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1月1日現在

男3，川（＋1）女3，142（一1）計6，253（±O）

出生2　死亡8　転入10　転出4

世帯数1，714（一1）
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　　　　　　　　　　　　、
　
松
代
町
の
皆
様
、
明
け
ま
し
て
、

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
昭
和
六
十
年
の
新
春
を
寿
ぎ
、
新

し
い
年
が
町
民
皆
様
に
と
り
ま
し
て
、

幸
多
い
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
お
祈
り

申
し
上
げ
ま
す
．

　
さ
て
、
昨
年
は
昭
和
二
十
年
の
豪

雪
に
も
劣
ら
な
い
大
雪
に
遭
遇
し
、

心
身
と
も
に
厳
し
い
ス
タ
ー
ト
で
あ

り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
町
民
皆
様
の
協
力
一
致

の
も
と
で
耐
え
忍
び
克
雪
対
策
に
全

力
を
注
ぎ
、
こ
れ
を
凌
い
で
ま
い
り

ま
し
た
。

　
春
を
迎
え
、
融
雪
期
の
大
き
な
災

害
も
そ
の
後
の
台
風
や
豪
雨
も
な
く

順
調
な
天
候
に
恵
ま
れ
、
当
町
経
済

活
力
の
源
泉
で
あ
る
稲
作
も
大
豊
作

で
久
し
方
ぶ
り
に
活
況
が
み
な
ぎ
り

越
年
で
き
ま
し
た
こ
と
は
、
誠
に
ご

同
慶
の
至
り
で
あ
り
ま
す
。
本
年
も

昨
年
以
上
の
豊
作
を
期
待
す
る
と
と

も
に
、
昭
和
も
還
暦
を
迎
え
決
意
を

新
た
に
し
て
、
町
勢
の
伸
展
に
渾
身

の
努
力
を
す
る
覚
悟
で
あ
り
ま
す
の

で
、
皆
様
の
一
層
の
ご
指
導
と
ご
支

援
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
．

　
ま
た
想
い
も
新
た
に
、
昨
年
大
き

な
転
機
を
迎
え
た
も
の
は
、
北
越
北

線
で
あ
り
ま
し
よ
う
。

　
第
三
セ
ク
タ
ー
・
北
越
急
行
（
株
）

の
発
足
で
工
事
再
開
の
ス
タ
ー
ト
を

切
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
こ
の

北
越
急
行
線
が
皆
様
方
の
ご
協
力
と

創
意
工
夫
に
よ
っ
て
、
東
頸
城
・
魚

沼
地
方
に
、
特
に
松
代
町
の
地
に
新

し
い
変
革
を
も
た
ら
す
も
の
と
信
ず

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
既
に
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
六
十
年

度
の
政
府
予
算
で
地
方
交
通
線
建
設

費
が
総
額
百
五
十
億
円
に
決
っ
た
旨
、

昨
年
暮
の
新
聞
に
報
道
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
北
越
急
行
線
工
事
再
開
に

誠
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
い
ま
、
国
・
地
方
も
行
財
政
改
革

遂
行
の
過
程
に
あ
り
ま
す
が
、
公
共

事
業
の
施
工
と
生
活
環
境
整
備
、
産

業
基
盤
の
充
実
拡
大
は
、
当
町
に
と

り
ま
し
て
は
優
先
課
題
で
あ
り
ま
す
。

本
年
も
昨
年
に
引
続
き
消
費
的
経
費

の
節
減
と
投
資
的
経
費
の
増
加
を
図

っ
て
い
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
新
年
度
は
、
国
道
改
良
事
業
に
よ

る
用
地
買
収
計
画
も
関
係
各
位
の
ご

協
力
と
ご
理
解
に
よ
り
進
捗
を
み
ま

し
た
の
で
、
蒲
生
・
儀
明
間
改
良
工

事
が
着
工
で
き
る
見
と
お
し
と
な
り

併
せ
て
他
の
二
線
の
国
道
改
良
も
継

続
施
工
要
望
し
て
あ
り
、
町
内
道
路

事
情
の
改
良
整
備
に
併
せ
て
、
除
雪

機
械
の
購
入
等
、
除
雪
機
動
力
の
増

強
を
な
し
、
冬
期
交
通
の
一
層
の
前

進
を
図
る
と
と
も
に
、
新
農
村
定
住

促
進
事
業
に
よ
る
地
域
お
こ
し
、
諸

事
業
の
着
手
、
山
村
農
業
活
性
化
事

業
の
拡
大
と
充
実
強
化
へ
の
取
組
、

林
道
舗
装
と
新
設
事
業
の
着
工
、
高

床
式
住
宅
新
築
に
よ
る
公
営
住
宅
の

環
境
整
備
、
小
学
校
の
老
朽
校
舎
の

改
築
と
簡
易
水
道
拡
張
等
々
が
そ
の

大
要
で
あ
り
ま
す
。

　
な
お
前
述
の
と
お
り
、
待
望
の
北

越
急
行
線
の
工
事
再
開
に
あ
わ
せ
て

国
道
三
線
及
び
県
道
・
町
道
全
体
の

改
良
促
進
の
具
体
化
並
び
に
、
松
代

町
総
合
計
画
に
よ
る
後
期
基
本
計
画

の
改
訂
を
本
年
中
に
策
定
す
る
こ
と

で
あ
り
ま
す
．

　
殊
に
北
越
急
行
線
の
着
工
、
営
業

開
始
に
向
け
事
実
上
の
ス
タ
ー
ト
を

切
っ
た
が
、
北
越
急
行
線
は
鉄
道
事

業
と
し
て
で
な
く
、
沿
線
地
域
の
開

発
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

県
と
沿
線
市
町
村
と
一
体
と
な
っ
て

地
域
開
発
を
進
め
る
こ
と
に
な
り
ま

す
の
で
短
期
・
長
期
の
計
画
の
如
何

に
拘
ら
ず
計
画
策
定
の
方
向
づ
け
、

調
査
・
策
定
を
急
が
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
ま
た
こ
の
鉄
道
は
「
過
疎
対

策
の
一
つ
で
も
あ
る
」
と
の
観
点
か

ら
も
新
年
度
に
は
鋭
意
、
計
画
・
対

策
ま
た
ブ
レ
ー
ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ
等

を
行
い
町
民
皆
様
と
と
も
に
変
貌
す

る
町
の
開
発
計
画
の
見
直
し
等
々
、

昭
和
六
十
年
代
の
幕
明
け
の
第
一
年

は
、
松
代
町
に
と
り
ま
し
て
重
要
課

題
山
積
の
年
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

私
達
は
、
次
の
世
代
に
「
大
い
な
る

遺
産
」
と
し
て
実
跡
を
贈
り
た
い
と
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思
い
ま
す
。
　
町
民
皆
様
か
ら
格
段

の
ご
指
導
と
ご
鞭
燵
を
心
か
ら
お
願

い
い
た
す
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
終
り
に
、
昨
年
暮
よ
り
予
想
外
の

大
雪
が
続
き
ま
し
た
。
寒
気
も
殊
の

ほ
か
厳
し
い
折
柄
、
一
に
ご
健
康
に

ご
留
意
下
さ
い
ま
し
て
、
昭
和
六
十

年
乙
丑
歳
の
明
る
く
希
望
に
満
ち
た

年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
お
祈
り
申
し

上
げ
、
年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た

し
ま
す
。
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産
業
シ
リ
ー
ズ
⑲

今年の主役
　　　もうすぐ12連産「くさの号」

　　　蓬平裏井利作さん所有

一一

▼

一

鱒

如
発
＋
頭
の
和
牛
が
飼
養
さ
れ
て
い
ま
す
・

　
今
年
の
干
支
（
え
と
）
は
、
牛
で

す
。
農
家
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ

て
き
た
牛
も
農
業
機
械
と
化
学
肥
料

と
い
う
農
業
の
近
代
化
の
波
に
す
っ

か
り
影
を
ひ
そ
め
、
松
代
町
で
も
珍

し
い
動
物
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
皆
さ
ん
の
家
か
ら
牛
が

消
え
た
後
、
役
牛
か
ら
肉
用
牛
と
し

て
の
躍
進
は
す
ば
ら
し
い
も
の
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
、
他
品
種
の
追
従

を
許
さ
な
い
和
牛
の
肉
質
の
良
さ
に

裏
打
ち
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
現
在
五
十
九
戸
の
農
家
で
三
百
八

　
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
に
「
牛
の
歩

み
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
静

か
だ
が
力
強
く
一
歩
一
歩
確
実
に
前

に
進
む
こ
と
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る

よ
う
で
す
．

　
町
で
は
、
昭
和
五
十
九
年
度
か
ら

優
良
牛
の
生
産
を
目
的
と
し
た
種
雄

牛
指
定
交
配
に
よ
る
和
牛
改
良
事
業

を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
雌
牛
の
妊
娠
期
間
は
、
約
二
百
八

十
日
で
一
年
に
せ
い
ぜ
い
一
頭
の
子

牛
し
か
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
子
牛

が
優
良
牛
か
ど
う
か
の
判
定
は
、
五

カ
月
令
以
後
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
以
前
に
種
付
け
は
終
了
し
て
い

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
牛
の
改
良

こ
そ
が
「
牛
の
歩
み
」
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
昭
和
五
十
九
年
度
く
び
き
子
牛
共

進
会
で
松
代
牛
は
、
最
優
秀
二
点
を

始
め
、
全
入
賞
点
数
四
十
六
点
の
う

ち
二
十
二
点
を
獲
得
し
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
畜
産
農
家
の
和
牛
改
良
へ
の

