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《人ロの動き》
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写真でみる町内黙85”

渋海川橋梁P　C

桁架設される　》難．’

（小荒戸地内）

癬i購

翻鰹

5月3日
191名擦大矢の仲間炎り

濃
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4月1日付で
　田代部落
　　高柳町へ

一概要一
・世帯・・

・人ロ・・

・面積・・

一31世帯
・…男49人、女42人

・…　0．74km2

　轟灘1毒

．礁　鼎稲田犬学生

　　　延2、，000火来町

●6月14日
松代町交通安全

指導員に女性3
名が仲問入り
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宴　｝、〆　　　　　　　　　　　　　脾

》、
　　　　　轍聾

匿
工事費約18，000万円

11月8日　交通安全キャラバン隊来町

総床面積1，122m・舶騨騨

工期60．5．1～11．30日

く110月10日第7回町民

健康マラソン大会開

催される

●10月1日第14回国勢調査

　実施される

人ロ6，026人、1，753世帯

“まつり”さかん
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欄　　　　　　叫　峠　鶯所、寺田、蓬平部落に、’

　　　　　　　　　　D3級ブ獲ド、緊ザ懸配置される
　欝糊

●10月24日国道253号儀明地内

道路欠壊し全面交通止になる

　12月18日交通止解除になる

▼9月5日松代町史編纂委員会開催される

▲8月4日早稲田大学、清水望教授他4名
　来町（早稲田クラブ）

●8月4日第6回町民体育祭開催される

ふれあい広場だよ！

　　　“全員集合”

10月18日

70余名の男女

が集合する

（総合センター）
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～価格好調～すな　
今
年
で
五
年
目
に
な
っ
た
茄
子
の

栽
培
も
、
農
家
数
而
積
と
も
に
昨
年

と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
が
、
大
干
ば
つ
の

影
響
を
受
け
、
収
量
は
昨
年
よ
り
落

ち
ま
し
た
が
、
価
格
が
良
か
っ
た
た

め
減
収
分
と
干
ば
つ
の
苦
労
を
カ
バ

ー
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
来
年
か
ら
は
県
の
価
格
保
障
制
度

も
で
き
ま
す
の
で
、
栽
培
農
家
を
増

や
し
、
　
「
松
代
な
す
」
の
産
地
と
し

て
の
地
位
を
、
確
立
し
た
い
も
の
で

す
。

　
イ
ン
ゲ
ン
の
栽

培
が
減
っ
て
、
今

年
か
ら
「
し
し
と

う
」
が
始
ま
り
、

好
成
績
を
納
め
ま

し
た
が
、
米
プ
ラ

ス
畑
作
に
よ
る
複

合
経
営
の
気
運
が

農
家
に
醸
成
さ
れ

つ
つ
あ
り
、
期
待

さ
れ
ま
す
。

裁鵜・
諺濫〆

畿

産業シリーズ⑱

作　　　　　目
栽　　　培 販　　　　売　　　　額 10　ア　ー　ル　当　り

戸数 面　積 数　　　量 単　価 金　　　額 数　量 金　　　額

な　　す（生） 　戸

31
　α
290

142，58吻 161円 22，935，013円 4，917砺 790，862円

〃　　（塩蔵） 8，740 75 655，500 （301） （22，603）

い　ん　げ　ん 76 85 3，859 730 2，815，230 454 331，204

し　し　と　う 10 11 3，314 660 2，186，898 3，013 1，988，089

か　ぼ　ち　ゃ 6 30 5，124 81 413，250 1，708 137，750

昭和60年　葉たばこ収納成績

　
今
年
か
ら
葉
た
ば
こ
の
品
種
が
、

白
遠
州
一
号
か
ら
白
遠
州
二
号
に
変

わ
り
ま
し
た
。
こ
の
品
種
は
耐
病
性

（
主
に
土
壌
病
害
）
が
あ
り
、
特
に

立
枯
病
対
策
と
し
て
導
入
さ
れ
た
も

の
で
す
。
こ
の
品
種
は
草
丈
が
一
m

ま
で
軟
弱
で
倒
伏
防
止
措
置
が
必
要

の
た
め
、
各
農
家
は
支
柱
を
立
て
て

栽
培
さ
れ
ま
し
た
。

　
成
績
は
表
の
と
お
り
で
す
が
、
年

々
栽
培
戸
数
・
面
積
と
も
減
少
し
て

お
り
ま
す
が
、
今
年
は
干
ば
つ
の
被

害
を
受
け
た
地
区
が
減
収
に
な
っ
た

も
の
の
、
昨
年
よ
り
反
収
も
金
額
も

上
廻
っ
て
お
り
、
努
力
の
成
果
が
上

が
っ
て
お
り
ま
す
。
百
万
円
以
上
の

農
家
は
十
三
戸
と
昨
年
よ
り
二
戸
増

え
て
お
り
、
畑
作
部
門
の
主
要
作
目

と
な
っ
て
い
ま
す
。

部落名
耕作者

氏名

耕作面積

収量 収納代金
lOアール当り 1硝り

収納金額収量 収納代金

松代 ！人
　α

9．4 273．5
　　　　　円

385，105 291
　　　　　1「1｛

409，986
　　　円
1，408

太平 3 42．4 1，145．0 1，915，450 270 451757
　　　，

1，673

田沢 1 13．O 329．0 573，280 253 440，985 1，742

会沢 1 2！．0 486．5 680，260 232 323，933 1，398

清水 2 24．O 51！．5 66！，085 213 275，452 1，292

桐山 1 14．0 362．5 561，430 259 401，021 1，549

蓬平 1 14．0 313．0 388，400 224 277，429 1，241

東山 7（1） 263．3 5，93！．0 8，629，040 225 327，726 ！，455

犬伏 6 188．8 4，925．0 8，317，415 261 440，541 1，689

孟地 7 186．0 4，649．5 8，102，575 250 435，622 1，743

片桐山 3 49．O 1227．5
　，

1，紹7，935 251 385，293 1，538

滝沢 2 52．9 1，225．0 ！，775，735 232 335，678 1，450

莇平 1 15．0 344．0 441，280 218 289，559 1，330

蒲生 2 28．1 449．5 650，485 160 231，489 1，447

福島 1 30．0 702．0 1，173，400 234 391，133 1，672

合計 35人 950．9 22，874．5 36，122，875 24！ 379，881 1，579
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．和牛甦市鞭顔
　
牛
さ
ん
か
ら
寅
さ
ん
へ
、
バ
ト
ン

タ
ッ
チ
の
季
節
と
な
り
ま
し
た
。

　
和
牛
飼
養
農
家
に
と
っ
て
、
丑
年

で
あ
る
こ
と
を
強
く
感
じ
た
一
年
で

し
た
。

　
昭
和
五
十
六
年
十
月
、
牛
肉
の
完

全
自
由
化
要
求
に
端
を
発
し
た
和
子

牛
の
市
場
価
格
の
下
落
傾
向
は
、
全

国
的
に
長
期
化
の
様
相
を
示
し
て
き

て
い
た
。
こ
の
た
め
、
母
牛
の
肥
育

転
用
が
進
み
、
繁
殖
農
家
の
著
し
い

減
少
が
続
い
た
．

　
表
一
は
、
雌
子
牛
の
市
場
販
売
キ

ロ
単
価
（
販
売
金
額
を
体
重
で
除
し

た
数
値
。
）
の
推
移
で
す
。
市
場
ご
と

に
下
が
り
続
け
た
キ
ロ
単
価
は
、
昭

和
五
十
九
年
四
月
に
六
四
二
円
に
ま

で
な
り
ま
し
た
。
回
復
基
調
と
い
わ

れ
な
が
ら
、
よ
う
や
く
子
牛
価
格
が

動
き
だ
し
た
の
は
、
今
年
に
な
っ
て

か
ら
で
す
。
十
二
月
市
場
で
キ
ロ
単

価
は
、
一
、
一
二
五
円
ま
で
上
昇
し

て
き
ま
し
た
。

　
た
と
え
ば
、
同
じ
二
五
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム
の
雌
子
牛
を
市
場
出
荷
し
た
場

合
を
例
に
す
る
と
、
昭
和
五
十
九
年

四
月
で
は
一
六
万
一
千
円
、
昭
和
六
十

年
十
二
月
だ
と
二
八
万
一
千
円
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
販
売
価

格
の
差
は
、
一
二
万
円
に
も
な
る
わ

け
で
す
。
子
牛
価
格
の
完
全
回
復
ま

で
、
あ
と
一
歩
と
い
う
所
ま
で
き
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
さ
て
、
表
二
は
昭
和
六
十
年
の
子

牛
取
引
き
の
成
績
で
す
。

　
前
年
に
比
べ
て
、
　
一
頭
当
た
り
平

均
価
格
は
、
六
万
円
高
く
な
っ
て
い

ま
す
。
上
越
市
場
に
も
活
気
が
戻
っ

て
き
ま
し
た
。

藪
艦
難
讐

萎

　
春
・
秋
の
く
び
き
子
牛
共
進
会
で

松
代
牛
は
、
最
優
秀
賞
三
点
を
始
め

多
数
の
入
賞
を
果
た
し
、
依
然
衆
目

を
集
め
ま
し
た
．

　
し
か
し
、
増
体
系
種
雄
牛
の
利
用

が
普
及
し
、
上
越
管
内
市
町
村
の
出

品
子
牛
の
格
差
は
、
縮
ま
っ
て
き
ま

し
た
。
種
雄
牛
の
指
定
交
配
に
よ
る

改
良
に
は
、
限
度
が
あ
る
と
言
え
ま

す
。
よ
い
子
牛
を
産
ま
す
た
め
の
系

統
の
影
響
は
、
母
牛
に
よ
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
わ
け
で
す
。

　
当
町
で
は
、
繁
殖
基
礎
雌
牛
と
し

て
、
今
年
度
島
根
県
か
ら
十
頭
を
導

入
し
ま
し
た
。
保
留
事
業
に
よ
る
斉

一
性
の
高
い
子
牛
生
産
が
望
ま
れ
ま

す
。　

今
年
、
系
統
と
子
牛
育
成
技
術
の

差
が
、
産
地
の
優
劣
を
色
分
け
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
低
迷
期
に

培
っ
た
生
産
コ
ス
ト
の
軽
減
技
術
を

生
か
し
、
畜
産
経
営
の
安
定
に
資
す

る
よ
う
期
待
し
ま
す
。

（単位：円）雌子牛のキロ単価の推移表1

年 月 キロ単価 年 月 キロ単価 年 月 キロ単価

58年4月 868 59年4月 642 60年4月 841

5月 808 5月 658 5月 765

7月 818 7月 705 7月 874

9月 870 9月 743 9月 1，020

11月 754 11月 710 11月 1，045

12月 755 12月 734 12月 1，125

昭和60年上越家畜市場子牛取引き成績表2

地域 性　　別 成　　立　　頭　　数
　　　　　　　（豆頁）

平　　均　　｛面　　季各

　　　　　　　（円）
平　　均　　体　　重
　　　　　　　（吻）

キロ当り単価　　　　　　（円）
貝反　売　　価　　ホ各

　　　　　（千円）

上
越
計

雌 508 232，201 254 916 117，958

去　　勢 566 282，382 283 998 159，828

計 1，074 258，646 269 961 277，786

松
代
計

雌 62 258，565 275 941 16，031

去　　勢 69 311，348 310 1，004 21483　，

計 、131 286，366 293 976 37，514
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高
校
卒
業
後
、
町
に
残
っ
て
い
る

