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《人ロの動き》

2月1日現在

男3，004（一5）女3，041（一6）計6，045（一11）

出生1　死亡8　転入4　転出8

世帯数1，663（＋1）
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〃
ヌ
キ
，
の
松
代
高
ノ

壮
行
会
で
激
励
を
受
け
る

松
代
高
校
の
選
手

　
　
一
月
三
〇
日
　
役
場
前

　
一
月
一
八
日
開
か
れ
た
県
高
校
ス

キ
ー
の
距
離
男
子
一
五
㎞
で
渡
辺
博

文
君
（
二
年
、
糸
魚
川
下
早
川
）
が

四
位
に
、
小
堺
敏
明
君
（
三
年
、
室

野
沢
入
）
が
七
位
に
入
り
、
翌
一
九

日
の
男
子
リ
レ
ー
で
は
両
君
柳
浩
三

君
（
三
年
、
菅
刈
え
の
き
）
、
牧
田

義
明
君
（
一
年
、
峠
ふ
じ
た
や
）
の

チ
ー
ム
で
見
事
二
位
に
入
賞
し
た
。

　
二
三
日
の
県
ス
キ
ー
選
手
権
で
も
、

少
年
男
子
一
五
㎞
で
渡
辺
君
が
二
位
、

小
堺
君
が
四
位
と
健
闘
、
男
子
リ
レ

ー
で
も
強
豪
新
井
高
校
を
抑
え
て
堂

々
二
位
に
入
っ
た
。

　
全
日
本
学
生
ス
キ
ー
選
手
権
大
会

で
は
、
男
子
三
〇
㎞
で
佐
藤
純
一
選

手
（
専
修
大
、
千
年
は
ん
ぜ
ん
）
が

初
優
勝
し
た
．

　
二
月
六
日
か
ら
開
催
さ
れ
た
（
長

野
県
）
全
国
高
校
ス
キ
ー
大
会
、
男

子
リ
レ
ー
で
七
位
に
入
賞
し
た
。

　
第
四
一
回
国
体
冬
季
大
会
ス
キ
ー

競
技
会
（
北
海
道
倶
知
安
町
）
三
日

目
の
二
月
二
二
日
、
倶
知
安
農
高
グ

ラ
ン
ド
で
の
少
年
男
子
距
離
一
五
㎞

で
渡
辺
博
文
君
が
、
四
六
分
二
五
秒

四
の
好
タ
イ
ム
で
堂
々
四
位
に
入
賞

し
、
小
堺
敏
明
君
も
四
八
分
五
七
秒

七
で
健
闘
し
た
．

りへ
出品

十日町
雪まつ

　
本
誌
十
二
月
号
で
紹
介
い
た
し
ま

し
た
、
松
代
ひ
ょ
う
た
ん
ク
ラ
ブ
（
代

表
万
羽
卓
司
氏
会
員
4
5
名
）
の
、
花

ひ
さ
ご
が
、
去
る
二
月
八
・
九
日
の

両
日
、
十
日
町
雪
ま
つ
り
の
地
場
産

ま
っ
り
に
参
加
し
ま
し
た
。
ク
ロ
ス

ー0

内
で
、
津
南
町
の
木
彫
・
川
西
町

の
わ
ら
細
工
・
松
之
山
町
の