熱
意
と
子
牛
育
成
技
術
向
上
の
結
果

だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
子
牛
価
格
は
上
昇
し
て
い
ま
す
。

　
生
産
コ
ス
ト
の
軽
減
を
軸
に
優
良

牛
の
増
産
と
農
業
の
中
で
自
然
の
循

環
が
強
く
結
ば
れ
る
よ
う
、
夢
は
デ

ッ
カ
ク
丑
年
に
期
待
し
ま
す
。

昭和59年度　上越家畜市場子牛取引き成績

地域 性　別
成立頭数
　　（頭）

平均価格
　　（円）

平均体重
　　（kg）

キロ当り
単価（円）

販売価格
　（千円）

上
越
計

雌 516 161，008 232 695 83，080

去　勢 616 226，601 265 855 139，586

計 1，132 196，701 250 788 222，666

松
代
計

雌 54 182，463 247 739 9，853

去　勢 83 268，000 287 934 22，244

計 137 234，285 271 864 32，097

σ
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青
釜
媒
騰
醗
善
騰
麟
棟
頸
地
謎
・
司
会

講
暦
夢
騨
佐
藤
秀
雄

　
去
る
十
二
月
五
日
に
東
京
中
野
の

サ
ン
プ
ラ
ザ
に
於
い
て
例
年
行
事
に

な
っ
て
い
る
関
東
地
方
保
護
司
代
表

者
協
議
会
が
開
催
さ
れ
一
都
十
県
の

地
区
会
長
約
二
百
八
十
名
が
一
堂
に

会
し
全
体
会
議
、
分
科
会
と
一
日
中

み
っ
ち
り
研
究
協
議
を
行
っ
た
。

　
私
は
第
三
分
科
会
に
属
し
、
「
犯
罪

予
防
活
動
を
効
果
的
に
推
進
し
て
い

く
た
め
の
具
体
的
方
策
に
つ
い
て
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
の
約
三
時
間
の
討

議
に
参
加
し
た
．

討
議
の
内
容
は
現
時
の
世
情
を
反
映

し
青
少
年
非
行
に
対
す
る
問
題
に
大

半
の
時
間
が
費
や
さ
れ
た
感
が
あ
っ

た
。

　
各
地
区
代
表
の
活
動
報
告
が
な
さ

れ
た
が
如
何
に
こ
れ
ら
地
域
に
於
け

る
保
護
司
会
の
活
動
が
活
発
か
つ
真

剣
な
も
の
で
あ
る
か
、
又
地
域
の
人

達
の
理
解
、
協
力
の
強
さ
に
感
心
さ

せ
ら
れ
る
も
の
が
多
か
っ
た
。

　
そ
の
中
で
特
に
、
千
葉
県
市
原
市

の
婦
人
保
護
司
の
方
の
発
言
に
は
、

深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
そ
の
努
力
に
は
、

た
だ
た
だ
頭
が
下
が
る
思
い
を
抱
か

さ
れ
た
。

　
小
学
校
四
年
生
く
ら
い
の
子
供
の

読
ん
で
い
る
本
を
ふ
と
の
ぞ
き
こ
ん

だ
ら
性
に
つ
い
て
の
あ
か
ら
さ
ま
な

マ
ン
ガ
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
の
に
び

っ
く
り
し
た
話
か
ら
始
ま
り
、
雑
誌

の
内
容
分
析
に
及
び
、
そ
の
低
劣
さ
、

あ
く
ど
さ
の
例
を
あ
げ
、
そ
れ
ら
が

現
実
と
虚
構
の
分
別
も
つ
か
な
い
子

供
達
に
と
っ
て
は
、
単
な
る
「
お
話
」

で
は
な
く
、
本
当
の
こ
と
と
し
て
受

け
と
ら
れ
て
し
ま
う
恐
る
べ
き
こ
と

で
あ
る
と
提
言
し
、
こ
れ
を
以
っ
て

犯
罪
の
低
年
齢
化
が
進
む
の
は
当
然

か
も
知
れ
な
い
と
警
告
し
、
こ
れ
に

対
処
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
に
し
た

ら
良
い
か
等
の
私
案
、
又
は
市
原
市

で
の
実
際
の
活
動
状
況
等
に
つ
い
て

の
発
表
で
あ
っ
た
。

　
保
護
司
と
し
て
、
保
護
観
察
は
勿

論
最
重
要
な
任
務
で
あ
る
こ
と
は
、

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
以
前
の

犯
罪
予
防
活
動
こ
そ
最
優
先
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
こ
と

を
改
め
て
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
思
い

が
す
る
発
表
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
現
代
情
報
化
社
会
に
於
い
て
は
テ

レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、
書
籍
と
嫌
応
な
し

に
眼
か
ら
耳
か
ら
色
々
な
情
報
が
吸

収
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
時
代
で
あ
り

そ
れ
は
都
市
、
僻
地
を
問
わ
ず
と
言

う
状
態
に
な
っ
て
い
る
。

東
頸
城
に
於
い
て
も
す
で
に
書
物
の

自
動
販
売
機
が
置
か
れ
た
所
が
あ
り
、

そ
こ
に
は
、
目
を
お
お
い
た
く
な
る

よ
う
な
低
劣
な
内
容
の
も
の
が
な
ら

べ
ら
れ
人
目
に
つ
か
ず
、
誰
に
で
も

手
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
と
聞
く
。

　
今
の
と
こ
ろ
、
ほ
ん
の
一
部
の
地

域
で
あ
る
が
間
も
な
い
時
期
に
全
域

に
は
び
こ
ら
な
い
と
言
う
保
障
は
な

い
、
そ
し
て
我
々
の
子
弟
の
非
行
化

へ
の
道
し
る
べ
に
な
っ
て
ゆ
く
こ
と

に
な
り
は
し
な
い
か
と
考
え
る
時
、

心
中
寒
々
と
し
た
も
の
を
感
じ
さ
せ

ら
れ
る
。

　
何
と
し
て
も
、
非
行
の
芽
生
え
は

防
が
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
次
の

時
代
を
に
な
う
青
少
年
を
健
全
に
育

成
す
る
こ
と
こ
そ
現
在
の
我
々
の
最

大
の
任
務
と
受
け
と
り
、
微
力
で
あ

っ
て
も
、
一
本
一
本
害
毒
を
生
む
雑

草
を
抜
き
と
る
よ
う
に
社
会
に
呼
び

か
け
る
運
動
を
続
け
非
行
の
芽
を
事

前
に
つ
み
と
る
努
力
が
大
切
と
思
う
。

　
昭
和
五
十
九
年
の
社
会
を
明
る
く

す
る
運
動
の
一
環
と
し
て
ミ
ニ
集
会

（
少
人
数
で
の
自
由
な
話
し
合
い
）

と
い
う
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
が

今
後
も
こ
の
運
動
を
推
進
し
地
域
の

浄
化
を
め
ざ
し
子
供
達
に
美
し
い
も

の
は
美
し
い
、
正
し
い
も
の
は
正
し

い
と
判
断
出
来
る
近
隣
に
協
力
を
求

め
、
次
第
に
そ
の
輪
を
広
げ
、
地
域

住
民
の
力
を
結
集
し
て
害
毒
を
及
ぼ

す
雑
草
の
生
え
る
余
地
を
与
え
な
い

よ
う
環
境
浄
化
に
つ
と
め
た
い
も
の

で
あ
る
。

．
…
一
一
冒
．
．
昌
3
一
冒
9
、
8
一
…
9
．
昌
…
7
▲
＝
一
一
7
あ
≡
一
▼
・
畠
3
一
▼
ム
≡
瞬
7
畠
一
…
響
一
畠
一
一
＝
2
§
§
。
ム
≡
樽
マ
ム
一
一
§
■
轟
呂
一
零
マ

還付申告は

おはやめに

　
大
部
分
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
所
得

税
は
、
十
二
月
の
年
末
調
整
で
一
年

の
税
金
を
精
算
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
年
末
調
整
が

済
ん
で
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
、
結
婚
さ
れ
た
り
、
お
子
さ

ん
が
生
ま
れ
た
り
し
て
控
除
に
変
更

が
生
じ
た
場
合
や
医
療
費
控
除
、
住

宅
控
除
な
ど
受
け
る
た
め
税
金
の
還

付
申
告
さ
れ
る
方
が
お
ら
れ
る
と
思

い
ま
す
。
所
得
税
の
確
定
申
告
は
、

二
月
十
六
日
か
ら
三
月
十
五
日
ま
で

で
す
が
、
税
金
の
還
付
を
受
け
る
確

定
申
告
は
二
月
十
六
日
以
前
か
ら
受

付
け
て
い
ま
す
。
期
限
間
近
や
期
限

内
で
は
大
変
混
雑
し
、
落
ち
つ
い
て

相
談
で
き
な
か
っ
た
り
、
長
時
間
お

待
ち
い
た
だ
く
よ
う
な
こ
と
に
な
り

か
ね
な
い
の
で
、
還
付
申
告
さ
れ
る

方
は
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

　
用
意
す
る
書
類
と
し
て
は
、
領
収

書
、
証
明
書
、
勤
務
先
が
発
行
し
た

源
泉
徴
収
票
な
ど
の
添
付
が
必
要
で

す
．　

く
わ
し
く
は
、
税
務
署
に
お
た
ず

ね
く
だ
さ
い
。

』暑
’
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岬
道
路
や
交
通
の
状
況
を
よ
く
み
て
、

や

剛
安
全
を
確
か
め
て
通
行
す
る

マ｝
　
こ
れ
が
「
安
全
運
転
」
や
、
「
安
全
歩
行
」
の
最
も
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
。