仲
間
が
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
を
や
り
た
い

と
い
う
気
持
で
、
学
校
の
体
育
館
を

借
り
練
習
を
し
は
じ
め
、
部
活
を
や

っ
て
い
た
卒
業
生
が
一
人
、
ま
た
一

人
と
増
え
た
。

　
都
会
か
ら
の
U
タ
ー
ン
し
て
き
た

人
達
な
ど
も
加
わ
っ
て
協
会
を
設
立

し
、
会
員
数
も
二
十
数
名
に
な
り
ま

し
た
。

　
現
在
で
は
、
小
・
中
学
校
の
先
生

方
も
会
員
に
な
っ
て
い
た
だ
い
て
、

多
種
多
様
の
職
業
を
持
っ
て
い
る
人

達
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
会
の
目
的
…
…
…
知
識
と
技
術
の

向
上
を
か
か
げ
て
あ
り
、
5
4
年
・
5
5

年
に
、
全
日
本
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
醸
醗
灘

手
を
招
き
、
一
流
選
手
の
試
合
や
実

地
指
導
を
受
け
、
技
術
向
上
に
大
変

役
立
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
毎
週
一
回
の
練
習
と
、
春
・
秋
の

大
会
や
、
町
外
選
手
と
の
交
流
を
深

め
る
為
に
も
町
外
の
大
会
に
も
数
多

く
出
場
し
、
七
年
連
続
県
大
会
に
臨

み
本
年
は
三
位
に
入
賞
す
る
な
ど
立

派
な
成
績
を
納
め
て
い
ま
す
。

　
週
一
回
の
練
習
に
も
、
仕
事
の
関

係
で
休
む
人
も
お
り
ま
す
が
、
大
会

2
カ
月
ぐ
ら
い
前
に
な
る
と
欠
席
者

も
な
く
、
好
プ
レ
ー
に
拍
手
を
し
、

一
致
団
結
し
て
頑
張
っ
て
お
る
と
こ

ろ
が
、
少
数
精
鋭
の
良
い
所
で
あ
る
。

　
早
稲
田
大
学
が
合
宿
に
入
り
猛
練

習
の
中
、
一
晩
、
胸
を
借
り
高
度
な

技
術
や
練
習
試
合
な
ど
を
行
い
、
協

会
と
学
生
の
交
流
を
深
め
ま
し
た
。

こ
の
催
し
を
定
期
的
に
続
け
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
六
～
七
年
前
、
教
育
委
員
会
か
ら

バ
ド
ミ
ン
ト
ン
教
室
の
依
頼
を
受
け
、

協
会
の
事
業
で
も
あ
る
青
少
年
育
成

の
一
環
と
し
て
、
軽
い
気
持
で
引
き

受
け
ま
し
た
が
、
対
象
者
は
小
学
生
、

婦
人
な
ど
初
心
者
が
圧
倒
的
に
多
く
、

羽
根
つ
き
ぐ
ら
い
と
言
う
気
持
で
、

参
加
さ
れ
た
人
が
多
く
、
我
々
か
ら

し
ま
す
と
、
う
ま
く
な
っ
て
ほ
し
い

と
い
う
希
望
が
あ
る
為
に
、
き
つ
い

練
習
が
続
き
回
数
を
重
ね
て
い
く
た

び
に
、
参
加
者
も
少
な
く
な
り
、
子

供
達
に
教
え
る
こ
と
の
難
し
さ
を
痛

感
い
た
し
ま
し
た
。

　
昨
年
と
今
年
奴
奈
川
小
学
校
を
会

場
に
子
供
達
と
父
兄
の
皆
さ
ん
を
対

象
に
教
室
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
子
供
達
の
上
達
は
早
い
も
の
で
、

適
切
な
指
導
を
与
え
れ
ば
、
す
ぐ
に

自
分
の
も
の
に
し
て
し
ま
う
も
の
で

す
。　

指
導
す
る
方
も
要
領
を
得
て
き
た

の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
自
信
が
付

い
て
き
ま
し
た
。

　
昨
年
ま
で
は
、
我
々
の
方
で
呼
び

か
け
て
開
催
し
て
い
た
教
室
も
、
本

年
度
よ
り
奴
奈
川
地
区
で
『
汗
を
か

こ
う
会
』
と
い
う
会
が
発
足
し
、
自

分
達
で
教
室
を
開
く
な
ど
軌
道
に
乗

り
ま
し
た
。

　
子
供
達
に
は
、
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
の

基
本
的
動
作
も
必
要
に
な
り
ま
す
が
、

今
の
子
供
達
は
、
あ
い
さ
つ
が
出
来

な
い
と
、
よ
く
言
わ
れ
ま
す
の
で
、

練
習
を
始
め
る
前
に
高
学
年
が
、
主

と
な
り
“
あ
い
さ
つ
”
を
し
て
終
っ

た
時
は
、
全
員
で
後
片
付
け
を
し
、

父
兄
に
対
し
て
必
ず
、
お
礼
の
言
葉

を
い
う
事
を
原
則
と
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
一
般
の
方
々
に
は
運
動
や
、

ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
、
健
康
の
保
持

増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
子

供
達
と
一
緒
に
な
っ
て
和
気
あ
い
あ

い
と
練
習
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
協
会
の
事
業
を
紹
介
い
た
し
ま
し

た
が
、
我
々
の
会
員
も
高
齢
化
が
進

ん
で
い
ま
す
。
若
者
が
一
人
で
も
多

く
入
会
し
て
い
た
だ
き
、
活
気
あ
る

協
会
に
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

■■■■，口
1■■■■■■■■

o
漁唐

　
地
域
社
会
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

　
「
赤
ち
ゃ
ん
と
い
っ
て
も
ゼ
ロ
歳

か
ら
一
歳
八
か
月
。
ま
だ
言
葉
も
十

分
に
話
せ
な
い
。
話
せ
て
も
ほ
ん
の

片
言
だ
。
そ
ん
な
子
ど
も
た
ち
が
一

生
懸
命
、
私
を
た
よ
り
に
呼
ん
で
く

れ
る
。
小
さ
な
赤
ち
ゃ
ん
は
泣
い
て

私
を
呼
び
、
大
き
な
子
ど
も
は
片
言

で
『
し
え
ん
し
え
い
。
し
え
ん
し
え

い
』
と
呼
ん
で
く
れ
る
。

　
こ
ん
な
未
熟
な
私
で
も
、
子
ど
も

た
ち
は
『
先
生
』
と
思
っ
て
呼
ん
で

く
れ
る
。
た
ま
ら
な
く
う
れ
し
か
っ

た
」　

保
育
園
で
、
奉
仕
活
動
を
経
験
し

た
あ
る
女
子
中
学
生
の
感
想
文
で
す
。

他
人
か
ら
頼
り
に
さ
れ
た
と
い
う
喜

び
、
そ
し
て
、
自
分
の
力
で
成
し
遂

げ
た
と
い
う
充
足
感
が
、
少
女
の
言

葉
か
ら
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
に
伝
わ
っ

て
き
ま
す
。

　
社
会
に
対
す
る
視
野
を
広
げ
、
自

分
の
存
在
を
確
認
し
、
他
人
を
思
い

や
る
心
を
育
く
む
に
は
、
こ
の
少
女

の
よ
う
に
、
社
会
的
な
活
動
を
身
を

も
っ
て
体
験
す
る
こ
と
が
効
果
的
な

よ
う
で
す
。

　
　
　
　
　
　
隣
近
所
の
人
が
協
力

し
て
や
っ
て
い
た
こ
と
を
、
今
で
は

そ
の
大
部
分
を
業
者
や
行
政
が
や
っ

て
く
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
引
っ
越
し

す
る
と
き
は
業
者
に
頼
む
、
ゴ
ミ
は

清
掃
車
が
取
り
に
き
て
く
れ
る
、
病

人
が
出
れ
ば
救
急
車
を
呼
ぶ
　
　
こ

の
よ
う
に
、
今
は
他
人
の
手
を
あ
ま

り
煩
わ
せ
ず
に
”
事
”
が
運
べ
る
時

代
に
な
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
得

る
も
の
1
便
利
さ
ー
も
多
い
か
わ
り

　
　
　
　
　
9
ペ
ー
ジ
ヘ
つ
づ
く

一
使
謬
難
る
も
の
『

か
つ
て
は
、
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8
ぺ
ー
ジ
よ
り

に
、
他
人
同
士
が
手
を
取
り
合
い
、

知
恵
を
出
し
合
い
、
共
同
で
作
業
す

る
と
い
っ
た
こ
と
1
連
帯
感
i
が
失

わ
れ
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
し

よ
う
か
。

置
覚
め
さ
せ
よ
う
福
祉
の
嘉

　
こ
の
先
、
他
人
と
触
れ
合
う
機
会

が
ま
す
ま
す
減
っ
て
い
く
と
す
れ
ば
、

自
分
の
利
害
に
関
す
る
こ
と
や
興
味

の
対
象
以
外
に
は
目
も
向
け
ず
、
行

動
も
し
な
い
と
い
う
風
潮
を
さ
ら
に

助
長
さ
せ
て
し
ま
わ
な
い
と
も
限
り

ま
せ
ん
．

　
こ
う
し
た
風
潮
の
中
で
、
次
の
世

代
を
担
う
子
供
た
ち
に
、
福
祉
の
心

を
い
か
に
し
て
目
覚
め
さ
せ
る
か
、

社
会
と
の
か
か
わ
り
合
い
の
中
で
、

各
自
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
ど
う
理

解
さ
せ
る
か
　
　
こ
れ
は
、
家
庭
、

学
校
、
地
域
社
会
が
、
こ
れ
か
ら
真

剣
に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
課
題
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
奉
仕
活
動
を
体
験
し
た
少
女
が
、

一
回
り
も
二
回
り
も
大
き
く
成
長
し

た
こ
と
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
、
こ
れ
か

ら
の
福
祉
教
育
　
　
他
人
を
思
い
や

る
心
を
ど
う
育
く
む
か
　
　
を
考
え

て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

※
記
事
中
の
女
子
中
学
生
の
作
文
は
、

全
国
社
会
福
祉
協
議
会
刊
「
中
学
生

高
校
生
の
た
め
の
福
祉
教
育
」
（
新
谷

弘
子
著
」
か
ら
転
載
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　　　　　　　　時代

　　　　　　　　　　　9

鑓嚢臨幾

澱繊懸選る躍翻繕

　
か
つ
て
”
人
生
五
十
年
”
と
い
わ

れ
て
い
た
時
代
に
は
、
子
育
て
を
終

え
た
り
、
定
年
退
職
し
た
後
の
人
生

は
比
較
的
短
い
も
の
で
し
た
。
し
か

お
年
寄
り
に
と
っ
て
重
大
な
課
題
で

あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

し
現
在
、
日
本
は

世
界
一
の
長
寿
国

と
な
り
、
”
人
生
八

十
年
”
と
い
わ
れ

ま
す
．
子
供
が
結

高齢者と生涯学習

　
　
自
治
体
で
行
う
事
業
を

　
　
　
　
　
　
有
効
に
利
用

　
現
代
社
会
の
急
速
な
変
化
に
適
応

し
な
が
ら
生
活
を
営
ん
で
い
く
た
め

に
は
、
お
年
寄
り
に
と
っ
て
も
ふ
だ

ん
の
学
習
が
大
切
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
は
「
生
涯
学
習
」
の
実
践
が
不