野
鳥
こ

け
し
と
共
に
、
実
演
即
売
会
を
行
い

ま
し
た
が
、
大
勢
の
県
外
客
が
訪
れ
、

松
代
の
花
ひ
さ
ご
を
「
珍
ら
し
い
」

「
ど
う
し
て
作
る
の
か
」
な
ど
興
味

深
く
見
て
い
ま
し
た
。

ク
ラ
ブ
か
ら
は
両
日
、
五
～
六
名
が

出
て
出
演
即
売
に
忙
し
い
思
い
を
さ

れ
ま
し
た
が
、
予
想
以
上
の
成
果
を

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
今
後
は
更
に
技
術
を
向
上
さ
せ
、

多
種
の
商
品
開
発
を
研
究
し
て
ゆ
き

た
い
と
意
気
込
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

　
町
民
の
皆
さ
ん
の
御
協
力
を
得
て
、

松
代
町
の
特
産
品
と
し
て
の
定
着
を

期
待
し
て
お
り
ま
す
。

　
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
に
は
、
大
小
さ
ま
ざ

ま
の
種
類
が
あ
り
、
若
干
栽
培
管
理

を
異
に
し
ま
す
。
有
機
質
を
多
く
含

ま
せ
た
用
地
で
、
日
当
り
、
風
通
し

の
よ
い
所
が
よ
い
で
す
。

　
高
温
を
好
む
熱
帯
性
植
物
で
、
果

実
の
生
長
期
（
授
粉
後
一
か
月
弱
）

に
は
強
い
陽
ざ
し
、
高
温
が
必
要
で

す
。
真
夏
の
最
成
期
に
果
実
の
結
実

期
が
あ
た
る
よ
う
栽
培
す
る
こ
と
が

ポ
イ
ン
ト
で
す
。



III”1”III””1川13111111”111”II川IIこうほう・まつだい（2月号）IIIIII”lllll”II”II”1””Ill”llll”IIll”IIIIllII”1“IIII”1””Illlll””1”Ill”III”III”IllIIllll”IIIllIll”IIIIIlliII“III”IIll””III”Ill“IIII”IIll”Illl”III川IIIllIII”Ill

阪蕊譜麟凝
1、層卸

　
ノ

が
少’

／
／

、
，
〆
／

蝿
　～．

　　　～ン

　　　　＼　、♂）　，－
ノ

酒ド1

／

’、，

筏

　
　
　
　
　
　
ダ
く

，
▲
「

〆

夏
U

　　　　霧

　』響

贈覗鋼

　
今
回
は
町
内
に
あ
る
克
雪
住
宅
や
、

湧
き
水
等
を
利
用
し
た
家
屋
周
辺
の

雪
処
理
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　
高
床
式
住
宅
H
基
礎
部
分
が
コ
ン