栂
　
冬
は
、
特
に
降
雪
、
積
雪
な
ど
に
よ
り
視
界
が
不
良
に
な
り
が
ち
、

ワ
㎜
　
一
層
、
「
よ
く
み
て
」
通
行
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

マワ

　
　
　
安
全
運
転

…
の
シ
リ
ー
ズ
⑳
…

馳
璽
＝
噸
…
弓
一
…
璽
一
噸
…
i
…
i
ξ
璽
一
4
毒
璽
㍉

と
こ
ろ
で
、
『
み
る
』
と
い
う
漢
字
を
国
語
辞
典
で
調
べ
て
み
る
と
、

同
じ
『
み
る
』
で
も
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
異
つ
た
い
ろ
い
ろ
な
『
み
る
』
が

あ
り
ま
す
が
、
交
通
事
故
防
止
の
た
め
に
『
み
る
』
と
い
う
場
合
も
、

や
は
り
、
い
ろ
い
ろ
な
『
み
る
』
が
あ
り
、
た
だ
目
を
向
け
れ
ば
よ

い
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

0、
・
　
㌧
ー
．

、
・
、
』
・
“
ー

、

＾
◎
1

o
D
　
！

、
ミ
る
。

0
0

00

目ケ
でン
み’
るゲ

○　、

　ノ
　O

O
O
　
　
σ

00
00

劉・
　　　　　　●

、lo1　じ
．ヌθ、

　　　　　ヤ

δモ｝き　　1　、5曳
σ

9
　
・
◎

★
交
通
事
故
防
止
の
た
め
に
「
み
る
」
と

い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
目
で
道
路
や

交
通
の
状
況
を
み
て
、
危
険
の
有
無
を

確
か
め
る
こ
と
で
す
。

4　b

llc
一
一
一

ミ
る
。

ヘ
ッ
、
ベ
ッ
．

ち
ら
っ
と
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
る

琶
褐
誘
擁
げ
　
．
ぞ

み
な
い
と
、
見
落
と
《
｛

民
聾
蒜
麓
　
M
S

れ
ま
せ
ん
。
　
　
　
評
低
％
o
。

★
だ
か
ら
、
ち
ら
っ
D
多
0
0
0
0
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

ミ
る
。

シ
。注

意
し
て
み
る
、

気
を
つ
け
て
み
る
。

★
車
が
や
っ
て
こ
な
い
か
、
歩
行
者
は

い
な
い
か
…
、
確
か
め
る
べ
ぎ
も
の
を

し
っ
か
り
意
識
し
て
み
る
、
念
を
入
れ

て
み
る
ー
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
す
。

》ン
2

★
ま
た
、
毎
日
、
同
じ
所
を
通
行
す
る

場
合
で
も
、
め
ん
ど
う
が
ら
ず
、
い
ち

い
ち
、
そ
の
都
度
し
っ
か
り
み
て
、
安

全
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
レ

』
ー

ミ
る
。

ラ
ン
。

い
ち
い
ち
み
る
。

鮎k・

熱

がミ＼＿‘

，’鮎、

　
　
　
　
　
へ
，
＾
（

　
　
　
　
　
　
　
ら
　
●
　
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
！

　
　
　
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ

　
　
　
　
　
ハ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
　
（
ノ
・
7

　
　
　
　
　
　
　
　
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

18

馨
■
1
］

ミ
る
。

　
　
ヤ

カ
ン
　
ケ
ン
。

見
張
る
。

監
視
す
る
。

★
幼
児
な
ど
子
供
の
保
護
、
監
視
を
し

っ
か
り
す
る
、
あ
る
い
は
飲
酒
運
転
な

ど
の
無
謀
運
転
を
み
ん
な
で
監
視
し
て

追
放
す
る
と
い
う
「
監
る
」
も
交
通
事
故

防
止
に
は
欠
か
せ
な
い
大
切
な
こ
と
で

す
。



6
耀

擾
　
輩

　
　
太
平
部
落
は
、
国
道
二
五
三
号
線

　
の
県
立
松
代
高
校
前
よ
り
、
約
七
百

　
メ
ー
ト
ル
位
と
、
松
代
ド
ラ
イ
ブ
イ

＼
，
．
∬
細
，
、
．
愛
ン

　
　
　
∴
，
一
涙
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
、
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
6

ン
前
よ
り
町
道
、
池
之
畑
、
小
荒
戸

菅
刈
線
が
部
落
を
横
断
し
、
田
中
新

道
が
国
道
に
通
じ
、
部
落
内
を
循
環

至十日町

　　　／

　　　1

　
　
　
で
き
、
部
落
中
央
に
は
、
太
平
広
場

　
　
　
と
、
集
落
開
発
セ
ン
タ
ー
が
、
隣
接

　
　
　
し
て
建
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
道
や

　
　
　
町
道
の
沿
線
に
は
、
家
が
建
て
ら
れ

　
　
　
松
代
と
太
平
区
画
は
、
は
っ
き
り
と

　
　
　
一
線
引
け
な
い
の
が
現
状
で
す
。

　
　
　
標
高
百
五
十
メ
ー
ト
ル
位
で
、
戸
数

　
　
　
三
十
一
戸
、
人
口
は
百
三
十
五
名
の

　
　
　
集
落
で
す
。
部
落
の
お
い
た
ち
を
、

　
　
　
と
の
事
で
す
が
、
正
月
帰
省
の
二
、

　
　
　
三
日
の
間
と
、
私
自
身
不
勉
強
の
た

　
　
　
め
満
足
な
紹
介
は
で
き
か
ね
ま
す
が

　
　
古
い
書
物
の
御
改
帳
や
地
図
を
紹
介

　
　
　
　
　
し
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
，
　
　
　
　
地
図
で
宝
歴
七
年
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
と
、
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
当
時
太
平
は
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
軒
の
家
が
有
り

　
　
　
　
　
　
　
　
＼
　
　
　
右
よ
り

　
　
　
　
　
＼
零
ー
■
』
一
一
軒
目

轡輸

　
　
・

　
　
隈
亀
　
　
　
　
．
』
．
．
！
　
、

　
　
　
　
慧
％
》

　
　
　
　
　
　
紳
　
写
．
　
、

　
　
　
　
　
　
　
寮

　
　
　
　
・
楡
　
論

　
9
、
・
．
．
＼
ヲ
　
　
　
松
　
　
　
〉

　

、
　
　
　
　
部
落
で
一
番
古
い
書
物
は
、

7
／
／

、
9
、
置
∂
3
」
懸
畷
・
慰
　
　
　
－

幅
一
　
　
。

1堅市
　　太川

　　郎

2恥

太平
　〉

黛

”川II川III川こうほう・まつだい（1月号）II”

“驚1、』レ

説
　
　
　
　
襯
．

　
　
　
　
太
平
集
落
開
発

欝
②
　
セ
ン
タ
ー

　
も

　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
平
広
餐
、
詩

。
翻
鵡

憩
＼
　
＄
舗

　
　
　
　
　
　
　
畿

講
　
　
　
　
α

麓
や
～

．
・
r
⊥
，
一

飛
㊥．

”
／
－
〆
一

　
　
　

＼
’