可
欠
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
最
近
は
多

く
の
自
治
体
が
、
お
年
寄
り
の
生
き

が
い
を
高
め
る
た
め
に
次
の
よ
う
な

事
業
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

生
き
が

婚
し
て
独
立
し
た
り
、
自
分
が
退
職

し
た
後
も
、
い
ま
で
は
十
五
年
か
ら

二
十
年
ぐ
ら
い
の
人
生
が
あ
る
わ
け

で
す
。

　
し
か
し
、
一
般
的
に
お
年
寄
り
は
、

年
齢
と
と
も
に
社
会
と
の
つ
な
が
り

が
薄
れ
、
社
会
や
家
庭
の
中
で
の
役

割
が
少
な
く
な
り
が
ち
で
す
。
そ
の

結
果
、
生
き
る
目
的
を
見
失
っ
て
し

ま
う
お
年
寄
り
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。　

長
く
な
っ
た
老
後
の
人
生
を
健
康

に
過
ご
し
、
い
か
に
生
き
が
い
の
あ

る
も
の
に
し
て
い
く
か
　
　
こ
れ
は
、

い
を
高
め
る

　
　
　
　
　
学
習
を

た
。▼

さ
ま
ざ
ま
な
学
習
の
機
会
と
な
る

　
高
齢
者
教
室
（
老
人
大
学
、
寿
大

　
学
）

▼
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
や
っ
て
み

　
た
い
、
と
い
う
人
の
た
め
の
ボ
ラ

　
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座

▼
お
年
寄
り
が
長
い
人
生
の
中
で
身

　
に
つ
け
た
知
識
や
技
術
を
役
立
た

　
せ
る
た
め
の
高
齢
者
人
材
活
用
（
人

　
材
銀
行
）

▼
お
年
寄
り
と
若
い
世
代
と
の
ふ
れ

　
あ
い
を
深
め
る
た
め
の
世
代
間
交

　
流
事
業

A

（（

違
薩

元

▼
学
習
活
動
や
社
会
参
加
、
あ
る
い

　
は
生
活
上
の
い
ろ
い
ろ
な
問
題
に

　
つ
い
て
相
談
に
応
じ
る
相
談
事
業

　
　
目
的
意
識
を
も
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
生
き
る

　
生
き
生
き
と
し
て
い
る
お
年
寄
り

に
は
共
通
点
が
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
は
、
好
奇
心
が
お
う
盛
で
友
達

が
多
く
、
家
庭
や
地
域
社
会
の
中
で

役
割
を
担
い
、
人
生
の
基
本
方
針
を

も
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
こ
と
で
す
。

　
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
す
ぐ
に
そ
う

し
よ
う
と
し
て
も
簡
単
に
は
で
き
ま

せ
ん
。
や
は
り
、
自
分
の
目
的
意
識

を
は
っ
き
り
も
っ
た
生
き
方
を
ふ
だ

ん
か
ら
心
が
け
る
こ
と
が
肝
心
で
し

ょ
う
。

　
身
近
に
あ
る
学
習
の
機
会
を
利
用

し
た
り
、
地
域
社
会
の
活
動
に
積
極

的
に
参
加
し
た
り
し
て
、
　
．
仲
間
”

や
．
役
割
”
や
”
人
生
の
基
本
方
針
”

を
持
つ
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。

　
　
〔
未
来
の
テ
レ
ビ
〕

　
「
高
品
位
テ
レ
ビ
」
と
い
う
こ
と

ば
を
、
最
近
よ
く
耳
に
し
ま
す
。
科

学
万
博
で
は
、
　
「
エ
キ
ス
ポ
セ
ン
タ

ー
」
の
多
目
的
ホ
ー
ル
で
、
縦
四
・

八
メ
ー
ト
ル
、
横
八
メ
ー
ト
ル
と
い

う
大
画
面
を
持
つ
高
品
位
テ
レ
ビ
が

登
場
し
、
話
題
を
呼
び
ま
し
た
。

　
テ
レ
ビ
は
、
横
に
走
る
走
査
線
が

画
面
を
構
成
し
て
い
ま
す
が
、
普
通

の
テ
レ
ビ
の
走
査
線
が
五
百
二
十
五

本
で
あ
る
の
に
対
し
、
高
品
位
テ
レ

ビ
は
千
百
二
十
五
本
と
倍
以
上
に
な

る
た
め
、
キ
メ
細
か
い
鮮
明
な
画
像

が
得
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
画
面
の
縦
横
の
比
率
も
、

現
在
の
四
対
三
か
ら
五
対
三
へ
と
、

横
長
に
な
り
ま
す
。

　
高
品
位
テ
レ
ビ
は
、
放
送
衛
星
や

光
フ
ァ
イ
バ
ー
ケ
ー
ブ
ル
を
使
っ
た

新
し
い
時
代
の
放
送
用
で
、
現
在
私

た
ち
が
茶
の
間
で
見
て
い
る
テ
レ
ビ

の
放
送
シ
ス
テ
ム
で
は
利
用
で
き
ま

せ
ん
が
、
こ
の
方
面
の
技
術
で
は
わ

が
国
が
世
界
一
。
技
術
、
シ
ス
テ
ム

の
改
良
に
よ
り
、
遠
か
ら
ず
家
庭
用

も
開
発
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
家

庭
用
で
は
大
体
七
十
セ
ン
チ
く
ら
い
“

の
画
面
の
大
き
さ
に
な
る
と
い
い
ま

す
か
ら
、
い
ま
一
般
的
に
使
わ
れ
て

い
る
十
六
～
二
十
一
イ
ン
チ
な
ど
と

は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
迫
力
の
画

像
が
楽
し
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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響・
　・演

■ぴ

　　　伽

・梅
　　・灘’1『

　
　
　
　
　
む

ざ
癬
騰
．
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
や

梅
｝
簸
．
／

　
　
　
　
　
撫
　
r
擁

翫
丹
緯
置

譲

霊
驚
陣

　
　
　
　
．
穐
　
、
転

　
　
　
　
拶
、
梅

　
　
　
鰯
　
敷

　
　
％
鷺

　
『
讐

懸

灘・

　
　
．
〆
㌦

　
　
　
■
駕

　
　
漕
鯉
曙

　
　
ヂ
　
　
　

　
　
　
無
、
曝

　
　
　
　
瓢

　
　
　
膿
～

繋
ン

　
）
蓼
　
　
．

，
黛
．

灘A

　
渋
海
川
の
源
流
を
下
っ
て
六
K
、

流
域
の
小
高
い
丘
に
点
在
し
て
い
る

小
部
落
が
当
部
落
で
地
形
に
は
恵
ま

れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
川
の
流
れ
に

沿
っ
て
県
道
月
池
松
代
線
が
あ
り
道

路
に
平
行
し
て
戸
数
が
十
八
戸
で
昭

和
の
初
期
か
ら
は
半
分
に
な
っ
た
が

近
年
は
増
減
は
少
な
い
。
古
代
の
こ

と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
松
之
山

郷
に
属
し
高
田
藩
の
統
治
下
に
松
之

山
郷
北
組
三
十
一
ヶ
村
福
島
部
落
の

一
部
に
属
し
て
い
た
。
ど
こ
の
部
落

に
も
あ
る
が
地
検
書
に
天
和
地
検
で

一
斉
に
土
地
の
所
有
高
が
書
上
に
明

ら
か
に
な
り
公
薄
と
し
て
登
載
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
様
で
あ
る
。

　
幕
政
の
統
治
が
奥
地
辺
狭
ま
で
及

ん
で
平
氏
の
落
人
の
隠
逸
も
経
世
の

人
と
な
っ
た
。
元
禄
の
初
期
あ
た
り

こ
の
地
に
定
着
と
な
っ
た
者
が
多
い

様
で
あ
る
。
そ
の
頃
か
、
そ
れ
以
前

　
　
か
み
が
た

か
、
上
方
よ
り
の
一
統
の
中
に
柳
と

言
う
兄
弟
の
一
族
が
土
着
し
た
が
兄

が
松
代
か
、
弟
が
奈
良
立
か
定
か
で

は
な
い
が
、
近
年
民
族
学
者
で
あ
る

柳
田
國
男
の
研
究
で
は
柳
、
抑
の
源

流
は
偏
と
造
り
の
間
に
例
が
発
祥
で

関
西
に
在
っ
て
山
口
の
一
部
、
県
内

鳥屋山頂より部落をのぞむ
に
点
在
し
全
国
的
に
少
な
い
と
言
わ

れ
た
。
年
代
が
過
ぎ
て
明
治
の
初
期
、

越
後
の
国
を
三
つ
の
行
政
区
に
分
け

て
、
柏
崎
県
、
新
潟
県
、
相
川
県
、

と
し
た
。
柏
崎
県
を
更
に
十
一
大
区

に
分
け
た
。
そ
の
内
今
の
東
頸
城
を

第
六
大
区
と
し
た
。
こ
の
第
六
大
区

長
が
旧
蒲
田
村
の
藤
原
の
且
那
様
本

山
彦
吉
郎
で
今
の
郡
の
役
所
と
し
て

職
務
統
治
を
行
い
、
そ
の
主
任
書
記

と
し
て
当
部
落
か
ら
柿
周
治
が
そ
の

任
に
当
っ
た
。
そ
の
後
大
島
村
本
山

元
三
郎
が
、
第
六
大
区
長
に
な
っ
た

が
、
こ
の
時
の
職
務
補
佐
に
も
当
っ

た
。
こ
れ
等
の
こ
と
も
あ
っ
て
旧
奴

奈
川
村
で
初
代
村
長
が
明
治
二
十
二

年
市
町
村
制
施
行
で
当
部
落
の
柿
周

治
と
な
っ
た
。
行
政
統
治
は
、
官
治

主
義
で
国
府
県
の
厳
令
に
よ
っ
た
が
、

こ
の
村
長
官
を
離
れ
た
民
情
の
中
で

　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
こ

は
部
落
若
者
衆
と
、
都
、
駒
形
の
あ

た
り
の
旅
芸
人
を
招
き
歌
舞
伎
の
春

芝
居
で
村
を
賑
わ
し
、
小
部
落
だ
が

芝
居
所
と
し
て
年
々
の
行
事
が
四
、

五
日
近
郷
近
在
か
ら
見
物
で
大
変
な

春
の
賑
わ
い
。
損
を
し
た
と
か
、
儲

は
飲
ん
だ
と
か
、
役
者
に
惚
れ
た
と

か
、
見
込
ま
れ
た
等
、
都
ま
で
連
れ

発
っ
た
男
女
若
者
衆
の
風
情
、
長
い

陽
春
も
あ
っ
た
様
で
あ
る
。
近
年
ま

で
神
社
の
縁
の
下
に
在
っ
た
、
三
間

長
さ
の
厚
い
舞
台
板
が
あ
っ
た
。
神

楽
、
歌
舞
伎
道
具
等
家
々
に
分
散
し

て
あ
り
、
集
会
所
の
新
築
が
で
き
た

　
　
　
　
　
1
ー
ペ
ー
ジ
ヘ
つ
づ
く
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1
0
ぺ
ー
ジ
よ
り

