか。

　
ご
冥
福
を
祈
り
ま
す
（
死
亡
）

鈴
木
タ
ツ
　
74
歳
　
松
代
　
大
阪
屋

高
橋
與
作
　
57
歳
　
会
沢
　
惣
院

秋
山
ハ
ル
　
86
歳
　
清
水
　
田
中

関
谷
三
太
郎
80
歳
　
松
代
　
善
年

　
　
　
　
　
　
磁

柳
　
優
花
　
父
新
一
郎
　
母
恵
子

　
　
　
　
（
長
女
・
千
年
・
加
平
）

若
山
淳
美
　
父
　
淳
　
母
加
代
子

　
　
　
　
（
長
女
・
室
野
・
津
浦
）

小
堺
直
樹
　
父
光
夫
　
母
ひ
ろ
し

　
　
　
　
（
長
男
・
蓬
平
・
大
西
）

小
嶋
哲
父
満
母
玲
子

　
　
　
（
長
男
・
大
伏
・
だ
ん
な
）

相
澤
寛
和
　
父
信
幸
　
母
恵
子

　
（
長
男
・
松
代
・
相
澤
新
聞
店
）

げ
ん
き
な
よ
い
子
に
（
誕
生
）

秋
山
喜
義
・
石
田
ひ
と
み

　
　
　
　
　
（
清
水
・
か
ぢ
や
）

建
部
勝
彦
・
関
谷
純
子

　
　
　
　
　
　
　
　
（
釜
田
住
宅
）

鈴
木
裕
之
・
市
川
八
重
子

　
　
　
　
　
　
（
松
代
・
利
乃
屋
）

幸
せ
多
い
人
生
を
（
結
婚
）

九
月
受
付
分

旦
籍
の
惚

口
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芸文

　ロ購難
　
蟹

’
塑

短
歌西

潟
氏
を
悼
む

下
山
埋
れ
木

広
報
の
短
歌
投
稿
草
分
け
し
西
潟
ま

さ
を
氏
忽
然
と
逝
く

さ
り
げ
な
く
氏
は
み
ま
か
れ
ど
後
輩

の
わ
れ
ら
の
悼
み
耐
え
難
き
か
な

十
五
夜
の
踊
る
環
解
け
て
何
時
逢
え

る
右
に
左
に
散
り
ゆ
く
人
々

扇
風
機
の
ス
イ
ッ
チ
止
め
て
裏
山
の

木
陰
の
暗
き
夏
を
見
送
る

花
の
輪
が
小
さ
く
な
り
し
朝
顔
の
垣

根
を
通
す
風
は
冷
え
お
り

恐
し
き
思
い
出
残
る
魔
の
雪
に
め
ぐ

り
逢
う
日
の
足
音
き
こ
ゆ

し
ぶ
み
句
会

稲
架
の
香
の
一
村
包
み
眠
る
か
な

稲
埃
ポ
ケ
ッ
ト
裏
も
払
い
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
　
明

稲
刈
る
や
稲
の
な
び
き
に
逆
ら
わ
ず

話
し
つ
つ
稲
架
の
穂
嵩
を
確
か
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
淡
　
水

稲
を
刈
る
顔
に
ウ
ン
カ
が
当
り
落
つ

雲
の
上
に
月
あ
り
村
は
ほ
の
明
り

ホ占

旅
支
度
厚
手
薄
物
秋
の
風

稲
か
つ
ぐ
小
さ
き
肩
に
雨
重
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
草

水人

山
寺
の
参
道
一
株
萩
の
花

深
ま
り
て
い
よ
よ
色
濃
し
竹
の
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
常
　
仙

金
婚
の
夫
婦
三
組
や
敬
老
会

立
ち
話
す
い
す
い
横
ぎ
る
赤
と
ん
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
千
代

背
丈
よ
り
高
き
尾
花
の
か
え
り
道

刈
り
と
り
し
田
圃
に
子
等
は
は
し
ゃ

ぎ
お
り
　
　
　
　
　
　
喜
　
沙

新
米
を
新
築
倉
庫
に
山
と
積
む

穫
り
入
れ
の
終
わ
り
て
餅
を
鳩
い
て

祝
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
一
　
元

古
池
や
何
時
し
か
秋
の
色
と
な
り
　
　
回

稲
架
か
け
る
投
げ
手
掛
け
手
の
呼
吸
ル

か
な
　
　
　
　
　
　
　
紅
　
茶
｝

露
冷
え
の
飛
石
づ
た
い
露
天
風
呂
　
　
圃

朝
風
呂
の
窓
一
ぱ
い
に
霧
流
る
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
悠
　
歩
凶