一
二
一
！

　
ロ
　

鍼
．

＼

　＼

　＼
　　＼

織画

秘』迦
黛
、
、
、
ド

の
家
が
一
番
大
き
な
家
の
様
子
で
あ

る
。
人
口
は
不
明
、
安
永
九
年
、
子

三
月
の
宗
門
御
改
帳
に
記
入
さ
れ
て

い
る
。
戸
数
は
十
五
軒
と
な
り
、
男

三
十
七
人
、
女
四
十
一
人
で
人
口
は
、

七
十
八
人
と
、
女
馬
三
匹
、
禅
宗
長

命
寺
と
記
入
さ
れ
、
川
浦
御
役
所
に

届
け
出
て
あ
る
。

安
永
九
年
か
ら
、
わ
ず
か
五
年
位
経

過
し
た
、
天
明
五
年
、
己
三
月
、
越

後
国
頸
城
郡
松
野
山
組
太
平
村
、
控

と
書
か
れ
た
御
改
帳
に
は
、
十
六
軒
、

男
四
十
一
人
、
女
三
十
八
人
、
遊
人

一
人
、
尼
一
人
、
女
馬
二
匹
、
地
人

数
八
十
一
人
の
届
け
出
が
し
て
あ
り
、

又
萬
延
二
年
酉
年
三
月
、
　
（
千
八
百

四
十
年
代
頃
）
の
御
改
帳
の
時
に
は

十
八
軒
に
な
り
、
人
口
百
二
十
人
、

外
に
女
馬
五
匹
、
と
記
さ
れ
て
お
り

太
平
部
落
が
四
軒
か
ら
、
十
八
軒
と

私
共
が
話
し
に
聞
い
て
い
た
時
代
に

到
達
す
る
ま
で
八
十
年
か
ら
九
十
年

経
過
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

頃
堂
が
建
て
ら
れ
た
か
は
定
か
で
は

な
い
が
、
恵
照
尼
、
当
時
三
十
二
才

の
尼
さ
ん
が
居
ら
れ
た
事
も
記
さ
れ

て
い
る
。
又
、
こ
の
時
代
に
は
、
切

支
丹
を
弾
圧
し
、
陰
切
支
丹
の
探
索

な
の
か
、
右
の
者
太
平
村
、
大
小
百

姓
、
男
女
子
供
に
至
る
ま
で
、
切
支

丹
の
信
者
で
な
い
事
、
又
こ
れ
以
前

に
も
切
支
丹
信
者
の
縁
者
が
居
住
し

　
　
　
　
　
　
7
ペ
ー
ジ
ヘ
つ
づ
く
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6
ぺ
ー
ジ
よ
り

た
事
が
あ
る
か
、
御
改
め
た
と
こ
ろ
、

先
祖
に
も
切
支
丹
の
宗
徒
は
、
無
く

ご
ざ
い
ま
す
。
禅
宗
長
命
寺
、
白
風

と
書
か
れ
、
当
時
が
忍
ば
れ
る
。
白

鳳
和
尚
は
長
命
寺
の
十
七
代
目
で
、

千
八
百
四
十
四
年
住
職
に
就
任
し
た

と
言
う
。
川
浦
御
役
所
の
所
在
地
は
、

今
の
三
和
村
の
周
辺
に
有
っ
た
と
言

う
。　

太
平
の
軒
数
、
人
口
の
増
加
と
共

に
蛇
行
し
て
い
た
渋
海
川
に
手
を
加

え
鷺
の
島
の
湾
曲
し
て
い
た
川
を
直

線
に
流
す
様
に
し
た
の
が
地
図
に
書

い
て
有
る
。
又
雪
国
の
暖
房
と
燃
料

が
必
要
の
た
め
か
、
他
人
の
土
地
に

入
り
枯
木
を
拾
う
事
も
禁
じ
ら
れ
た
。

部
落
に
は
燃
料
の
木
が
乏
し
く
、
会

沢
、
万
羽
亀
蔵
氏
よ
り
明
治
時
代
に

松
の
木
地
所
共
、
代
金
二
円
也
で
買

い
求
め
て
い
る
。
又
部
落
内
に
は
用

水
不
足
の
た
め
、
大
正
十
二
年
太
平

区
よ
り
大
沢
区
に
用
水
路
新
設
の
お

願
い
を
し
、
現
在
の
前
田
用
水
が
新

設
さ
れ
、
部
落
の
繁
栄
に
大
き
く
貢

献
し
て
い
る
。

　
昭
和
十
五
年
頃
よ
り
、
現
在
の
ド

ラ
イ
ブ
イ
ン
前
よ
り
、
県
道
が
新
設

さ
れ
、
大
沢
川
に
も
安
橋
が
で
き
、

部
落
中
心
部
よ
り
松
代
ま
で
平
旦
な

道
程
に
な
り
、
交
通
の
便
が
一
層
良

く
な
っ
た
終
戦
後
、
高
度
成
長
と
好

景
気
の
た
め
か
、
又
松
代
本
町
の
衛

星
圏
と
し
て
か
、
国
道
、
町
道
の
沿

線
に
は
、
建
築
物
が
並
び
、
住
宅
戸

宝歴7年の絵図には4軒の家並が見られる

数
も
三
十
一
戸
、
小
中
学
校
児
童
、

二
十
八
人
、
今
春
、
新
入
学
児
童
五

名
と
、
雪
国
山
村
、
過
疎
地
の
汚
名

を
顕
著
に
返
上
し
て
い
る
事
が
お
わ

か
り
と
思
う
。
昭
和
五
十
年
、
職
種

の
多
様
化
と
、
集
っ
て
話
し
合
う
機

会
の
少
な
く
な
っ
た
当
部
落
に
、
お

互
い
の
親
睦
と
子
供
達
の
成
長
を
助

長
し
、
部
落
の
活
性
化
を
目
的
に
、

友
の
会
が
発
足
し
た
。
昭
和
五
十
六

年
農
村
定
住
圏
事
業
と
し
て
、
待
望

の
照
明
設
備
の
有
る
太
平
広
場
が
新

設
さ
れ
、
夏
の
ス
ポ
ー
ツ
、
レ
ク
リ

ェ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
昼
夜
使
用

さ
れ
、
体
育
の
向
上
と
住
民
の
和
睦

に
一
役
か
っ
て
い
る
。
昭
和
五
十
八

年
に
は
、
隣
接
地
に
集
落
開
発
セ
ン

タ
ー
が
新
築
さ
れ
た
と
同
時
に
屋
内

で
の
集
い
や
、
カ
ラ
オ
ケ
教
室
、
踊

り
、
各
団
体
の
集
会
等
年
間
百
回
近

く
利
用
し
て
い
る
。
中
で
も
部
落
の

三
大
祭
、
（
春
祭
、
風
祭
、
収
穫
祭
）

に
は
、
自
分
な
り
に
手
作
り
の
重
箱

を
下
げ
て
、
子
供
か
ら
老
人
ま
で
全

員
が
一
堂
に
集
っ
て
歓
談
、
奇
談
を

交
し
、
宴
た
け
な
わ
と
も
な
る
と
、

カ
ラ
オ
ヶ
教
室
の
成
果
が
発
表
さ
れ

る
。
自
分
の
持
唄
や
父
ち
ゃ
ん
と
母

ち
ゃ
ん
が
一
緒
に
唄
い
ヤ
ン
ヤ
の
喝

釆
の
う
ち
に
半
日
を
過
ご
し
、
明
日

か
ら
の
仕
事
へ
の
原
動
力
と
し
て
永

く
続
け
ら
れ
て
い
る
。
収
穫
祭
に
は
、

各
班
長
さ
ん
が
各
戸
か
ら
集
め
た
餅

米
、
野
菜
、
お
金
な
ど
で
献
立
を
行

う
、
朝
全
員
が
集
り
仕
事
の
分
担
を

し
広
場
や
セ
ン
タ
ー
の
整
理
冬
仕
度

を
す
る
人
、
買
物
に
行
く
人
、
班
長

さ
ん
は
、
祭
り
の
準
備
等
、
手
際
良

く
運
ば
れ
る
。
十
時
頃
か
ら
餅
つ
き

が
始
ま
り
老
人
ク
ラ
ブ
の
方
々
や
母

ち
ゃ
ん
達
が
賑
や
か
に
つ
き
上
げ
た

餅
に
、
キ
ナ
コ
や
ア
ン
コ
を
つ
け
る
。

「
父
ち
ゃ
ん
、
お
前
も
餅
を
ち
ぎ
っ

て
く
ん
ね
か
え
」
と
言
う
と
「
お
ら

父
ち
ゃ
ん
は
、
下
手
だ
す
け
、
上
手

し
ょ
か
ら
し
て
も
ら
っ
て
く
ん
ね
か

え
」
、
「
馬
鹿
こ
け
、
俺
だ
っ
て
上
手

収穫祭の準備におおわらわ

ん
が
あ
ど
、
な
は
知
ら
ね
ろ
i
」

家
な
ら
怒
る
か
も
知
れ
な
い
父
ち
ゃ

ん
が
顔
に
笑
み
こ
そ
浮
べ
手
伝
い
に

会
話
に
と
活
気
溢
れ
る
光
景
を
見
て

あ
あ
、
こ
れ
が
本
当
の
祭
り
だ
な
あ

と
感
銘
に
打
た
れ
た
。

　
こ
れ
か
ら
も
祭
り
や
行
事
を
通
じ

て
部
落
の
親
睦
と
発
展
に
集
落
セ
ン

タ
ー
が
大
き
な
役
割
を
し
て
く
れ
る

で
し
ょ
う
。
北
越
北
線
の
工
事
再
開
、

開
通
と
新
年
の
抱
負
を
抱
き
な
が
ら

部
落
紹
介
を
絶
り
ま
す
。
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今・、爵も

燦
も の恥

防災シリーズ（⑫

　
　
　
「
テ
レ
ビ
と

　
　
　
　
　
ゴ
キ
ブ
リ
」

　
テ
レ
ビ
が
火
を
ふ
い
て
ボ
ヤ
さ
わ

ぎ
と
い
う
例
は
い
く
つ
も
あ
り
ま
す

＊
火
事
の
原
因

ぬら
　
　
　
．
．
．
σ
・

よ　
　
　
　
ト
も

も
　
　
　
　
曳

い
　
！
ハ

思

　
火
を
消
し
と
め
た
あ
と
、
中
か
ら

30

匹
も
の
ゴ
キ
ブ
リ
の
焼
死
体
が
出

て
来
た
と
い
う
例
で
は
、
長
年
の
あ

い
だ
に
テ
レ
ビ
の
中
は
、
わ
た
ぼ
こ

り
と
繊
維
の
く
ず
だ
ら
け
に
な
り
、

ゴ
キ
ブ
リ
ど
も
が
高
圧
回
路
の
上
を

歩
き
ま
わ
っ
て
い
て
シ
ョ
ー
ト
し
、

繊
維
の
く
ず
に
火
が
移
っ
て
燃
え
上

が
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
テ
レ
ビ

や
冷
蔵
庫
の
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
は
暖

が
、
そ
れ
が
な
ん
と
「
ゴ
キ
ブ
リ
」

に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
も
の
も
あ
り

ま
す
。

か
い
の
で
ゴ
キ
ブ
リ
の
す
み
か
に
な

り
や
す
い
の
で
す
。
と
き
ど
き
掃
除

を
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
奥
さ
～
ん
。
天
気
が
し
な
く
て
洗

濯
物
が
乾
か
な
く
困
っ
た
ネ
i
。

で
も
、
ス
ト
ー
ブ
の
上
で
乾
か
す
の

は
火
事
の
原
因
に
な
る
か
ら
や
め
て

下
さ
い
。
お
願
い
し
ま
す
。

　
ロ
き
ノ
ご

　
　
，
ー
ジ
．
眠

　
＾
∩
．
一
・
O

　
＾
管
・
、

／
／
／

ノ／

〃
惨

・
、
　
　

．ギ．鰯

ぐ
ト
ぐ
ト
ぐ
ト
ぐ
レ
ぐ
ト
ぐ
ト
ぐ
ト
ぐ
ト
ぐ
ト
ぐ
ト
ぐ
ト
ぐ
レ
ぐ
レ
ぐ
ト
ぐ
〉
ぐ
〉
ぐ
ト
ぐ
レ
ぐ
ト
ぐ
レ
ぐ
ト
ぐ
ト
ぐ
ト
ぐ
ト
ぐ
ト
ぐ
ト
ぐ
〉
ぐ
レ
ぐ
レ
ぐ
§
§
§
§
レ
ぐ
§
§
卜
§
§
§
§
ぐ
§
ぐ
§
ぐ
§
ぐ
§
§
§
§
§
ぐ
レ
ぐ
§
§
§
§
§
ぐ
§