た
め
そ
こ
に
集
め
た
が
、
風
北
が
多

く
修
復
も
、
そ
れ
を
使
い
る
者
も
な

く
、
ま
た
仕
舞
い
込
ん
だ
。

　
失
張
り
明
治
の
中
頃
か
近
在
の
且

那
方
の
大
企
画
で
東
海
物
産
株
式
会

社
を
造
っ
た
。
儲
か
っ
た
と
云
う
風

聞
は
な
い
が
、
そ
の
事
業
の
一
部
に

鮭
を
養
殖
す
る
と
言
う
こ
と
で
、
旧

浦
田
村
の
藤
原
の
大
且
那
、
第
六
大

区
長
の
豪
庭
の
大
池
に
直
江
津
か
ら

塩
を
買
い
込
ん
で
海
水
様
に
し
て
鮭

を
放
流
、
試
作
を
く
り
返
し
た
が
、

失
敗
し
た
。
倒
産
し
た
株
券
が
千
枚

近
く
土
蔵
に
あ
っ
た
。
近
郷
、
近
在

（
浦
田
、
福
島
、
奈
良
立
、
室
野
、
峠
、
大

島
方
面
）
の
株
主
且
那
衆
も
大
損
し

た
と
言
う
。
社
長
は
当
部
落
の
柿
周

治
氏
で
祭
り
上
げ
ら
れ
た
社
長
で
、

官
を
離
れ
た
頃
と
言
う
。
田
地
、
田
畑
、

山
林
の
大
半
を
売
っ
て
整
理
し
た
と

か
。
そ
の
株
券
が
あ
っ
た
、
茅
茸
の

大
き
な
鞘
蔵
を
近
年
取
殿
し
た
。
そ

の
折
り
、
小
屋
組
の
梁
の
上
の
木
箱

を
発
見
、
し
ぶ
塗
り
の
和
紙
に
、
蔵

の
落
緑
の
下
の
金
が
め
に
、
宝
金
あ

り
、
文
政
七
年
拝
見
。
源
太
郎
、
勝

太
郎
等
々
年
代
毎
に
数
枚
入
っ
て
い

た
。
居
敷
中
部
落
衆
集
っ
て
棒
で
深

く
突
き
差
し
た
と
こ
ろ
一
ヶ
所
そ
れ

ら
し
い
反
応
が
あ
っ
た
。
掘
り
出
し

た
。
米
一
俵
入
る
位
の
大
き
な
か
め

の
中
は
、
水
と
底
に
泥
だ
け
で
砂
銭

が
数
枚
、
こ
の
作
業
も
倒
産
で
あ
っ

た
。
笑
止
の
外
は
な
い
。

　
神
社
は
八
幡
神
社
で
、
明
治
二
十

八
年
再
建
し
た
も
の
で
そ
の
当
時
建

築
費
一
九
五
円
三
四
銭
七
厘
と
あ
る
。

そ
の
前
の
神
社
は
い
つ
頃
建
っ
た
の

か
記
録
が
な
い
が
誉
田
別
尊
を
祀
り

古
来
よ
り
住
民
の
心
の
支
え
祭
り
の

寄
り
所
で
あ
る
。
年
始
の
集
り
、
土

用
丑
の
日
、
お
盆
、
風
祭
り
、
秋
祭

り
等
々
古
来
村
衆
集
っ
て
お
神
酒
が

続
き
茶
碗
酒
に
な
り
、
土
用
の
丑
の

日
に
は
、
今
で
も
境
内
に
莚
を
敷
き

各
戸
煮
し
め
を
持
参
し
午
後
三
時
頃

か
ら
大
杯
に
至
る
。
日
暮
れ
て
神
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
か
あ
か

の
蝋
燭
立
を
持
ち
出
し
明
々
と
し
た

が
夏
の
虫
襲
来
に
退
散
し
た
。
豊
作

を
祈
念
し
て
の
行
事
で
あ
る
。

　
戦
時
中
は
武
運
の
守
神
と
し
て
出

征
の
家
々
で
他
の
部
落
か
ら
も
拝
み

に
き
た
。
鎌
倉
の
八
幡
神
社
が
武
運

の
守
護
と
し
て
強
じ
ん
な
心
身
武
人

の
沈
着
高
傑
を
崇
高
し
立
派
な
成
人

を
祈
願
す
る
由
緒
の
源
流
と
言
わ
れ

七
五
三
特
に
、
七
つ
詣
り
は
八
幡
様

が
そ
の
由
緒
で
全
国
的
な
信
仰
で
盛

況
で
あ
る
。

　
さ
て
現
在
は
昔
を
偲
ば
る
る
諸
行

事
が
少
し
づ
つ
薄
れ
人
口
の
自
然
減

で
子
供
の
声
も
聞
か
な
い
。
人
々
が

作
り
出
し
た
伝
統
の
年
中
行
事
も
子

供
を
喜
ば
せ
る
仕
組
が
多
か
っ
た
。

そ
れ
が
古
里
を
偲
び
存
続
さ
れ
る
愛

着
で
も
あ
っ
た
が
、
昨
今
は
近
代
社

会
で
環
境
が
一
変
し
た
。
交
通
旅
行

文
化
、
音
響
歌
唱
文
化
、
映
写
放
映
、

踊
舞
、
ス
ポ
ー
ツ
、
体
育
、
書
法
、

絵
画
、
彫
刻
等
を
成
熟
し
た
文
化
が

老
若
を
問
わ
ず
新
し
い
趣
味
興
昧
が

生
活
の
中
に
入
っ
て
、
昔
の
祭
神
の

諸
行
事
も
心
の
中
に
定
着
さ
れ
な
く
ツ
　
　
　
”

な
っ
た
。
　
　
　
　
　
障
…
寺
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
　
ロ
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　

　
部
落
の
経
済
は
と
言
う
と
、
農
業
、
”
　
　
”

と
言
う
古
代
の
耕
地
か
ら
生
活
給
源
鷺
れ
…

を
求
め
て
永
々
と
し
て
続
い
た
が
、
“
一
…
入
…

山
田
、
沢
田
は
殆
ど
休
耕
し
、
渋
海
剛
…
　
　
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
き
。

川
流
域
だ
け
に
な
り
庭
先
続
き
の
と
栂
…
　
　
…

こ
ろ
で
川
を
堰
き
止
め
て
灌
醤
」
…
書
…

し
て
い
る
。
干
害
も
冷
害
も
少
な
い
。
伸
”
　
　
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

か
に
生
か
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
　
　
梱

風
害
が
な
け
れ
ば
平
均
し
た
収
穫
で
◆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ

あ
る
が
農
業
所
得
が
総
所
得
に
占
め
◇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

る
割
合
は
十
三
％
老
人
の
年
金
額
と
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

同
額
程
度
で
あ
る
（
町
全
体
も
十
一
◆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

％
か
ら
十
五
％
位
で
あ
る
）
。
農
外
所
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ

得
（
出
稼
、
夏
の
土
建
、
パ
ー
ト
等
）
が
◆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

八
七
％
で
経
済
の
基
幹
で
あ
り
、
戸
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

平
均
二
百
万
円
位
が
当
部
落
の
生
計
◆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

維
持
の
状
況
で
あ
る
。
小
規
模
で
は
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

あ
る
が
立
地
条
件
は
良
い
。
近
年
急
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ

速
に
改
良
整
備
さ
れ
た
道
路
網
の
中
◆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

で
国
道
級
の
巾
員
補
装
が
部
落
内
に
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

在
り
、
居
村
線
も
拡
巾
補
装
で
あ
り
ψ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

集
会
施
設
も
新
築
に
な
り
、
無
雪
道
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
φ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

路
等
町
の
行
政
施
策
が
こ
こ
ま
で
生
◆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

活
環
鏡
を
整
え
て
く
れ
た
定
住
の
利
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ψ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ

便
は
望
む
と
こ
ろ
は
な
い
。
更
に
北
φ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

越
急
行
、
国
道
、
新
幹
線
が
ど
う
地
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ

域
を
振
興
さ
せ
て
く
れ
る
か
、
そ
れ
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

で
も
年
々
町
全
体
で
二
、
三
％
づ
つ
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
処
に
定
着
す
る
の
か
、
今
ま
で
の
◆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

統
計
が
示
し
て
い
る
。
長
寿
が
良
い
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

か
ど
う
か
問
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
φ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

古
代
人
か
ら
造
り
続
け
た
地
域
を
豊
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
φ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
腫

　
文
字
や
数
字
を
書
き
こ
む

入
れ
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、

代
に
は
金
銭
貸
借
の
場
合
に
特
別
な

意
味
で
使
わ
れ
ま
し
た
。
抵
当
物
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ち

を
引
き
渡
し
て
借
り
る
「
質
入
れ
」

に
対
し
て
、
証
文
に
抵
当
物
件
の
名

称
を
記
入
す
る
だ
け
で
借
り
る
の
が

「
書
き
入
れ
」
で
す
。

　
幕
末
に
来
日
し
た
ヘ
ボ
ン
博
士
が
、

ロ
ー
マ
字
を
使
っ
て
作
っ
た
辞
典
「
和

英
語
林
集
成
」
に
「
イ
エ
ヲ
カ
キ
イ

レ
テ
カ
ネ
ヲ
カ
ル
」
と
あ
る
の
は
、

証
文
に
家
屋
を
抵
当
物
件
と
し
て
書

き
入
れ
る
こ
と
で
、
借
金
す
る
と
い

う
意
味
で
し
た
。

　
「
書
き
入
れ
時
」
に
当
た
る
年
末

の
何
日
か
は
「
書
き
入
れ
日
」
と
呼

ば
れ
ま
す
が
、
こ
の
期
間
を
「
数
え

日
」
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
元
日
ま
で
の
残
り
の
日
数
が
、
数

え
ら
れ
る
ほ
ど
の
少
な
さ
に
な
る
か

ら
で
す
。
も
う
け
を
数
え
る
日
と
い

う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
歳
末
の
大
売
り
出
し
は
、

商
店
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん

の
「
書
き
入
れ
時
」
と
い

わ
れ
ま
す
。
帳
簿
の
記
入

に
忙
殺
さ
れ
る
「
書
き
入

れ
時
」
は
、
も
っ
と
も
売

れ
行
き
が
よ
く
、
も
う
け

も
大
き
い
時
期
と
い
う
わ

け
で
す
．

　
　
　
　
　
　
　
「
書
き

　
　
　
　
　
　
　
江
戸
時
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栄
え
あ
る

　
　
交
通
栄
誉
章
（
緑
十
字
銅
章
）

　
　
県
警
本
部
長
・

　
　
県
交
通
安
全
協
会
長
連
盟
表
彰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
氏
が
受
賞

　
昭
和
六
十
年
度
、
交
通
栄
誉
章
等

の
表
彰
は
八
月
二
十
一
日
付
で
行
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
難
難

難

たれ
O　　 、

纏

次
の
二
氏
が
受
賞
い
た
し
ま
し

☆
高
橋
守
雄
さ
ん
（
福
島
）

　
　
　
交
通
栄
誉
章
（
緑
十
字
銅
章
）

灘

☆
柳

鰹
爾
さ
ん
（
松
代
）

県
警
本
部
長
・
県
交
通
安
全
協
会
長
連
名
表
彰

　
受
賞
さ
れ
た
二
氏
に
、
心
か
ら
お

祝
い
申
し
あ
げ
る
と
と
も
に
、
今
後

　　　灘

薩薙1

欝無離膣繋盤慕轍麹

搬毒紛盤膣隷き竈葡

婬熱厩一鐵購墨戴．

蒙難糟翁難繋る羅

　
　
　
　
　
　
　
鍵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
簿

ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　
周
期
が
七
六
・
〇
二
年
の
大
彗
星
。

一
六
八
二
年
、
英
国
の
天
文
学
者
ハ

レ
ー
が
初
め
て
そ
の
軌
道
を
計
算
し

た
の
で
こ
の
名
が
あ
る
。

O
お
の
長
さ
は
ど
れ
く
ら
い
？

　
一
番
長
く
の
び
る
と
き
で
、
約
4

千
5
百
万
㎞
と
い
わ
れ
、
地
球
の
直

径
の
3
千
5
百
倍
以
上
も
あ
り
ま
す
。

○
な
ぜ
お
の
長
さ
が
か
わ
る
の
？

　
太
陽
の
熱
で
す
い
星
が
あ
ぶ
ら
れ

て
、
お
が
で
き
ま
す
。
だ
か
ら
、
お

の
長
さ
は
、
太
陽
に
近
い
時
ほ
ど
長

く
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
核
と
よ
ば
れ
る
す
い

星
の
本
体
で
、
直
け
い
6
㎞
ほ

ど
の
氷
の
玉
と
い
わ
れ
ま
す
。

’、．．型璽二ニニニニニニニ謡隔＿、』踏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、q、軸、剛　　　　　　　　　　8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、軸、、　　　　　　　　覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、、、　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リャ　　　ぬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、唖も一

撚
　　3核ノ
　ノ簡鞠一’