ク
リ
ー
ト
等
の
構
造
で
高
床
に
な
っ

て
い
る
建
物
（
一
般
的
な
住
宅
の
基

礎
高
は
六
〇
㎝
程
度
、
こ
こ
で
は
一

2月6泊驚撮影
　　　　灘

国道253号線松代地内

五
〇
㎝
程
度
の
基
礎
高
の
建
物
）
と

い
う
意
で
説
明
し
ま
す
。

　
町
内
で
は
こ
の
よ
う
な
建
物
（
専

用
住
宅
、
店
舗
、
付
属
屋
等
）
が
五

六
棟
（
課
税
）
建
築
さ
れ
て
い
る
。

　
基
礎
部
の
工
事
費
は
、
一
般
的
住

宅
（
一
四
八
・
五
㎡
）
に
比
較
し
て

三
・
三
㎡
当
た
り
三
万
円
程
度
割
高

と
な
る
。
　
（
地
形
や
諸
条
件
に
よ
り

異
な
る
）

　
高
床
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家
屋

周
辺
の
雪
処
理
は
標
準
的
な
基
礎
家

屋
に
比
べ
三
～
四
回
程
度
少
な
く
て

済
む
よ
う
で
あ
る
。
　
（
こ
れ
も
地
形

や
家
屋
の
隣
接
な
ど
に
よ
っ
て
変
わ

轍
欝
灘
灘
灘

る
．
）

　
基
礎
部
分
は
高
床
式
に
、
屋
根
部

分
は
自
然
落
下
型
の
組
み
合
せ
な
ど

工
夫
さ
れ
た
住
宅
も
み
ら
れ
る
。

　
自
然
落
下
式
住
宅
“
屋
根
勾
配
は

四
・
五
寸
か
ら
六
寸
程
度
で
自
然
に

雪
を
落
下
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
。

　
屋
根
材
（
鋼
板
）
の
種
類
も
、
カ基礎高2m50cm、延床面積203．59m・大字松代　2月13日撮影高床式住宅

ラ
ー
鉄
板
・
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
鋼
板
、

フ
ッ
ソ
樹
脂
鋼
板
、
ア
ク
リ
ル
樹
脂

鋼
板
、
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
板
と
多
く
あ

り
、
㎡
当
た
り
の
価
格
も
二
千
三
百

円
ほ
ど
か
ら
五
千
円
前
後
（
長
尺
横

葺
）
と
な
っ
て
い
る
。

　
自
然
落
下
式
住
宅
は
、
家
屋
周
辺

の
雪
処
理
が
容
易
で
は
な
い
（
一
般

的
な
基
礎
高
の
場
合
等
）
立
地
条
件

を
い
か
す
か
、
水
（
湧
き
水
）
の
利
用

や
機
械
力
に
頼
る
こ
と
に
な
り
、
隣

接
家
屋
と
の
距
離
等
が
必
要
で
あ
る
。

　
自
然
落
下
方
式
も
屋
根
材
の
み
だ

け
で
な
く
、
よ
り
完
全
に
落
下
さ
せ

る
た
め
、
住
宅
そ
の
も
の
に
も
工
夫

が
施
さ
れ
て
い
る
。

　
柳
式
住
宅
目
高
床
式
住
宅
、
自
然

落
下
式
住
宅
に
比
べ
、
建
物
の
屋
根

に
積
る
雪
を
雪
下
ろ
し
し
な
い
で
済

ま
せ
る
た
め
の
方
法
の
一
つ
で
、
室

内
の
暖
房
で
屋
根
雪
を
と
か
す
よ
う

に
工
夫
さ
れ
た
住
宅
で
あ
る
。

　
暖
気
の
上
昇
性
質
を
効
果
的
に
す

る
た
め
、
屋
根
を
極
端
に
薄
く
し
、

（
特
殊
鉄
板
屋
根
）
窓
（
二
重
サ
ッ

シ
）
や
壁
や
床
を
厚
く
し
た
り
、
暖

気
の
大
半
が
一
つ
の
通
路
で
屋
根
を

通
っ
て
外
気
へ
移
動
す
る
工
夫
や
、

屋
根
裏
の
水
滴
（
結
露
）
防
止
等
（
ト

イ
を
配
し
て
滴
下
を
受
け
止
め
、
水

に
し
て
外
部
に
流
し
だ
す
）
凍
結
防

止
の
た
め
配
管
位
置
の
工
夫
な
ど
柳

式
住
宅
は
大
字
松
代
に
二
棟
建
築
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
ペ
ー
ジ
ヘ
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3
ぺ
ー
ジ
よ
り

　
柳
式
住
宅
の
融
雪
源
（
熱
源
）
は

石
油
ス
ト
ー
ブ
等
の
室
内
暖
房
で
あ

る
。　

建
物
の
大
き
さ
（
床
面
積
、
屋
根

面
積
等
）
居
住
人
員
（
昼
間
、
夜
間
）

居
住
の
場
所
（
一
階
、
二
階
）
や
間

ど
り
、
暖
房
の
と
り
方
等
に
よ
り
融

雪
の
効
果
は
異
な
る
が
、
五
九
豪
雪

で
も
灯
油
六
〇
〇
／
（
四
ヵ
月
分
）

程
度
の
消
費
量
で
、
一
回
の
雪
下
ろ

し
で
す
ん
で
い
る
。
ま
た
、
水
平
の

屋
根
は
雪
下
ろ
し
の
際
に
も
、
ど
の

方
向
に
も
容
易
に
運
搬
は
で
き
る
。

　
建
築
費
は
一
般
の
住
宅
に
比
較
し

一
割
程
度
の
増
に
な
る
。
ま
た
、
改

築
の
場
合
は
既
設
建
物
の
構
造
等
に

よ
り
比
較
は
難
し
い
。

　
設
計
、
施
工
は
特
約
店
方
式
と
な

っ
て
い
る
。

鵬

2月13日撮影自然落下式（一部高床式）延床面積155．60m・
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∠
　
で
、