◎分
ψ

　
乞

篭
う

　
．
鷲

　
憤

「
◎

　　　　成績が急に落ちた
　近ごろ、子供の様子が、どことなくヘンだ。朝、家を
出る姿にも、いっもの元気がなく、何をするにも、以前

ほど目に輝きが見られない。特に、学習意欲の衰えが目

立つ。宿題も、ほとんどやっていないようだ。遅刻も多

　くなった。子供の心の中で何かが不完全燃焼し．て、くす

ぶっている　　と思っていたら、案の定、通知表の成績
が前学期に比べてガクンと落ちた。

■親の冷静な判断が必要

　中学生にとって学校・友人・学習などは、日常生活の
中で最も大きなウエートを占めています。それを、どん

な形にしろ“放棄”したり、投げやりな態度に出るとい

フのては・親として黙って見ているわけにはいきません。

　しかし、だからといって、成績にばかりとらわれて、
「勉強しなさい」の一点張りでは、わが子の心に触れるこ

とはできません。

　ましてや「クラブ活動をやめなさい」とかr塾に行き
なさい」　「テレビを見る時間を減らしなさい」などとい

う、一一方的に“外堀”を埋めるような言葉は、子供の反

発を招くだけです。

　勉強に身が入らない、成績が落ちた、まずいなあ一一

そう思いながらも“突破口”が見つからずに思い悩んで

いるというのが、子供の心理状態なのです。

　そこへ、ダメ押しするかのように“勉強し、なさい”で

は、気分的に落ち込んでしまうばかりです。親の冷静な
判断・対処が望まれます。

■ふだんの親子関係が原因究明の一助

　子供が学校生活に不適応感をもつ背景には、さまざま

なことが考えられます。先生になじめない、部活での友

達関係の問題、“失恋”、非行グループとの付き合い、あ

るいは親子関係の不満、両親の不和……など、子供がや

る気を失う原因にはいろいろあります。お母さんは、“何

が子供をそうさせているのか”を知ることがまず大切です。

　しかし、中学生ともなると、親にはなかなか言いたが
りません。というより、このような場合に「実は……」

と子供が悩みを打ち明けてくれるかどうかは、ふだんの

親子関係によると言えるでし、よう。そして、また、たと

え子供が話をしてくれない場合でも、日常の親子関係が

うまくいっていれば、お母さんは何らかの形でその原因

が分かるはずです。

■あせりは禁物

　もう一度やる気を持たせるにはどうすればいいか一
　あせりは禁物です。わが子との心の触れ合いを大切に

しながら、気持ちにゆとりをもって接するようにしてく

ださい。周りが騒ぎたてると、かえってそれが重荷にな
　　　　　　い　

し　へ

って・ますます萎縮してしまうことになりかねません。そ

っと見守っているほうが良い結果を生む場合も少なくな

いのです。一過性の問題としてわが子が立ち直るか、あ

るいは・それがきっかけで非行の道に入りこんでしまう

か一親のかかわり方一つです。
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禽
熔

　
長
田
縫
製
さ
ん
の
工
場
は
国
道
沿

の
儀
明
部
落
蒲
生
寄
り
の
外
れ
で
、

自
宅
の
と
な
り
に
操
業
し
て
い
る
。

　
電
話
を
し
て
午
後
伺
う
と
自
宅
の

方
へ
通
さ
れ
、
こ
こ
で
お
茶
を
い
た

欄騨

長
田
縫
製

だ
き
な
が
ら
、
社
長
（
小
堺
武
美
さ

ん
）
か
ら
話
を
伺
う
。

　
待
ち
か
ま
え
た
よ
う
に
次
々
と
仕

事
の
話
を
し
て
く
れ
た
。

　
創
業
の
き
っ
か
け
は
ど
ん
な
こ
と

か
ら
で
す
か
．

　
　
　
　
　
か
た

　
大
島
村
の
方
が
第
二
工
場
と
い
う

形
で
私
の
所
を
借
り
て
操
業
し
て
い

た
の
で
す
が
、
事
情
で
ひ
き
揚
げ
る

こ
と
に
な
り
、
私
が
去
年
の
四
月
か

ら
引
き
受
け
て
や
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。　

私
も
以
前
は
農
業
と
出
稼
を
や
っ

て
お
り
こ
の
道
は
素
人
な
ん
で
す
よ
。

　
そ
ん
な
こ
と
で
紹
介
は
も
う
少
し

待
っ
て
下
さ
い
と
言
っ
て
い
た
ん
で

す
が
ね
。

　
仕
事
の
方
は
ど
ん
な
も
の
を
縫
っ

て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
。

　
埼
玉
県
の
工
場
の
方
か
ら
の
受
注

を
受
け
て
ポ
ロ
シ
ヤ
ツ
、
ワ
ン
ピ
ー

ス
、
T
シ
ャ
ツ
、
ト
レ
ー
ナ
ー
な
ど

裁
断
さ
れ
て
き
た
布
を
縫
製
し
て
お

り
ま
す
．

　
従
業
員
の
方
は
何
人
く
ら
い
で
す

か
．　

部
落
の
嫁
さ
ん
方
が
中
心
で
九
名

で
す
。
時
間
は
一
応
八
時
か
ら
五
時

ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
が
忙
し
い
時

や
納
期
が
間
近
に
な
る
と
、
家
で
留

守
を
守
っ
て
い
る
婆
ち
ゃ
方
に
了
解

を
得
て
遅
く
ま
で
や
っ
て
い
た
だ
く

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
農
繁
期
は
ど
う
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

受
注
を
減
ら
し
て
、
春
一
週
間
、
秋

一
ヶ
月
ぐ
ら
い
は
農
業
を
や
っ
て
い

た
だ
く
た
め
休
ん
で
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
将
来
の
計
画
等
は
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
ま

す
か
。

　
ミ
シ
ン
の
新
調
等

も
あ
り
ま
し
た
し
、

二
、
三
年
は
こ
の
ま

ま
の
態
勢
で
い
き
、

将
来
的
に
は
下
の
倉

庫
も
工
場
と
し
て
使

　
更
に
お
茶
を
飲
み

な
が
ら
色
々
と
話
を

し
て
い
た
だ
い
た
。

　
私
の
所
は
ま
だ
始

め
た
ば
か
り
で
す
し

賃
金
も
多
く
は
払
え

ま
せ
ん
が
、
若
い
嫁

さ
ん
方
で
遠
い
所
か

ら
こ
こ
へ
嫁
い
で
来

ら
れ
た
方
も
お
り
、

た
だ
い
て
い
ま
す
が

え
る
よ
う
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
燃

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
へ
来
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
、
そ
の
方
々
が

こ
こ
の
部
落
に
な
じ
み
、
ま
た
若
い

嫁
さ
ん
方
の
仲
間
づ
く
り
の
た
め
に

は
格
好
の
場
だ
と
自
負
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
気
持
良
く
働
い
て
い
た
だ

く
た
め
に
留
守
を
守
る
婆
ち
ゃ
ん
方

に
大
山
温
泉
で
一
日
く
つ
ろ
い
で
い

た
だ
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
な
ん
だ
か
ん
だ
で
区
長
さ
ん
に
も

大
変
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す

よ
。（

た
ま
た
ま
区
長
さ
ん
も
お
茶
飲
み

に
来
て
お
り
「
そ
う
で
す
ね
。
嫁
さ

ん
の
働
く
場
が
あ
り
こ
こ
に
居
つ
い

て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
は
過
疎
防
止

　箋歪

榊麹＾繍

　　簾

縫
難

右染色後
　
左醗

に
も
な
り
、
部
落
に
活
気
が
で
て
き

ま
す
ね
」
と
話
し
て
い
た
）

　
話
を
終
っ
て
と
な
り
の
二
階
の
工

場
へ
上
る
と
全
員
が
い
き
い
き
と
ミ

シ
ン
を
動
か
し
て
い
た
。

　
ポ
ロ
シ
ャ
ツ
を
縫
っ
て
い
る
所
だ

っ
た
が
全
部
無
地
だ
っ
た
の
で
聞
い

て
み
る
と
、
一
端
納
め
て
か
ら
染
色

さ
れ
る
と
の
こ
と
で
そ
の
染
色
後
の

完
成
品
も
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
帰
り
に
下
の
倉
庫
を
見
せ
て
い
た

だ
く
と
、
製
品
と
材
料
の
布
、
ダ
ン

ボ
ー
ル
箱
が
山
と
積
ま
れ
て
い
た
。

　
あ
な
た
の
お
持
ち
の
ポ
ロ
シ
ャ
ツ

の
中
に
も
こ
こ
で
縫
わ
れ
た
も
の
も

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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◎
退
職
者
医
療
制
度
の
加
入
者
が
医

者
に
か
か
る
と
き
の
注
意

※
退
職
被
保
険
者
等
証
明
書
を
提
示

す
る
。

　
一
般
の
国
保
の
被
保
険
者
は
す
べ

て
三
割
の
自
己
負
担
金
で
す
が
、
退

職
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
と
自
己
負

担
金
は
二
割
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。
ま

た
、
被
扶
養
者
の
場
合
に
は
、
入
院

の
み
二
割
の
自
己
負
担
と
な
り
ま
す

が
、
外
来
に
つ
い
て
は
以
前
と
同
様

三
割
で
す
．

　
こ
の
退
職
被
保
険
等
証
明
書
と
、

必
ず
そ
の
世
帯
の
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
も
あ
わ
せ
て
窓
口
に
提
示