目
で
見
え
て
い
る
の
は
こ
の

部
分
で
、
コ
マ
と
よ
ば
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
核
か
ら

じ
ょ
う
発
し
た
氷
の
つ
ぶ
や
、

チ
リ
で
で
き
て
い
て
、
直
け

い
約
6
0
万
㎞
も
の
大
き
さ
が

あ
り
ま
す
。

このおは、プラズマのおとよばれ、

電気を持った空気のようなものだと

言われています。

、 、
　、　、　　、　　　、　　　、　　　　、　　　　　、　　　　　、　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　　、　　　　　　　　、　　　　　　　　、、　　　　0一　　　　　　　　　　 、

　　　　フフズマのお・

、　、　　、　　　、　　　　、　　　　　、　　　　　　、

　　　　一「、　　　　　　、　　　　　　　、陶一噛一…気・、
　　　　　　　　　　「一覗』』rl』、

　　　　　　　　　　　　　　　　、

こちらのおは、チリのおとよばれ、

とても小さなチリでできています。

　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
、

〇
一
番
よ
く
見
え
る
の
は
い
つ
？

　
見
え
る
チ
ャ
ン
ス
は
二
回
ほ
ど
あ

り
ま
す
。
一
回
目
は
、
来
年
の
一
月

十
日
頃
に
日
が
し
ず
ん
で
す
ぐ
、
西

の
空
ひ
く
く
に
見
え
ま
す
。
二
回
目

は
、
三
月
二
十
日
頃
か
ら
四
月
五
日

に
か
け
て
、
夜
明
け
前
の
南
の
空
ひ

く
く
見
え
ま
す
。

　
二
回
目
の
チ
ャ
ン
ス
の
時
は
、
南

へ
行
け
ば
行
く
ほ
ど
見
や
す
く
な
り

ま
す
。
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脳：i

薙
i韓i

蟻

　
松
代
町
の
皆
様
、
寒
い
日
が
続
き

ま
す
が
風
邪
な
ど
ひ
か
ず
元
気
で
お

過
ご
し
で
し
よ
う
か
。

　
さ
て
昭
和
2
6
年
か
ら
ち
ょ
う
ど
30

年
の
間
、
昭
和
55
年
ま
で
死
因
の
第

一
位
と
し
て
日
本
人
を
苦
し
め
て
来

た
脳
卒
中
は
、
昭
和
56
年
か
ら
死
因

の
第
二
位
と
な
り
ま
し
た
。
新
潟
県

も
同
年
か
ら
脳
卒
中
は
死
因
の
第
二

位
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
死
亡

数
は
ま
だ
ま
だ
多
く
、
・
昭
和
58
年
、

全
国
で
14
万
5
千
人
、
県
で
は
4
千

2
百
人
が
こ
の
病
気
で
亡
く
な
っ
て

い
ま
す
。
昭
和
59
年
、
東
頸
城
郡
で

93

人
、
松
代
町
で
は
9
人
が
亡
く
な

り
、
ね
た
き
り
や
卒
中
後
遺
症
の
生

存
者
も
含
め
る
と
、
こ
の
病
気
が
も

た
ら
す
健
康
的
、
社
会
的
、
精
神
的

苦
痛
は
、
は
か
り
知
れ
ま
せ
ん
。
今

回
か
ら
3
回
コ
ー
ス
で
脳
卒
中
の
特

集
を
し
ま
す
の
で
是
非
御
一
読
く
だ

さ
い
。

　
今
回
は
病
気
の
理
解
で
す
。

　
脳
卒
中
は
、
高
血
圧
や
動
脈
硬
化

が
も
と
に
な
っ
て
、
急
性
な
脳
の
血

行
障
害
を
起
こ
し
、
意
識
が
は
っ
き

り
し
な
く
な
っ
た
り
、
手
足
が
マ
ヒ

し
た
り
す
る
病
気
で
す
。

鞍1
》難
矢渉ゾ

瀞
イハ￥ト

　
以
下
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。

①
脳
の
血
管
が
破
れ
て
頭
蓋
内
に
出

血
す
る
も
の
で
、
突
然
発
症
し
て
意

識
不
明
に
な
る
こ
と
が
多
い
も
の
。

　
）つ

　
　
　
　
　
　
　
。
・
。

ナ
，
　
　
　
　
　
　
　
　
。
。

つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o

し
　
　
　
　
　
。
4
　
　
　
　
。
。

う
　
　
　
　
ρ
ρ
　
。
　
　
。
。

　
　
　
　
　
　
っ
　
　
　
　
　
り

の
　
　
　
9
ρ
ρ
9
　
。
。

　
　
　
　
　
　
　
ク
　
ク
　
　
ク
　
　
　
　
っ

血
号
一
ρ
－
。
ρ
。
ρ
鷲
．

出
　
　
　
　
o
　
　
　
　
　
o

w
凶
　
　
“
9
も
。
　
。

パ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
ロ
ロ

　
　
　
　
儀
も
。
。
　
。

　
　
　
　
　
　
“
　
　
　
　
　
　
o

　
　
　
　
　
　
　
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

a
脳
出
血

脳
の
細
い
血
管
が
破
れ
、
脳
の

中
に
出
血
し
て
、
そ
の
ま
わ
り

の
脳
の
組
織
が
こ
わ
さ
れ
る
。

高
血
圧
の
人
に
多
い
。

最
近
は
高
血
圧
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
が
良
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

　
っ
て
、
減
っ
て
き
て
い
る
。

急
に
意
識
を
失
っ
て
倒
れ
、
半

身
の
マ
ヒ
が
起
き
や
す
い
。

　　、瓶箸
勢ゾ　r

懇
・

　
b
く
も
膜
下
出
血

　
　
脳
の
表
面
を
覆
う
「
く
も
膜
」

　
　
と
呼
ば
れ
る
く
も
の
巣
の
よ
う

　
　
な
膜
と
脳
の
間
に
出
血
す
る
。

　
　
原
因
と
し
て
一
番
多
い
の
は
、

　
　
動
脈
の
コ
ブ
が
破
裂
し
た
場
合
。

　
　
再
発
が
多
い
。
激
し
い
頭
痛
を

　
　
伴
う
。

②
脳
の
血
管
が
狭
く
な
っ
た
り
つ
ま

っ
た
り
し
て
血
液
が
流
れ
に
く
く
な

り
、
酸
素
や
栄
養
が
ゆ
き
わ
た
ら
な

い
場
合
．

脳血栓（のうけっせん）

　　も

糠3馨3躍

a
脳
血
栓

動
脈
硬
化
な
ど
の
た
め
に
、
脳

の
血
管
が
狭
く
な
り
そ
こ
に
血

栓
と
い
う
血
の
か
た
ま
り
が
つ

か
え
、
ふ
さ
が
れ
、
そ
れ
よ
り

先
の
脳
の
組
織
に
血
液
が
流
れ

な
く
な
る
こ
と
か
ら
お
こ
る
。

脳栓塞（のうせんそく）

　号

b
脳
栓
塞

　
心
臓
や
頸
の
動
脈
壁
に
で
き
た

　
血
の
か
た
ま
り
な
ど
が
は
が
れ

　
　
て
脳
の
血
管
に
流
れ
て
い
き
、

　
　
そ
こ
を
ふ
さ
ぐ
た
め
に
お
こ
る
。

③
一
時
的
に
脳
卒
中
の
よ
う
な
症
状

を
呈
す
る
も
の
。

　
a
一
過
性
脳
虚
血
発
作

　
　
脳
の
血
管
に
血
栓
の
小
さ
な
か

　
　
た
ま
り
が
一
時
的
に
ひ
っ
か
か

　
　
っ
た
場
合
と
、
動
脈
硬
化
で
血

　
　
の
流
れ
が
よ
く
な
い
の
に
、
血

　
　
圧
が
急
に
下
が
り
、
血
流
が
い

　
　
っ
そ
う
悪
く
な
っ
て
お
こ
る
場

　
　
合
が
あ
る
．

　
b
高
血
圧
性
脳
症

　
　
急
激
な
血
圧
上
昇
の
た
め
、
頭

　
　
痛
、
嘔
吐
、
こ
ん
す
い
な
ど
を

　
　
お
こ
す
。

　
脳
卒
中
の
症
状
や
重
さ
は
そ
の
病

気
の
種
類
や
病
気
が
お
こ
っ
た
部
位
、

大
き
さ
等
に
よ
っ
て
ち
が
い
ま
す
が
、

一
般
的
に
は
意
識
障
害
や
片
マ
ヒ
、

し
ゃ
べ
れ
な
く
な
る
等
が
あ
り
、
ね

た
き
り
や
、
ボ
ケ
の
大
き
な
原
因
に

な
り
ま
す
。
こ
の
病
気
は
さ
け
よ
う

と
思
い
、
努
力
す
れ
ば
そ
う
と
う
効

果
が
上
が
る
病
気
で
す
。
次
回
は
脳

卒
中
を
防
止
す
る
た
め
の
日
常
生
活

に
つ
い
て
で
す
。
お
楽
し
み
に
。

＼＼ブ／

＼＿（！
　
　
　
マ

　
　
　
ニ

　
5
ム
　
　
　
Q
⑪

　
　
　
ヤ
　
　
　
　
o

，
撃
舗
騰

　
　
　
　
　
o
o
Φ
e
％
％

　
・
C
　
　
　
　
　
①
　
　
　
Q
～

　
　
　
　
　
ゆ
　

　
　
　
　
Q
Φ
Q
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越
後
松
総
籍
ひ
さ
ご

十
日
町

　
　
　
　
　
　
　
　
テ
ン

・
ク
ロ
ス
ー
0
へ

　
松
代
ひ
ょ
う
た
ん
ク
ラ
ブ
（
代
表

万
羽
卓
司
氏
・
会
員
4
5
名
　
男
性
1
8

名
女
性
2
7
名
）
の
作
品
が
「
越
後
松

代
花
ひ
さ
ご
」
の
商
標
で
十
日
町
地

域
地
場
産
業
セ
ン
タ
ー
ク
ロ
ス
ー
0
で

販
売
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
松
代
老
人
ク
ラ
ブ
で
は
、
趣
味
を

広
げ
よ
う
と
昨
年
8
月
、
高
柳
町
岡

田
の
大
塚
さ
ん
宅
に
代
表
2
～
3
名

で
ひ
ょ
う
た
ん
作
り
の
指
導
を
受
け
、

今
春
大
ひ
ょ
う
た
ん
、
千
成
ひ
ょ
う

た
ん
の
種
子
を
取
り
寄
せ
、
3
畝
歩

位
の
畑
に
蒔
く
こ
と
か
ら
始
ま
り
、

当
初
五
百
個
の
収
穫
を
見
込
ん
だ
が

異
状
な
日
照
り
続
き
に
悩
ま
さ
れ
つ

つ
も
、
三
百
個
ほ
ど
収
穫
し
ま
し
た
。

　
作
業
工
程
は
、
水
漬
け
か
ら
始
ま

剣道初段合格なる！
灘
霧

り
種
抜
き
、
乾
燥
、
塗
料
を
6
回
塗

っ
た
後
ぺ
ー
パ
ー
で
磨
き
仕
上
げ
の

つ
や
出
し
塗
料
を
塗
り
栓
と
ひ
も
を

つ
け
て
完
成
す
る
。

　
磨
き
方
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
模

様
に
仕
上
り
、
完
成
品
は
目
を
見
張

る
色
あ
ざ
や
か
な
も
の
ば
か
り
で
、

作
品
は
文
化
祭
に
お
い
て
も
展
示
即

売
さ
れ
9
0
個
が
売
れ
ま
し
た
。
今
後

製
作
さ
れ
る
材
料
代
の
足
し
に
と
12

月
1
2
日
、
ク
ロ
ス
m
へ
50
個
を
箱
詰

め
し
出
荷
し
ま
し
た
。

　
趣
味
で
始
め
ら
れ
た
「
越
後
松
代

花
ひ
さ
ご
」
が
松
代
町
の
特
産
品
と

し
て
定
着
し
発
展
す
る
こ
と
を
期
待

し
ま
す
。

　
去
る
八
月
四
日
、
新
潟
県
剣
道
連

盟
主
催
に
よ
る
昇
段
審
査
会
が
、
六

日
町
北
辰
小
学
校
に
お
い
て
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
当
日
は
、
中
魚
沼
南
魚