窓（光が入ると屋根裏の気温が上る）

換気ガラリ（冬は内側から蓋をする）

ρ
ダクト

〃
『、

4

↑
下

　
廊

屋根は雪が自然に落下しない時、居

間などの暖房熱を屋根裏にあげる

屋根裏が、冬場は暖かく、夏場は涼しく

なるように工夫されている

柳
式
住
宅

　難購

誉
鐘延

床
面
積
7
2
・
2
4
㎡
大
字
松
代
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2
月
7
日
撮
影
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！1　　積雪　　＼、
茎根勾配

　　　　　　　2
折　　板

、

パラペット
100

点線部は結露樋

一甲　　一一　一一　一。　一　7　，　　一　一　一｝　｝　　一　　甲一　一．　一 噂　　　　　〇　　　　一　　　　哺　　　一　　　噂　　　一

断熱材　　　　　2階天井

召 ↑　　↑　　↑　　↑　　1 ↑

融雪水雨樋

β
り

熱　　〃　　〃　　〃　　〃

　　2階フロアー少量発熱帯

〃

断熱材

1．子供部屋

2．寝　　室

3．予備室　　　　2階床

勇 1階天井

断熱材診

1　　↑　　↑　　l　　l
i執　　　〃　　　〃　　　〃　　　〃

’』、、

　　　1階フロアー多量発熱帯

1．台所　　4．食堂

2・風呂　5・寝室　　　　1階床
3．居間

↑
”

’

●…
●

鶴

、

紳

延床面積騰戴醤蕪生魎

自然水（湧き水）融雪

柳
式
住
宅
の
断
面
図
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鰻

　
先
月
、
先
々
月
号
が
あ
ま
り
に
堅

苦
し
か
っ
た
の
で
、
今
月
は
「
不
健

康
教
育
講
座
n
ヶ
条
」
か
ら
抜
粋
し

て
み
ま
し
た
。

　
大
気
汚
染
だ
公
害
だ
と
、
と
か
く

世
の
中
は
住
み
に
く
く
な
っ
て
来
ま

し
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
人
類
は
ほ
ろ

び
る
の
で
は
な
い
か
な
ど
と
真
剣
に

考
え
た
方
が
賢
明
だ
と
い
う
意
見
さ

え
あ
り
ま
す
。
不
健
康
な
生
活
を
送

り
、
早
く
死
ぬ
方
法
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
を
考
え
て
み
よ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
．

第
一
条
う
し
ろ
向
き
人
生
の
す
す

め　
健
康
に
は
胃
の
状
態
が
大
き
く
左

右
し
ま
す
。
で
す
か
ら
健
康
を
害
す

る
た
め
に
は
胃
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ヨ
ン

を
最
悪
に
保
て
ば
良
い
の
で
す
。
胃

の
状
態
に
は
物
理
的
な
側
面
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
精
神
状
態
、
心
理
状
態