し
て
下
さ
い
。
退
職
被
保
険
等
証
明

書
を
、
わ
す
れ
て
行
く
と
、
本
人
は

二
割
の
と
こ
ろ
を
三
割
と
一
割
増
の

負
担
と
な
り
ま
す
の
で
、
注
意
し
て

下
さ
い
。

　三を，！一

鴻
、
2
奪

復
霧

　
’
籍

、
O

、
、
』

ヌ（δ

　
　
　
㍉
ノ

　
＼
ー
、
ノ
｝

　
　
　
ゾ
　
／

の
　
　
　
ヤ
　
　
い

つ
、
　
〆
k
　
　
、

．
4
6

孟
．

最
低
賃
金
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す

最低賃金の件名 最低賃金額 実施
年月日1　　日 1時間

新潟県最低賃金
9　　円 407円59，10．5

食料品製造業 9　　円 447円59，12．15

繊　維　産　業
　　9
一　　騨　　層　　一　　一　　騨　　層　　一　　一　　r　　－　　－　　甲　　讐　　一　　一　　r　　一　　甲

　9

419円
一　　一　　甲　　一　　－　　層　　－　　學　　一　　一

408円
60，1．2

木材・木製晶・

家具・装備品製造業

　　9
槽　　ロ　　ー　　層　　一　　－　　一　　騨　　一　　曹　　一　　璽　　一　　一　　甲　　幅　　一　　噸　　閣

　9

円
円

462円
噌　　一　　一　　申　　層　　一　　薗　　－　　一　　一

420円
59，12．29

出版・印刷・

同関連産業
（速記・筆耕・複写業を含む）

　　9
一　　甲　　－　　曹　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　輯　　一　　一

　9　　円

468円
層　　塵　　一　　”　　薗　　一　　甲　　一　　薗　　騨

424円
59，12．15

機　械・金　属

製品等製造業
　　　及　び

自動車整備業
9

476円60，1．3

卸売業・小売業
9 円 437円59，12．15

陛
。
≡
7
…
…
一
…
＝
7
…
≡
－
…
一
7
．
…
＝
一
．
…
騨
一
7
…
…
・
…
＝
7
…
＝
三
一
…
7
…
…
・
畠
一
＝
三
＝
＝
匠

9“611回畳”

が史県潟新

刊行されます

劃
一
…
り
．
昂
…
薗
7
昌
…
7
8
…
三
…
一
三
…
冒
・
昌
…
三
一
…
三
…
写
・
8
…
7
轟
…
一
7
…
＝
7
…
一
一
7
…
一
一

　
新
潟
県
が
立
県
百
年
の
記
念
事
業

と
し
て
、
編
さ
ん
を
進
め
て
い
る
「
新

潟
県
史
」
は
、
昨
年
度
に
続
い
て
、

昭
和
六
十
年
三
月
に
二
巻
が
刊
行
さ

れ
ま
す
．

　
刊
行
予
定
の
二
巻
は
、
県
内
外
の

貴
重
な
近
現
代
史
料
を
多
数
紹
介
し

て
お
り
、
新
潟
県
を
知
る
上
で
不
可

欠
の
資
料
編
で
す
。

　
昨
年
度
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
二
十

一
巻
も
ご
好
評
を
得
て
、
県
内
外
の

方
々
に
愛
読
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
多
く
の
皆
さ
ま
の
ご

購
読
を
お
勧
め
し
ま
す
。

◇
今
回
刊
行
巻
の
頒
布
価
格

◇
資
料
編
1
6
　
近
代
四
　
政
治
編
H

　
　
　
　
　
　
　
　
五
、
一
〇
〇
円

10011・IIII帥・II川

　
資
料
編
2
1
　
現
代
二
社
会
文
化
編

　
　
　
　
　
　
　
　
五
、
〇
五
〇
円

　
な
お
既
刊
の
二
十
一
巻
も
ま
だ
在

庫
が
あ
り
ま
す
．

◇
申
込
先

〒
胴新

潟
市
学
校
町
通

　
　
新
潟
県
総
務
部

県
史
編
さ
ん
室

電
話
　
代
表
一

　
　
　
内
線
一

一
番
町
六
〇
二

一
三
ー
五
五
一

二
〇
二
五

　
　
　
　
　
　
一

◇
申
込
方
法

　
官
製
は
が
き
に
住
所
・
氏
名
・
購

入
巻
名
・
冊
数
・
公
私
用
別
・
電
話

番
号
な
ど
を
記
入
し
て
、
お
申
込
み

下
さ
い
．
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表彰式行われる

　
1
2
月
2
1
日
、
総
合
体
育
館
に
お
い

て
「
さ
わ
や
か
ラ
ン
ニ
ン
グ
」
の
表

彰
式
が
行
な
わ
れ
、
公
民
館
長
よ
り

そ
れ
ぞ
れ
完
走
証
並
び
に
賞
品
が
授

与
さ
れ
ま
し
た
．

　
こ
の
「
さ
わ
や
か
ラ
ン
ニ
ン
グ
」

は
、
総
合
体
育
館
に
あ
る
一
周
百
八

十
メ
ー
ト
ル
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
走
路
を

使
用
し
て
、
新
潟
・
東
京
を
目
指
し

自
分
の
体
力
に
合
っ
た
ラ
ン
ニ
ン
グ

に
よ
り
、
健
康
な
体
力
を
つ
く
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
あ
な
た
も
走
っ
て
み
ま
せ
ん
か
！

（松代～潴鼎蹴）一　スコB

講
幽
層
畷
，

さあ今日は36周目だ

　　　　　36×180m＝？

級 走破距離 賞品等 完　走 者　氏　名

km （小学）柳　　伸宏 （中学）菅井　一中

（小学）斉藤　真也 （中学）関谷　恵一

完走証
（中学）万羽　博樹 （中学）笠原　紀男

特級 151 （中学）村山　達也 （中学）市川　清司
タ　テ

（小学）相沢　直樹 （小学）鈴木　正和

（中学）富沢　　宗 （一般）富沢　恭松

（中学）関谷　敏郎 （小学）村山　政仁

1級 135
完走証
メダル

（一般）高橋　芳平 （小学）高橋　将樹

3級 85
完走証 （一般）菊田　健治 （小学）若井　孝幸

タ　テ （中学）若月　裕一

4級 50
完走証
ノート

（小学）牧田　幸樹 （一般）富沢エヨ子

鉛　筆 （小学）五十嵐　徹 （小学）柳　　志郎

完走証 （一般）小堺　春子 （小学）斉藤　晃也

5級 25 ノート （小学）柳　　一則 （一般）村山ケイ子

鉛　筆 （一般）高橋　秀夫

・
簾
題
翻
曝
内
撫
球
爽
擬
、

　
　
　
　
魏
闇
嶽
義
ま
塗

辮塞種響璃
込催翻鶏穣

慧
鱒
牽
七
霞
《
欝
）

松
磯
購
総
奮
蕪
欝
館

醐
体
戦
、
男
嚢
掴
人
戦

松
代
購
攣
球
協
会

協
会
事
務
縄
　
柳
　
灘
彦

　
蝋
幾
場
税
務
課
〉
謙
驚

チ
，
ッ
ト
い
つ
ぶ
く

長
き
夜
の

と
を
の
眠
り
の
み
な
目
覚
め

　
波
乗
り
舟
の
音
の
よ
き
か
な

　
正
月
二
日
の
夜
、
初
夢
（
一

富
十
二
鷹
三
茄
子
）
を
見
よ
う

と
、
七
福
神
の
乗
っ
た
宝
船
の

絵
の
描
か
れ
た
紙
を
枕
の
下
に

敷
い
て
寝
た
昔
を
懐
し
く
思
い

出
し
ま
す
が
、
実
は
こ
の
和
歌

が
書
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
す
．

　
こ
の
和
歌
は
上
か
ら
読
ん
で

も
下
か
ら
読
ん
で
も
同
じ
意
味

に
な
る
「
回
文
」
の
和
歌
の
傑

作
だ
そ
う
で
す
。
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蜘離
肩
や
腕
、
足
な
ど
に

マ
ヒ
や
痛
み
が
あ
る
場
合

　
体
の
自
由
の
き
く
ほ
う
か
ら
脱
が

せ
て
、
マ
ヒ
や
痛
み
の
あ
る
側
か
ら
着

せ
る
の
が
原
則
で
す
。
と
い
う
こ
と

は
、
い
ま
着
て
い
る
も
の
を
す
っ
か

り
脱
が
せ
て
か
ら
、
新
し
い
寝
間
着

を
着
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

☆
脱
が
せ
る

　
寝
間
着
の
ひ
も
を
解
き
、
仰
向
け

の
ま
ま
自
由
が
き
く
側
を
先
に
脱
が

せ
ま
す
。

①
手
を
病
人
の
肩
か
ら
入
れ
、
ひ
じ

　
　
　
　
　
　
　
そ
で

の
方
に
す
べ
ら
せ
て
袖
を
脱
が
せ
る
。

⑦

②
脱
が
せ
た
寝
間
着
を
内
側
に
丸
め

て
体
の
下
に
敷
き
こ
む
。
痛
み
の
あ

る
と
き
は
、
体
の
重
み
が
痛
い
ほ
う
に

ン
　
　
　
ン

カ
カ
ら
な
い
よ
う
に
特
に
注
意
を
し

く側から

マヒなどのあ

て
敷
き
こ
む
。

③
脱
が
し
た
ほ
う
が
下
に
な
る
よ
う

に
横
向
き
に
し
て
、
マ
ヒ
（
痛
み
）
の

あ
る
側
を
脱
が
せ
る
。

☆
着
せ
る

　
マ
ヒ
（
痛
み
）
の
あ
る
ほ
う
を
上
に

し
て
着
せ
て
い
き
ま
す
。

①
寝
間
着
の
袖
口
か
ら
病
人
の
手
を

持
っ
て
片
側
の
袖
を
通
し
、
背
、
わ

き
を
合
わ
せ
、
し
わ
を
の
ば
し
残
り

を
体
の
下
に
敷
き
こ
む
。

②
仰
向
け
に
し
て
体
の
下
の
寝
間
着

”
：
：
：
－
…
5
，
…
…
：
．
…
－
…
：
。
：
：
－
…
：
：
：
－
：
：
：
：
・
：
：
－
：
：
：
－
：
：
－
－
：
：
：
：
豊
：
：
6
：
：
：
：
：
：
－
：
－
：
－
：
：
・
：
8