沼
郡
か
ら
四
百
人
も
の
剣
士
達
が
受

験
し
初
段
か
ら
三
段
の
昇
段
審
査
が

行
わ
れ
ま
し
た
．

　
昨
年
三
名
の
初
段
が
誕
生
し
た
剣

道
教
室
で
も
、
今
年
は
中
学
三
年
生

の
二
人
が
受
験
し
、
見
事
初
段
に
合

格
い
た
し
ま
し
た
。

　
彼
ら
は
、
四
年
間
剣
道
教
室
に
通

い
続
け
メ
キ
メ
キ
技
を
み
が
い
て
、

最
初
の
七
級
か
ら
昨
年
初
段
を
受
験

す
る
事
の
で
き
る
三
級
に
合
格
し
今

年
の
昇
段
審
査
に
望
ん
だ
も
の
で
あ

り
ま
す
。
彼
ら
は
中
学
校
の
部
活
で

　
　
疲
れ
き
っ
た
体
に
も
負
け
ず
に
、

道
場
に
力
い
っ
ぱ
い
の
気
合
い

を
入
れ
て
練
習
に
打
込
み
頑
張

っ
て
き
た
成
果
が
表
わ
れ
た
も

の
と
思
い
ま
す
。

現
在
剣
道
教
室
二
十
二
人
の
中

に
も
今
年
の
昇
段
審
査
で
三
級

に
三
名
が
合
格
し
、
来
年
も
立

派
な
剣
道
初
段
が
誕
生
す
る
事

を
期
待
し
た
い
も
の
で
す
。

　
な
お
、
合
格
者
は
次
の
と
お

り
で
す
。

　
o
剣
道
初
段
合
格
者

　
　
小
島
文
彦
（
松
中
三
年
）

　
　
西
潟
一
浩
（
松
中
三
年
）
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㌦
青
年
海
外
協
．
力
隊
☆
に
参
加
し
て

牧

田

友
　
．
幸

（峠）

o
派
遣
国
、
派
遣
先
”
フ
ィ
リ
ピ
ン

国
立
職
業
訓
練
所

o
織
種
ー
工
作
機
械

O
派
遣
期
間
門
6
0
年
3
月
27
日
～
62

年
3
月
2
6
日
ま
で

o
担
当
シ
ョ
プ
の
概
略
ー
訓
練
に
便

用
さ
れ
得
る
機
械
1
5
台
、
訓
練
生
30

人
、
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
へ

　
私
が
協
力
隊
に
応
募
し
た
理
由
は

十
代
の
頃
、
海
外
で
旅
行
で
な
く
現

地
の
人
と
実
際
に
接
す
る
こ
と
の
で

き
る
外
国
で
の
生
活
を
夢
と
し
て
持

っ
て
い
た
の
で
す
が
、
実
際
問
題
と

し
て
英
語
は
話
せ
な
い
し
、
資
金
的

に
も
不
可
能
と
い
う
こ
と
で
二
十
才

過
ぎ
に
は
そ
の
夢
は
夢
で
終
わ
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
去
年
（
1

9
8
4
）
職
場
の
上
司
に
協
力
隊
を

紹
介
さ
れ
て
、
夢
が
叶
え
ら
れ
る
と

思
い
応
募
し
ま
し
た
。
と
に
か
く
二

年
間
の
協
力
活
動
で
現
地
の
人
の
考

え
方
、
文
化
、
習
慣
を
理
解
す
る
よ

う
に
し
、
そ
の
上
で
技
術
移
転
が
行

え
れ
ば
幸
い
と
考
え
協
力
隊
に
参
加

し
ま
し
た
。

　
東
京
で
英
語
を
中
心
と
す
る
三
ヶ

月
の
訓
練
終
了
後
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に

来
て
み
る
と
経
済
、
文
化
、
習
俗
、

物
の
捉
え
方
が
大
変
に
異
な
る
の
で

覚
悟
は
し
て
い
た
も
の
の
、
こ
う
も

異
な
る
も
の
か
と
驚
嘆
し
ま
し
た
。

一
方
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
も
随
分
と
地

域
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
私
の
知

り
得
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
い
う
の
も
一

部
で
あ
る
の
を
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
国
で
は
、
日
本
と
違
う
点

は
数
限
り
な
く
あ
り
ま
す
が
、
特
に

異
な
る
点
は
4
0
0
年
近
い
被
植
民

地
の
歴
史
を
有
す
る
こ
と
二
十
以
上

の
言
語
が
あ
り
英
語
が
最
重
要
言
語
、

多
民
族
、
外
国
か
ら
の
援
助
が
膨
大

で
あ
る
こ
と
等
で
す
が
、
逆
に
言
う

と
単
一
民
族
、
単
一
言
語
の
日
本
が

世
界
の
中
で
特
異
な
国
な
の
で
は
と

考
え
る
よ
う
に
な
り
、
単
一
言
語
が

教
育
水
準
の
ア
ッ
プ
、
単
一
民
族
が

日
本
人
の
ま
と
ま
り
を
可
能
に
し
、

日
本
を
発
展
さ
せ
、
そ
う
で
な
い
フ

ィ
リ
ピ
ン
は
発
展
で
き
な
い
こ
と
を

肌
で
感
じ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
す
べ
て
が
、
異
な
る

国
で
協
力
活
動
を
進
め
る
に
は
こ
の

国
に
合
わ
せ
た
訓
練
を
行
わ
な
く
て

は
な
ら
ず
、
単
な
る
日
本
の
技
術
、

考
え
方
を
強
制
す
る
こ
と
は
避
け
て
、

現
地
に
合
っ
た
技
術
に
変
化
さ
せ
た

上
で
、
技
術
移
転
を
行
わ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
時
に
は
、
あ
ま
り
の
日
本

と
の
格
差
に
よ
り
何
を
ど
の
よ
う
に

進
め
て
い
け
ば
良
い
の
か
見
当
も
つ

か
な
い
こ
と
も
あ
り
、
悩
み
ま
し
た

が
自
分
自
身
の
協
力
活
動
に
対
す
る

考
え
方
を
赴
任
し
て
か
ら
四
ヶ
月
間

か
け
て
、
こ
の
二
年
間
の
活
動
の
基

本
線
と
し
て
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　
現
在
、
そ
の
基
本
線
を
も
と
に
し

て
具
体
的
活
動
を
進
め
て
い
る
の
で

す
が
、
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
、
ト
レ

ー
二
1
と
も
に
大
変
に
熱
心
な
の
で
、

こ
の
二
年
間
で
成
果
を
挙
げ
ら
れ
る

よ
う
私
自
身
期
待
し
て
い
ま
す
。
と

こ
ろ
で
そ
の
基
本
線
と
い
う
の
は
四

ヶ
月
間
悩
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

日
本
で
行
う
訓
練
の
原
則
と
同
じ
結

果
に
落
ち
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
す
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
も
今
考
え
れ

ば
訓
練
の
原
理
は
同
じ
で
単
に
表
面

の
殼
が
異
な
る
だ
け
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
フ
ィ

リ
ピ
ン
人
と
日
本
人
の
考
え
方
に
つ

い
て
も
核
心
は
同
じ
な
の
で
な
い
か

な
ど
と
思
っ
た
り
し
ま
す
。
た
だ
、

こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
難
し
い
問
題
で
と

て
も
判
断
を
下
せ
ま
せ
ん
が
、
残
り

一
年
四
ヶ
月
の
課
題
に
し
よ
う
と
思

っ
て
ま
す
。

　
こ
の
八
ヶ
月
間
、
い
ろ
ん
な
お
も

フィリピン諸島　　　　　　　　　　1

し
ろ
い
経
験
を
し
ま
し
た
が
協
力
隊

に
参
加
し
て
良
か
っ
た
と
最
も
思
う

こ
と
は
や
は
り
仕
事
で
も
生
活
で
も

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
と
付
き
合
え
る
こ
と

で
す
。
残
り
一
年
四
ヶ
月
い
ろ
い
ろ

困
難
に
あ
う
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の

国
を
離
れ
る
時
そ
れ
が
人
生
の
楽
し

い
思
い
出
と
な
れ
る
よ
う
頑
張
り
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

【自然のようす】台湾の南にある、大小約7000の島々の集　1

まりがフィリピン諸島である。大きな島としては、北のル1

ソン島と南のミンダナオ島があり、人口約3500万の半分近　1

くが、ルソン島に住んでいる。　　　　　　　　　　　　1

　この国も、高温多雨の熱帯の気候だが、地形が複雑なの　1

で、場所によって雨季などにちがいがある。　　　　　　　1

　山地が多く、平野は少ない。また、火山も多く、とくに　1

ルソン島のマヨン山は、富十山ににて美しい。　　　　　｝

【人々のくらし】ここは、長い間、植民地だったため、文1

化やくらしにスペインやアメリカのえいきょうが強くのこ　1

っている。住民の約90％はキリスト教信者であり、スペイ　1

ン語や英語も、かなり広く使われている。また、住民も、　1

原住民のマライ人のほか、スペイン人やその混血人も多い。1

ロ
■
＝
層
『
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か
ね
て
久
し
く
松
代
町
史
を
作
れ

な
い
か
と
い
う
声
が
上
っ
て
お
り
ま

し
た
が
、
数
年
来
古
文
書
の
解
読
整

理
も
進
ん
で
き
ま
し
た
の
で
、
い
よ

い
よ
町
史
作
成
の
事
業
に
と
り
く
む

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
六
月
議
会
で
は
承
認
を
い
た
だ
き
、

作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
現
在
の
松
代

町
を
構
成
す
る
旧
松
代
、
山
平
、
奴

奈
川
村
全
般
に
ゆ
き
わ
た
っ
た
内
容

に
留
意
し
、
全
町
民
、
な
ら
び
に
郷

里
の
ゆ
く
末
を
思
い
つ
つ
今
は
他
郷

に
出
ら
れ
た
、
以
前
町
民
だ
っ
た
皆

さ
ん
に
も
座
右
の
本
と
し
て
読
み
親

し
ま
れ
る
町
史
を
作
り
た
い
も
の
と

関
係
者
一
同
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
次
に
、
こ
の
事
業
の
概
要
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
．