己
が
字
を
彫
ら
れ
し
墓
や
秋
彼
岸
　
　
叫

奥
越
後
鷹
の
湯
と
い
う
萩
の
宿
　
　
　
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
花
州

　
　
蒲
生
句
会
　
　
　
｛

伏
せ
稲
を
刈
る
や
追
い
響
雨
の
臨

谷
埋
め
し
霧
薄
れ
ゆ
く
晩
稲
刈
り
　
　
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耕
山
、
岬

く
る
み
干
す
莚
は
す
で
に
乾
き
け
る
｛

子
ら
遠
し
便
り
と
だ
え
て
ち
ち
ろ
鳴
副

く
　
　
　
　
　
　
鐵
堂
申

虫
の
音
や
庭
に
一
ト
筋
月
明
り
　
　
　
申

月
の
出
や
人
影
う
つ
し
稲
架
匂
う
　
　
副

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耕
ゐ

竜
嬰
供
え
て
今
朝
も
留
守
頼
み
か

腰
伸
ば
す
目
に
秋
雲
の
一
ト
流
れ
　
　
叫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
さ
女
｝

　
　
　
　
ほ
う
づ
き
　
　
　
　
　
ひ
と
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
即

園
芸
一
ロ
メ
モ

”
松
代
園
芸
愛
好
会
”

根
張
り

八
方
根
張
り
で
、

で
す
。

桑
勇
っ
て
鬼
灯
一
つ
灯
し
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
と
お
　
　
　
く
ず

稲
架
匂
い
記
憶
に
杳
く
藁
蒲
団

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竜

　　　　　　　　　　　　　峰

1，．…”。gl。．・・・…’1”。・・…’1．”・・…’1．．

樹
形
の
い
ろ
い
ろ

幹

力
強
さ
が
大
切

（2）

ホ
　1

キ
づ働

く
り

　
ケ
ヤ
キ
な
ど
雑
木
類
に
み
ら
れ
る

姿
で
す
。
枝
先
が
繊
細
な
無
数
の
小

枝
に
分
か
れ
て
い
て
、
庭
ボ
ー
キ
を

逆
さ
に
し
た
よ
う
な
形
が
特
徴
な
の

で
、
］
目
み
た
だ
け
で
も
忘
れ
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
根
は
八
方
根
張

り
で
、
立
ち
上
り
か
ら
幹
に
か
け
て

力
強
さ
を
も
っ
て
い
ま
す
。
松
の
直

幹
を
男
性
的
と
み
る
な
ら
ば
、
ホ
ー

キ
づ
く
り
は
優
し
く
思
い
や
り
の
あ

る
母
親
の
姿
に
た
と
え
ら
れ
ま
す
。

　
幹
は
丸
幹
で
無
傷
で
あ
り
、
滑
ら

か
な
感
じ
を
与
え
、
樹
冠
の
方
に
い

く
に
し
た
が
っ
て
、
幹
と
枝
の
境
が

見
分
け
に
く
く
な
り
、
す
ん
な
り
無

数
の
小
枝
に
分
岐
し
て
い
ま
す
。

枝

　
傷
が
な
く
放
射
状
に
上
に
向
か
い
、

特
別
に
強
す
ぎ
る
枝
も
な
く
、
平
均

化
さ
れ
て
い
ま
す
。

樹
冠

　
繊
細
な
小
枝
で
被

わ
れ
て
い
る
木
全
体

は
、
丸
味
を
帯
び
、

凸
凹
の
な
い
山
形
で

す
．　

ホ
ー
キ
づ
く
り
に

む
く
樹
種
は
、
ヶ
ヤ

キ
、
ニ
レ
ゲ
ヤ
キ
、

モ
ミ
ジ
、
カ
エ
デ
、

エ
ノ
キ
等
で
す
。