☆便器やオムツを使う場合は、上下の分か

れた寝間着が便利。腰周りが汚れたとき

も。下だけを取り替えることができます。

★マヒがあり、関節が硬直していてゆか

た式の寝間着では前がはだけやすい場合

などは。ゆったりしたパジャマ型を。L
　　　　　　　　　そでサイスのバジャマの袖下をほどいてマチ

を入れ袖幅嚢広げたり。スボンは脇縫い

をほどいて裾までファスナーをつけると

着やすくなります。ファスナーは，でき

るだけ柔かいブラスチック製を使います。

　良い寝間着とは，次のようなものです。

　…病爽驚難惣懇一．

　レ着やすく肌ざわりがよい

　レ肌に当たる部分（特に背中）に縫目

　やボタンのついていないもの

　1〉好みに合った色柄のもの（なるべく

明るい感じで）

　薫護i燕楼蓄糠驚一

〉袖ロや袖幅がたっぶりしており、着

　せ替えが便利
　　せつ1〉排泄やオムツの世話がしやすい

レ洗濯がきく

曝
．
…
：
…
巳
：
：
－
：
3
：
－
…
：
…
－
：
：
書
6
…
－
6
，
：
，
：
，
匿
：
：
：
：
：
：
－
：
：
－
：
：
：
：
巴
：
－
－
：
－
：
：
－
：
：
－
：
：
－
：
：
6
：
3
：
－
：
”

を
引
き
出
す
。

③
袖
口
か
ら
手

を
入
れ
て
、
病

人
の
自
由
の
き

く
側
の
手
を
も

っ
て
袖
を
通
す
。

④
前
身
ご
ろ
を

軽
く
合
わ
せ
、

両
脇
の
縫
い
目

を
し
っ
か
り
引

き
、
背
の
し
わ

を
伸
ば
し
て
か

ら
ひ
も
を
結
ぶ
。

60．1．1現在数廿甲世口，人のちま

　区分部落名 男 女 計 世帯数 　区分部落名 男 女 計 世帯数
松　　　代 742 780 1，522 433 中　　　子 8 8 16 5小　荒　戸 55 64 119 32 苧　　　島 59 55 114 28
太　　　平 62 73 135 32 田　野　倉 102 105 207 54
菅　　　刈 57 65 122 32 仙　　　納 45 40 85 22
田　　　沢 55 54 109 28 田　　　代 49 44 93 31
小　屋　丸 11 13 24 7 莇　　　平 62 62 124 29
池　之　畑 44 38 82 18 小　　　貫 13 10 23 6下　　　山 52 50 102 26 諏　訪　峠 3 2 5 2千　　　年 135 153 288 75 寺　　　田 63 65 128 36
池　　　尻 29 31 60 15 名　　　平 19 17 36 10
会　　　沢 56 50 106 33 蒲　　　生 185 167 352 106
清　　　水 51 47 98 34 儀　　　明 156 167 323 78
桐　　　山 34 21 55 17 福　　　島 59 59 118 35
蓬　　　平 129 134 263 65 奈　良　立 19 31 50 18
東　　　山 12 17 29 7 室　　　野 263 281 544 154
海　　　老 47 42 89 27 竹　　　所 45 39 84 25
犬　　　伏 146 132 278 71 濁 12 11 23 8孟　　　地 51 47 98 20 峠 77 76 153 38
片　桐　山 17 13 30 8 木和田原 58 54 112 34
滝　　　沢 29 25 54 15 合　　計 3，111 3，142 6，253 1，714



琢動車税

他
人
ま
か
せ
は
”
損
”

　
自
動
車
税
・
で
苦
情
や
、
ト
ラ
ブ
ル

の
多
い
の
は
『
下
取
り
や
、
廃
車
に

出
し
て
手
元
に
な
い
の
に
自
動
車
税

が
か
か
っ
て
き
て
困
る
。
』
と
い
う
こ

と
で
す
．

　
こ
れ
は
自
動
車
の
登
録
手
続
（
移

転
、
ま
っ
消
登
録
）
を
第
三
者
に
任

せ
、
こ
れ
ら
の
手
続
き
が
遅
れ
て
い

て
も
気
が
つ
か
ず
に
い
る
こ
と
が
原

因
で
す
．

　
自
動
車
税
は
毎
年
四
月
一
日
現
在

登
録
さ
れ
て
い
る
自
動
車
の
所
有
者

（
割
賦
販
売
の
場
合
は
買
受
人
）
に

か
か
り
ま
す
。

　
五
九
年
四
月
一
日
以
降
、
「
廃
車
」

や
、
「
下
取
り
」
に
出
し
た
り
し
た
車

が
あ
る
場
合
は
相
手
方
に
手
続
き
が

済
ん
で
い
る
か
ど
う
か
確
か
め
て
下

さ
い
。

　
確
実
な
確
認
方
法
「
陸
軍
事
務
所

長
岡
支
所
（
費
〇
二
五
八
ー
二
二
ー

一
一
三
一
）
か
ら
「
自
動
車
登
録
事

項
等
証
明
書
」
（
一
件
二
〇
〇
円
）
の

交
付
を
受
け
て
確
か
め
る
こ
と
で
す
。

上
越
財
務
事
務
所
収
税
課

気
象
よ
も
や
ま
話

　
　
確
立
予

　
　
　
　
　
　
　
可

　
　
　
　
　
　
万
淘
卓

　
「
○
○
測
候
所
」

と
何
を
食
べ
て
も
大
丈
夫
だ
。

な
い
と
言
う
“
ま
じ
な
い
、

だ
。

司報　（”）

　
　
　
　
　
　
　
　
を
三
度
唱
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
そ
う

　
　
こ
の
呪
文
は
全
国
共
通
だ
が
、

今
頃
あ
ま
り
言
う
人
は
な
く
な
っ
た
。

　
天
気
予
報
の
当
ら
な
い
原
因
は
、

予
想
の
時
間
の
“
ず
れ
”
が
あ
る
。

気
象
の
推
移
は
実
に
気
ま
ぐ
れ
で
あ

る
。
も
う
一
つ
は
、
地
形
に
よ
っ
て

各
地
各
様
の
表
わ
れ
方
を
す
る
。
そ

こ
で
平
均
的
な
予
報
と
な
る
か
ら
、

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
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一
昨
年
も
行
い
ま
し
た
明
る
い
選
挙
を
推
進
す
る
た
め
の
標
語
を
募
集
し
ま

す
。
ふ
る
っ
て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
〆
切
　
昭
和
六
十
年
三
月
一
日

　
　
※
自
作
未
発
表
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

応募のしかた

回團回一田團

松
代
町
松
代

　
松
代
町
役
場
内

松
代
町
選
挙
管
理

　
　
　
委
員
会
御
中

当
て
は
ま
ら
な
い
所
も
あ
り
、
食
中

毒
の
ま
じ
な
い
に
登
場
す
る
と
言
う

こ
と
に
な
る
。

　
元
来
天
気
予
報
に
利
用
さ
れ
る
天

気
図
は
地
上
観
測
が
主
体
で
あ
る
。

空
へ
の
手
が
か
り
と
し
て
雲
雪
雨
な

ど
目
視
観
測
と
、
ラ
ジ
オ
ゾ
ン
デ
な

ど
の
高
層
観
測
が
あ
っ
た
。
最
近
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
か
ん

気
象
衛
星
に
よ
る
地
球
の
傭
轍
写
真

な
ど
が
開
発
さ
れ
た
が
、
こ
れ
と
て

決
定
的
な
威
力
と
は
な
り
得
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
導
入
さ
れ
た
の
が
最
近

の
．
確
率
予
報
”
で
あ
る
。

　
現
在
全
国
十
数
ヶ
所
（
予
算
の
制

約
あ
り
、
こ
れ
以
上
は
無
理
）
毎
日

定
時
に
行
う
ゾ
ン
デ
な
ど
に
よ
る
高

層
観
測
デ
ー
タ
か
ら
、
気
層
の
安
定

度
を
算
出
し
、
全
国
に
流
し
て
い
る
。

　
各
地
機
関
で
は
、
そ
れ
を
基
と
し

て
、
担
当
空
域
の
実
況
、
気
象
衛
生

か
ら
の
映
像
、
予
報
官
の
経
験
な
ど

を
加
味
し
て
雨
の
降
る
確
率
を
算
定

し
て
発
表
す
る
の
で
あ
る
。

　
確
率
予
報
に
よ
れ
ば
、
言
葉
に
は

表
わ
し
得
な
い
微
妙
な
変
化
は
申
す

に
及
ば
ず
、
利
用
者
自
身
の
判
断
を

も
含
め
て
い
る
の
で
、
現
在
で
は
最

も
進
ん
だ
予
報
と
言
い
得
る
の
で
あ

る
。

標
語（

例
）
明
る
い
選
挙
で

　
　
　
　
　
住
み
よ
い
町
を

日
ご
ろ
選
挙
で
考
え
る
こ
と

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

　
住
所
　
O
O
O
O
O
O
O

　
氏
名
　
O
O
O
O
O

　
　
　
　
　
…
　
気
’