一
、

本
の
内
容

　
約
一
千
ぺ
ー
ジ
。
自
然
編
・

　
歴
史
編
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

二
、

事
業
期
問

　
約
三
年
間
、
昭
和
六
十
三
年

　
末
刊
行
。
町
内
希
望
販
布
の

　
予
定
。

三
、
町
史
編
纂
委
員
会
構
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
）

委
員
長
　
松
代
町
長

委
　
員

　
松
代
町
助
役

　
　
〃
　
総
務
課
長

　
　
〃
前
公
民
館
長

　
　
〃
教
育
振
興
会
長

秋
山
利
作

鈴
木
益
蔵

樋
口
芳
男

高
橋
秀
夫

松
縄
教
一

　
　
　
　
　
（
松
代
中
学
校
長
）

　
〃
　
〃
　
副
会
長
　
田
中
　
恵

　
　
　
　
　
　
（
松
代
小
校
長
）

松
代
町
文
化
財
審
議
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
谷
哲
郎

四
、

町
史
編
集
委
員
会
構
成

　
　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
）

監
修
者

　
自
然
編

歴
史
編

上
越
教
育
大
学
教
授

　
　
　
　
菅
野
　
三
郎

元
新
潟
薬
科
大
学
名
誉

教
授
　
中
村
辛
一

五
、
町
史
編
纂
室

　
町
教
育
委
員
会
（
T
E
L
、
七
－

二
三
〇
一
）
内
に
置
き
、
二
階
の
小

会
議
室
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
（
室
長
　
銘
木
町
助
役

　
　
　
　
非
常
勤
　
関
谷
　
哲
郎
）

六
、
今
後
の
展
望

　
現
在
、
個
別
に
資
料
を
調
べ
た
り

合
同
巡
検
を
し
て
み
る
と
、
改
め
て

わ
が
町
の
す
ば
ら
し
さ
に
ゆ
き
当
る

か
と
思
う
と
、
わ
か
ら
な
く
な
る
一

面
も
あ
り
ま
す
。
来
た
る
雪
融
け
の

春
か
ら
、
自
然
編
部
会
の
先
生
方
も

調
査
に
入
り
ま
す
。

　
歴
史
部
会
も
、
神
社
、
堂
、
個
人

の
お
宅
へ
も
訪
ね
て
お
世
話
に
な
る

と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
節
は
何
と
ぞ

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
古

文
書
に
つ
い
て
は
、
紙
片
一
片
で
も

専
門
の
読
む
者
に
と
っ
て
は
貴
重
な

も
の
を
発
見
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
必
ず
し
も
立
派
な
も
の
で
な

く
、
ホ
ゴ
同
然
の
も
の
で
も
拝
見
さ

せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と

思
い
ま
す
．

　
然
史
任

　
自
歴
主

　
こ
　
ニ
　
エ

朗
⑨
㊥
・
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　　勤　務　　先

県立高田高等学校

吉川町立吉川中学校

上越理科センター

上越市立城東中学校

上越教育大学

上越教育大学

東頸・理科センター

県立新井高等学校

頸城中学校

松代中学校

元・松代高校教諭

東頸・理科センター

県立松代高等学校

中郷村立岡沢小学校

県立興農館高等学校

中頸・吉川町郵便局

糸西地区理科センター

直江津南小学校

柏崎市立第五中学校

県立高田北城高等学校

室野郵便局

蒲生小学校

沼木小学校

県、埋蔵文化財パトロール員

県教育庁・文化行政課

上越市文化財調査審議委員

上越市文化財調査審議委員

県立直江津高等学校

寺院住職

県立高田北城高等学校

町史編さん室

松代中学校

町・文化財審議委員

旭小学校

町・文化財審議委員

　　執筆者名
執筆項目　氏　　名

㊨地質・地形●高野武男

㊥　〃　米山正次
㊥　〃　今井　了
㊥　〃　水野敏明
⑰　 〃　　天野和孝

③　〃　渡辺　隆
㊥　 〃　　久保田吉則

㊥河川・水質●小島昭男

⑤　〃　竹内　実
⑭　 〃　1熊木文一
⑪気象・気候●万羽卓司

㊥　 〃　　久保田吉則

⑭　〃　高橋　徳
㊥動　物●牛木　博

㊥　〃　　藤田　久

⑰〃関谷八郎
㊥　〃　下越克男
　　　　　　　さとる㊥　 〃　　村山　暁
⑰植　　物●山岸秀夫

⑭　〃　松井　浩
㊥　 〃　　高橋八十八

廼）〃　美濃和英
㊥　 〃　　秋山和喜
⑧原　　　　始●秦　　　繁　治

⑧　 〃　　岡本郁栄
⑧古代・中世●平　野　団三

⑧〃（含、近世）●中沢肇

⑯古代・中世　花ヶ前盛明

⑱　〃（含、近世）田浪竜之

ド

1松代町役場

十士　　　、
t町・文化財審議委員

前・松代小学校長

松代町教育委員会

牧小学校

⑧古代・中世　花ヶ前盛明

⑧　〃（含、近世）田浪竜之

⑧　〃（含、近世）大場厚順

⑧近世（含、近、現代）●関谷哲郎

⑧中・近世神杜　宮　沢　正　翁

⑧近　　代●小堺又七

⑧　〃　山本善平
⑧近代（含・簾財）●関谷友一郎

⑧現　　　　代●鈴　木　益　蔵

⑧　 〃　　小野島正守
⑧現代（外、資料篇）●高橋　渡

⑧現　　代西潟拮平
⑯文　化　財●梅　沢　　　勤
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F口■■■レ

耐腰躯♂
⑲・…

劉

クヘのあこがれノくイ

　
1
6
歳
の
誕
生
日
を
指
折
り
数
え
て

待
っ
て
い
る
小
・
中
学
生
が
な
ん
と

多
い
こ
と
か
　
　
。
バ
イ
ク
の
運
転

免
許
が
と
れ
る
か
ら
で
す
。
若
い
人

た
ち
の
間
で
は
、
い
ま
や
バ
イ
ク
の

免
許
は
”
身
分
証
明
”
で
あ
り
同
時

に
青
春
の
あ
か
し
と
な
り
つ
つ
あ
る

よ
う
で
す
。

　
さ
て
、
中
学
生
の
年
齢
で
は
ま
だ

免
許
は
と
れ
ま
せ
ん
。
子
供
た
ち
は

バ
イ
ク
ヘ
の
あ
こ
が
れ
を
胸
に
秘
め

な
が
ら
、
そ
の
時
に
備
え
て
、
親
の

考
え
を
何
気
な
く
、
　
”
打
診
”
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
　
「
友
達
が
バ
イ

ク
を
安
く
譲
っ
て
く
れ
る
…
…
…
1
6

歳
に
な
っ
た
ら
乗
っ
て
い
い
だ
ろ
う

？
」
　
「
O
O
く
ん
は
高
校
に
入
っ
た

ら
バ
イ
ク
を
買
っ
て
も
ら
う
と
い
う
。

ぼ
く
も
欲
し
い
な
あ
」

■
ま
だ
先
の
こ
と
だ
か
ら
と
、
い
い

か
げ
ん
な
返
事
を
し
な
い

　
こ
う
し
た
子
供
の
話
を
、
親
が
、

ま
だ
先
の
こ
と
だ
か
ら
と
、
安
易
な

気
持
ち
で
受
け
答
え
を
す
る
の
は
、

将
来
の
ト
ラ
ブ
ル
の
も
と
に
な
り
か

ね
ま
せ
ん
。
例
え
ば
「
勉

強
の
ほ
う
が
お
留
守
に
な

ら
な
け
れ
ば
ね
」
と
か
「
自

分
の
お
金
で
買
え
る
の
な

ら
い
い
よ
」
あ
る
い
は
「
お

前
の
よ
う
な
憶
病
な
子
が

バ
イ
ク
に
な
ん
か
乗
れ
る

も
の
で
す
か
」
な
ど
な
ど
。

　
こ
う
し
た
親
の
こ
と
ば

を
子
供
は
よ
く
覚
え
て
い

ま
す
。
こ
れ
が
”
伏
線
”

に
な
っ
て
、
い
ざ
子
供
が

16

歳
に
な
っ
た
と
き
「
あ

の
と
き
、
こ
う
言
っ
た
じ

ゃ
な
い
か
」
と
ス
ト
レ
ー

ト
に
迫
っ
て
き
た
り
し
て
、

親
子
の
間
に
バ
イ
ク
を
め

ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
す

こ
れ
で
す
．

　
ご
両
親
は
バ
イ
ク
に
対
す
る
態
度

を
明
確
に
打
ち
出
す
必
要
が
あ
り
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　

す
。
し
か
も
、
子
供
が
ま
だ
中
学
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
段
階
に
で
す
．

■
乗
せ
た
く
な
い
な
ら
は
っ
き
り
と

「
ノ
ー
」
と
言
う

　
バ
イ
ク
を
認
め
る
の
な
ら
、
い
か

潔
藤

る
ケ
ー
ス
を
多
く
み
か
け
ま
す
。
と

い
う
の
も
、
子
供
が
乗
り
た
が
る
か

ら
と
二
つ
返
事
で
O
K
を
出
す
親
は

少
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
ご
両
親
は
な

ん
と
か
や
め
さ
せ
よ
う
と
急
に
真
剣

に
な
り
出
す
か
ら
で
す
。
そ
の
理
由

は
、
わ
が
子
に
ケ
ガ
さ
せ
た
く
な
い
、

そ
し
て
他
人
を
傷
つ
け
た
く
な
い
…

議ノ

　
　
　
　
　
賎

．
驚

に
安
全
に
乗
る
か
と
い
う
交
通
人
と

し
て
の
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
を
話
し
合

う
べ
き
で
す
。
　
一
方
、
乗
せ
た
く
な

い
の
な
ら
、
　
”
打
診
”
の
段
階
で
は

っ
き
り
「
ノ
ー
」
と
言
う
こ
と
で
す
。

　
「
お
母
さ
ん
は
絶
対
に
許
し
ま
せ

ん
か
ら
」
と
口
調
は
静
か
で
も
ガ
ン

と
し
て
曲
げ
な
い
態
度
を
貫
く
。
「
今

の
あ
な
た
が
親
の
保
護
の
も
と
に
あ

る
以
上
は
、
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん

の
意
見
に
従
っ
て
も
ら
い
ま
す
」
と

は
っ
き
り
言
う
こ
と
で
す
。
そ
う
す

る
と
子
供
も
不
満
だ
ら
け
の
顔
つ
き

と
は
別
に
、
心
で
は
「
こ
れ
じ
ゃ
、

う
ち
の
お
ふ
く
ろ
、
何
を
言
っ
て
も

ダ
メ
だ
な
。
あ
れ
が
生
き
ざ
ま
な
ん

だ
か
ら
、
し
ょ
う
が
な
い
」
と
思
う

も
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
と
ば
で
は

「
ど
う
し
て
？
い
ま
ど
き
そ
ん
な
こ

と
言
う
親
は
い
な
い
よ
」
と
反
発
し

て
き
ま
す
。
　
「
子
供
に
対
す
る
理
解

が
な
さ
す
ぎ
る
…
…
よ
そ
の
お
母
さ

ん
に
聞
い
て
み
て
よ
」

　
こ
こ
で
、
親
が
ど
う
反
応
す
る
か
、

こ
れ
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
　
「
理
解
の

な
い
親
と
は
何
ご
と
だ
！
」
と
か
「
そ

う
い
う
口
の
き
き
方
は
…
…
そ
も
そ

も
お
前
、
こ
こ
に
座
り
な
さ
い
」
と

高
飛
車
に
乗
る
の
は
、
い
わ
ば
子
供

の
”
術
中
”
に
は
ま
る
よ
う
な
も
の
。

反
発
を
招
い
て
、
親
子
関
係
そ
の
も

の
に
ヒ
ビ
が
入
り
か
ね
ま
せ
ん
。
親

に
し
て
み
れ
ば
”
理
解
の
あ
る
親
で

い
た
い
”
　
”
子
供
に
も
納
得
ず
く
で

乗
ら
せ
な
い
よ
う
に
し
た
い
”
と
い

う
気
持
ち
が
先
立
つ
た
め
で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
、
子
供
に
何
と
言
わ
れ
よ

う
が
、
　
「
こ
れ
が
お
母
さ
ん
の
生
き

方
で
す
。
無
理
解
だ
何
だ
と
言
わ
れ

よ
う
が
、
お
ま
え
の
こ
と
を
考
え
る

と
、
こ
れ
だ
け
は
O
K
と
は
言
え
な

い
。
そ
の
代
わ
り
、
お
前
が
一
人
前

の
年
に
な
っ
た
ら
好
き
に
お
や
り
な

さ
い
」
と
静
か
に
“
ノ
i
”
を
繰
り

返
す
こ
と
の
ほ
う
が
説
得
効
果
が
あ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
分

に
対
し
て
正
直
に
、
子
供
の
こ
と
を

一
生
懸
命
に
考
え
て
い
る
親
で
あ
る

な
ら
、
素
直
な
気
持
ち
で
言
え
る
は

ず
で
す
。
子
供
に
ど
う
い
う
こ
と
ば

を
浴
び
せ
ら
れ
よ
う
と
も
　
　
。

　
〔
指
導
〕
岩
佐
壽
夫
、
前
警
視
庁

世
田
谷
少
年
セ
ン
タ
i
、
カ
ウ
ン
セ

ラ
ース

ポ
ー
ツ
は
子
ど
も
の
性
格
を

変
え
ま
す

　
礼
を
重
ん
じ
る
武
道
に
通
う
う
ち
、

子
ど
も
に
落
ち
着
き
が
出
て
き
た
、

練
習
が
楽
し
い
の
か
、
集
中
力
が
出

て
勉
強
も
よ
く
す
る
よ
う
に
な
っ
た

…
…
よ
く
耳
に
す
る
話
で
す
。

　
ス
ポ
ー
ツ
は
子
ど
も
を
少
な
か
ら

ず
変
え
ま
す
。
仲
間
と
つ
き
あ
う
た

め
に
は
協
調
性
も
必
要
で
し
ょ
う
。

ス
ポ
ー
ツ
は
家
庭
や
学
校
と
は
ち
が

っ
た
勉
強
の
場
な
の
で
す
。
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、、

，

　●

ノ〃 α《～ α

　　　　　　　　　　　募集要項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□目　　的　　雪とのふれあい・人とのふれあい・スポーツとのふれあいを通じて若者た

　　　　　　ちの交流、親睦を図る。

□期　　日　　1986年1月25日（土）～1月26日（日）1泊二日

□会　　場　　苗場国際スキー場、浅貝スキー場

□内　　容　　ふれあいスキースクール、ふれあいコンパ、雪上イベント他

□参加者　　町内在住及び町内に勤務の独身男女を対象とする。

　　　　　　※　先着30名になり次第締切らせていただきます。

□参加費
　　　　　　　7000円（1学白2食位．ン．嘲含む）

□申込み方法と締切　　1月10日までに町総合センターへ申し込んで下さい。但し定員が

　　　　　　30名ですのでお早めにお申し込み下さい。

　　　　　　※　お問合せは町公民館（暦7－2301）まで！

顕
　
驕

　
　
黛

　
　
　
購

　
　
　
　
蘇

講盤

灘

懸 嚢

鶏繭麟

難

欝

鐵

躍

、懸
嚢

共　催 町連合青年団＆町公民館
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防災
シリーズ⑬

が多くなります。一人一人が注意し火災を出さな

消
防
署
で
は
、
消
防
福

祉
50
日
運
動
（
11
／
1
5

～
1
／
3
）
の
期
間
中

に
次
の
よ
う
な
職
員
の

ア
イ
デ
ア
あ
ふ
れ
る
手

作
り
運
動
を
実
施
し
て

お
り
ま
す
。

役所前・分遣所前へべ
葦銚より畷鱒雛

ニア板2枚半の大看板

設置。

老人会対象の防火懇談会実施

松代（8日）、蒲生（10日）、

室野（15日）約200名の方

々が出席され“火の用心

せんべい．を食べながら

“防火講話，，“映写会，，を熱

心に視聴されました。

摘

、瑠

松

遷

尚、行事実施にあた｝）地域

住民の方々の暖かい御協力

に対して、職員一同感謝い

たしております。

蓼
灘

、
灘

響

青竹利用の手作ケ）一輪差しの

作成配布、町に在住する1人

暮らしのお年寄ケ）32名の方々

に配布。

　
　
　
　
　
　
　
　
＋
一
月
受
付
分

　
　
幸
せ
多
い
人
生
を
（
結
婚
）
　
、

　
山
岸
武
一
・
柄
澤
律
子

　
　
　
　
　
　
　
（
片
桐
山
・
浦
）

　
石
黒
良
泉
・
藤
ノ
木
春
美

　
五
十
嵐
保
・
柳
郁
子

　
　
　
　
　
　
　
（
松
代
・
原
田
屋
）

　
森
　
龍
憲
・
垂
井
葉
子

　
　
　
　
　
　
（
松
代
・
釜
田
住
宅
）

　
　
げ
ん
き
な
よ
い
子
に
（
艇
生
）

　
柳
　
達
也
　
父
信
夫
・
母
千
秋

　
　
（
二
男
・
千
年
・
ダ
ス
キ
ン
松
代
）

　
涌
井
絵
里
香
　
父
洋
一
・
母
三
枝

　
（
長
女
・
室
野
・
室
野
教
員
住
宅
）

　
　
ご
冥
福
を
祈
り
ま
す
（
死
亡
）

　
関
谷
ツ
ジ
　
81
歳
　
松
代
か
ま
だ
や

　
本
柳
常
三
郎
77
歳
　
松
代
　
常
栄
屋

　
小
堺
モ
ミ
　
78
歳
　
室
野
小
堺
板
金

　
柳
　
清
八
　
7
6
歳
　
松
代
　
清
栄
屋

　
佐
藤
セ
キ
　
62
歳
　
松
代
　
小
脇

蔓
戸
籍
の
窓
ロ

｝
㎜
　
　
　
　
　
　
　
（
室
野
・
洞
泉
寺
）

｝
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　文
芸

ノ麗叢
　　　　・、鉛　r

＼　＿　　一郵

　
短
歌短

詩
の
世
界

　
　
　
　
　
　
　
野
石
　
回
マ
ン

土
ぼ
こ
り
立
つ
る
畠
に
水
打
ち
て

蒔
か
れ
し
大
根
の
色
増
す
み
ど
り

日
焼
け
田
の
掻
き
均
ら
さ
れ
し
水
澄

み
て
色
新
た
な
る
紅
葉
を
映
す

所
在
を
く
時
雨
降
る
日
の
ひ
と
と
き

を
眺
む
る
菊
に
目
を
洗
わ
る
る

枯
れ
草
も
木
々
の
梢
も
白
み
帯
び

角
ば
る
山
は
曇
天
を
負
う

震
降
る
バ
ス
の
中
に
て
客
わ
れ
も

心
素
直
に
無
口
と
な
り
ゆ
く

と
ざ鎖

さ
れ
て
超
然
と
せ
る
島
国
の

風
土
に
育
つ
短
詩
の
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
與

　
　
し
ぶ
み
句
会

鶏
足
山
村
秋
晴
れ
の
嫁
御
寮

味
噌
煮
豆
湯
気
ほ
の
ぼ
の
と
暮
れ
の

秋
　
　
　
　
　
　
　
　
立
　
石

　
　
　
さ
が

家
々
の
性
面
白
し
冬
構
え

ま
わ
り
道
す
れ
ば
冬
木
の
森
に
入
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
淡
　
水

霜
踏
ん
で
出
か
け
る
今
日
は
土
工
哉

小
春
日
や
ぬ
げ
田
を
直
す
川
向
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紅
茶

冬
め
く
や
女
土
工
の
頬
か
む
り

冬
の
日
や
杉
の
葉
拾
う
人
ひ
と
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瀞
舟

蓮
根
掘
る
手
の
赤
く
し
て
山
眠
る

北
風
の
障
子
の
穴
に
音
高
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柄
　
史

越
後
路
は
紅
葉
す
る
山
散
り
し
山

朴
落
葉
落
葉
の
上
に
落
ち
し
音

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
　
明

　
　
　
　
　
　
　
よ
　
み

小
春
日
や
句
の
友
黄
泉
の
人
と
な
り

大
寺
の
嫁
の
座
決
ま
り
紅
葉
映
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
千
代

晩
秋
の
湯
宿
に
祝
う
老
人
会

高
山
を
と
り
ま
く
連
山
秋
深
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記
　
沙

名
月
や
石
に
樽
置
き
茶
椀
酒

我
が
星
は
ど
こ
に
旅
寝
や
天
の
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
元

ひ
ょ
う
た
ん
も
秋
は
き
れ
い
に
出
来

上
が
り

句
仲
間
の
常
仙
世
を
去
る
霜
月
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
美
　
根

雲
切
れ
し
一
と
き
あ
り
し
十
三
夜

朝
寒
や
子
牛
市
場
の
ほ
ど
遠
く
　
　
　
』

都
路
の
並
木
の
銀
杏
実
は
み
え
ず
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枯
　
水
』

枯
枝
に
時
雨
の
玉
粒
光
り
を
り
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
』

園
芸
｝
ロ
メ
モ

”
松
代
園
芸
愛
好
会
”

一
服
の
寺
人
足
に
小
六
月

大
樫
裸
木
の
も
と
石
仏

出
稼
者
激
励
会
や
村
の
秋

出
稼
者
出
尽
く
し
村
の
秋
静
か

　
　
　
　
　
　
　
滝
沢
　
　
静

　
蒲
生
句
会

味
噌
玉
を
煮
る
湯
の
た
ぎ
つ
雪
催
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ゆ
み

気
ま
ぐ
れ
な
陽
の
移
ろ
え
り
檀
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耕
　
山

今
日
よ
り
は
飯
場
住
い
か
冬
の
月

山
茶
花
や
出
稼
ぎ
に
来
て
ま
だ
三
日

　
　
　
　
　
　
在
千
葉
　
　
鐵
堂

黄
落
の
掃
き
寄
せ
て
あ
る
石
だ
た
み

冬
構
え
終
え
て
座
敷
の
や
や
暗
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
折
　
人

　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
ぴ

日
暦
に
手
垢
残
し
て
出
稼
に
発
つ

風
に
鳴
る
裸
木
鋭
く
天
を
衝
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耕
　
人

短
日
や
孫
の
ひ
ら
が
な
は
る
か
よ
り

ト
ラ
ッ
ク
の
あ
お
り
の
飛
雪
傘
で
よ

け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
さ
女

　
　
　
　
う
す
ら
い

犬
が
踏
む
薄
氷
の
下
水
動
く

ど
よ
も
し
て
雷
わ
た
る
ゆ
え
真
夜
の

雪
　
　
　
　
　
　
　
　
龍
峰峰の女より人人み堂日山実い　水花歩

樹
形
の
い
ろ
い
ろ

　
　
⑯
　
石
上
樹

　
石
付
き
の
一
種
で
、
石
の
頂
上
に

植
え
、
根
が
石
を
抱
い
て
鉢
に
及
ぶ

よ
う
に
し
た
も
の
で
す
。
管
理
は
普

通
の
も
の
と
全
く
同
様
で
、
根
は
石

を
抱
い
て
い
る
の
で
太
り
が
よ
い
の

で
す
。
と
く
に
、
カ
エ
デ
の
石
上
樹

は
、
年
を
経
る
と
根
が
岩
盤
状
に
な

っ
て
、
石
を

包
ん
で
し
ま

う
奇
観
を
呈

し
ま
す
．
樹

種
は
石
付
き

に
準
じ
ま
す
。

　
根
張
り

　
一
般
に
は

石
付
き
に
準

じ
ま
す
。

　
　
幹

　
見
ば
え
の

す
る
の
は
、

模
様
木
、
旙

幹
・
半
懸
崖

な
ど
で
す
。

　
独
立
木
と
し
て
十
分
鑑
賞
で
き
る

も
の
を
え
ら
び
ま
す
。

　
　
枝

　
根
元
近
く
に
一
の
枝
が
あ
り
、
下

枝
が
発
達
し
て
い
る
こ
と
。

　
　
樹
冠

　
丸
味
を
帯
び
さ
せ
、
全
体
に
低
く

つ
く
る
の
が
よ
い
で
し
よ
う
。

葱蕩

　
　
　
　
歴
ε

カエデの石上樹