　
　
　
　
令

　
　
　
　
　
　
了
懲

柳

戸
籍
の
窓
ロ

｛
30　％70　％

幽

一輌6

劃
声
繍

讐
譲
轍

　
　
　
め
鎧

高
野
美
寿
々

　
　
　
　
　
＋
二
月
受
付
分

げ
ん
き
な
よ
い
子
に
（
誕
生
）

圭
祐
　
父
秀
昭
　
母
真
由
美

　
　
（
長
男
・
犬
伏
・
美
浦
屋
）

　
　
　
　
父
與
四
郎
　
母
町
子

　
　
（
長
女
・
松
代
・
与
志
乃
）

ご
冥
福
を
祈
り
ま
す
（
死
亡
）

柳
　
ナ
ヲ

池
田
ミ
サ

村
山
キ
サ

萬
羽
　
即

菅
井
幸
作

中
條
登

54　61　95　71　89　95

歳歳歳歳歳歳

石
口
己
代
治
55
歳

齊
木
義
雄
　
62
歳

片
桐
山
干
場

田
野
倉
最
の
上

室
野
　
上
ノ
山

会
澤
　
堂
の
前

松
代
金
左
衛
門

竹
所
向
ケ

松
代
吉
野
屋

中
子
山
の
根
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芸文

ハ　　ハー＼瓜・霞一塗1

繕雛…・

　
短
歌
雪
も
よ
う
風

　
　
　
　
　
　
野
　
石
　
浪
曼

豪
雪
に
遅
れ
し
春
を
思
い
出
に
顔
も

ほ
こ
ろ
ぶ
稔
り
よ
き
秋

大
根
の
白
根
お
ろ
せ
し
汁
辛
く
舌
に

し
び
れ
て
昼
飯
う
ま
し

出
稼
ぎ
者
の
心
急
か
せ
る
柿
の
葉
の

落
ち
つ
く
す
空
雪
も
よ
う
風

心
と
は
自
分
の
城
を
持
て
る
時
こ
だ

わ
り
の
な
き
明
る
さ
に
充
つ

高
山
に
雪
来
て
冷
ゆ
る
宵
闇
に
い
よ

い
よ
低
く
見
ゆ
る
金
星

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
げ

枯
れ
果
て
て
野
は
ほ
の
白
し
朝
光
に

明
る
む
山
は
赤
錆
び
て
立
つ

　
　
し
ぶ
み
句
会

冬
枯
れ
の
鶏
足
山
に
植
林
す

大
寺
の
石
佛
か
か
え
冬
樫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
花

キ
ャ
タ
ピ
ラ
の
跡
盛
り
上
げ
て
霜
柱

炉
火
つ
つ
く
炉
も
な
く
夫
婦
老
い
に

け
り
　
　
　
　
　
　
　
淡
　
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ま
や

新
藁
を
積
み
込
み
塞
ぐ
厩
窓

白
足
袋
に
履
き
替
え
尼
僧
座
に
着
き

ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
悠
歩

暮
れ
迫
り
煤
掃
き
終
え
て
一
安
堵

木
枯
し
や
芒
白
穂
の
舞
い
上
が
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　
元

ふ
い
こ鞘

場
の
ガ
ラ
ス
戸
ゆ
ら
し
雪
来
た
る

行
商
や
部
落
は
す
で
に
冬
構
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瀞
舟

　
　
　
　
と
こ
　
ろ

誘
い
合
い
野
老
堀
り
し
て
楽
し
み
ぬ

冬
ぬ
く
し
寺
の
普
請
の
は
か
ど
り
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
千
代

妻
手
術
待
つ
夜
の
長
く
山
眠
る

闇
汁
に
行
け
ぬ
思
い
を
妻
看
と
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柄
　
史

細
雪
A
．
心
佛
の
鐘
ひ
び
き
お
り

初
冬
や
上
京
陳
情
国
境

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
　
石

野
佛
の
落
葉
敷
く
ま
ま
埋
る
ま
ま

曲
り
屋
や
ぐ
る
り
懸
水
冬
構
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
　
明

消
え
る
か
と
思
え
ば
盛
る
焚
火
か
な

メ
ラ
メ
ラ
と
焚
火
は
土
工
の
頬
染
め

て
　
　
　
　
　
　
　
　
静
　
風

熟
れ
柿
を
見
お
ろ
し
て
い
る
黒
き
鳥

初
雪
や
連
山
白
き
花
ざ
か
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記
　
沙

小
春
よ
し
雪
割
草
を
山
採
り
す

出
棺
の
あ
と
静
ま
り
し
冬
座
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枯
　
水

硯
を
ば
洗
い
き
よ
め
て
年
賀
状

息
荒
く
登
り
つ
め
た
り
松
苧
山
　
　
　
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芳
　
平
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

雪
の
朝
目
は
覚
め
れ
ど
も
床
恋
し
　
　
皿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

花
咲
き
て
寒
さ
に
耐
ゆ
る
シ
ク
ラ
メ
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

ン
　
　
　
　
　
　
　
美
根
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

焚
火
す
る
土
工
輪
に
な
り
喋
り
合
う
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

軒
下
の
干
菜
つ
い
ば
む
影
の
あ
り
　
　
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紅
茶
㎜

　
き
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
北
風
に
木
の
葉
の
舞
う
や
空
曇
る
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

ふ
と
こ
ろ
手
不
精
者
ら
し
通
り
行
く
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
酬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
由
吊
　
山
　
刷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

た
し
か
め
て
冬
蝿
歩
く
窓
の
縁
　
　
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

賀
状
書
く
筆
も
そ
ぞ
ろ
の
気
忙
し
さ
“
“

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
草
　
人
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜

　
　
蒲
生
句
会
　
　
　
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

手
術
後
の
妻
昏
々
と
シ
ク
ラ
メ
ン
　
　
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

蜜
柑
剥
く
妻
の
指
先
癒
え
近
し
　
　
　
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耕
山
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

帰
省
す
る
夫
の
夜
着
に
も
冬
日
当
て
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

木
枯
し
や
雪
吊
り
の
縄
ゆ
る
み
な
く
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
さ
女
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

牡
丹
雪
遅
々
た
る
妻
の
手
内
職
　
　
　
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

笠
の
雪
又
も
落
と
し
て
夜
道
踏
む
　
　
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鉄
堂
皿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

燈
明
の
ほ
の
か
な
明
り
年
守
る
　
　
　
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

つ
れ
づ
れ
の
話
く
だ
け
て
の
っ
ぺ
汁
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酬
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
　
日
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

参
道
に
挨
拶
絶
え
ぬ
初
詣
　
　
　
　
　
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

元
朝
は
除
雪
車
も
ま
た
遅
く
来
て
　
　
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
折
　
人
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

初
髪
の
匂
い
残
し
て
雪
道
ゆ
ず
る
　
　
ハ

玄
関
の
氷
柱
払
い
て
年
始
客
　
　
　
　
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耕
　
人
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

園
芸
｝
ロ
メ
モ

”
松
代
園
芸
愛
好
会
”

　
　
樹
形
の
い
ろ
い
ろ

　6
幡
　
　
幹

　
海
岸
や
岩
山
の
絶
壁
で
長
年
の
風

雪
に
痛
め
つ
け
ら
れ
、
傷
つ
き
な
が

ら
奇
形
に
近
い
曲
幹
と
な
っ
て
た
く

ま
し
く
生
き
ぬ
い
た
老
樹
の
姿
で
す
。

　
　
根
　
張
　
り

　
八
方
根
張
り
は
少
な
く
、
ほ
と
ん

ど
片
根
張
り
で
、
根
元
ま
で
サ
バ
に

な
っ
て
い
る
の
が
多
い
。

　
　
　
幹

　
模
様
木
よ
り
も
強
い
屈
曲
が
、
前

後
左
右
に
あ
り
、
樹
芯
ま
で
届
く
よ

う
な
サ
バ
幹
、
ジ
ン
が
あ
る
も
の
が

よ
く
あ
り
ま
す
。

　
　
　
枝

　
枝
も
幹
に
合
わ
せ
て
ジ
ン
が
あ
り
、

蠕
屈
し
て
い
な
け
れ
ば
バ
ラ
ン
ス
が

と
れ
ま
せ
ん
．

　
　
樹
　
　
冠

　
ジ
ン
を
作
る
に
し
ろ
作
ら
な
い
に

し
ろ
、
幹
や
枝
に
調
和
し
た
樹
冠
に

す
る
く
ふ
う
が
大
切
で
す
。

　
幹
が
蠕
曲
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
樹
冠
だ
け
が
風
雪
の
被
害
を

受
け
て
い
な
い
よ
う
な
姿
は
不
調
和

　
　
　
　
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

幡
幹
に
む
く
樹
種

　
ゴ
ヨ
ウ
マ
ツ
、
シ
ン
パ

ク
、
ア
カ
マ
ツ
、
ク
ロ
マ

ツ
、
カ
エ
デ
、
ウ
メ
ピ
ラ

カ
ン
サ
な
ど
で
す
。

，
噛