と
い
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
大
き
な

影
響
を
受
け
ま
す
。
あ
る
医
者
の
証

言
に
よ
れ
ば
、
く
よ
く
よ
し
た
気
持

ち
を
長
く
続
け
れ
ば
、
ほ
ん
と
う
に

胃
は
悪
く
な
っ
て
し
ま
う
と
の
こ
と

で
す
。
私
た
ち
も
日
常
、
た
と
え
ば

何
か
心
配
ご
と
が
あ
る
と
食
欲
が
わ

か
な
い
と
い
う
こ
と
を
し
ば
し
ば
経

験
し
ま
す
。
こ
の
様
に
胃
と
心
理
状

態
は
密
接
な
関
係
に
あ
り
ま
す
。
で

す
か
ら
健
康
の
基
本
で
あ
る
胃
を
こ

く
よ
く
よ
す
れ
は

　
　
　
短
命
ま
ち
が
い
な
し

わ
す
た
め
に
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
ク

ヨ
ク
ヨ
と
毎
日
心
配
ご
と
を
み
つ
け

て
、
う
し
ろ
向
き
の
生
活
を
送
る
こ

と
で
す
。

第
二
条
　
生
活
の
乱
れ
を
気
に
す
る

な　
不
健
康
に
な
る
た
め
の
第
二
の
条

件
と
し
て
は
、
日
常
生
活
を
大
き
く

乱
す
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
私
た

ち
の
生
活
は
一
定
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ

ン
の
く
り
返
し
で
す
。
そ
し
て
一
週

間
の
う
っ
積
し
た
疲
労
を
休
日
に
回

復
さ
せ
る
と
い
う
の
が
ご
く
普
通
に

考
え
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
こ
う
い

っ
た
生
活
の
リ
ズ
ム
を
乱
せ
ば
あ
な

た
の
健
康
は
そ
れ
な
り
に
崩
せ
る
は

ず
で
す
。
明
日
の
仕
事
な
ど
く
そ
く

ら
え
、
人
生
は
そ
の
場
限
り
の
楽
し

み
が
持
て
れ
ば
良
い
の
だ
と
い
う
考

え
に
徹
し
て
下
さ
い
。
ま
た
、
ク
タ

ク
タ
に
な
る
ま
で
働
き
、
ゆ
と
り
の

な
い
毎
日
を
送
る
こ
と
も
あ
げ
ら
れ

／口ぐ／　　＼　ノ、￥￥

　
　
ヤ

つ
魏
．
レ
㌘

ξ
ーフ呼騨

ま
す
。
仕
事
の
疲
れ
は
遊
び
の
場
合

と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
激
し
い

も
の
で
す
。
こ
れ
が
毎
日
う
っ
積
す

れ
ば
健
康
を
害
す
る
こ
と
ま
ち
が
い

な
し
で
す
．

第
三
条
　
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
四
時
間
し

か
眠
ら
な
か
っ
た

　
第
三
の
条
件
と
し
て
睡
眠
に
必
要

な
八
時
間
の
基
本
条
件
を
極

端
に
短
か
く
す
る
こ
と
を
お

す
す
め
し
ま
す
。
遊
び
に
よ

る
夜
ふ
か
し
、
仕
事
に
よ
る

夜
ふ
か
し
、
何
で
も
結
構
で

す
。
で
き
る
だ
け
睡
眠
時
間

を
短
か
く
す
る
こ
と
で
す
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
四
時
間
し
か

眠
ら
な
か
っ
た
と
い
う
で
は
、

あ
り
ま
せ
ん
か
。
徹
夜
の
あ

と
は
胃
が
重
く
、
食
欲
も
お
ち
ま
す
。

あ
る
女
優
さ
ん
が
雑
誌
の
イ
ン
タ
ビ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ュ
ー
に
答

∂

薗 ミ

い
ま
す
。
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

か
し
、
せ
っ
か
く
睡
眠
を
縮
め
た
の

に
栄
養
を
と
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
、

損
ね
つ
つ
あ
る
健
康
を
と
り
も
ど
し

て
し
ま
い
ま
す
。
睡
眠
不
足
の
翌
日

は
食
欲
が
わ
か
な
い
の
を
い
い
こ
と

に
、
ラ
ー
メ
ン
や
盛
り
ソ
バ
で
す
ま

せ
て
お
け
ば
効
果
万
点
で
す
ゆ え

て
「
仕

事
の
関
係

で
夜
ふ
か

＋
分
な
睡

眠
が
と
れ

な
か
っ
た

時
は
翌
日

つ
と
め
て

栄
養
を
と

る
よ
う
に

心
が
け
て

　
　
　
し

し
し
た
り
、

　セ久

第
四
条
　
倒
れ
る
ま
で
飲
ん
で
こ
そ

酒
の
味

　
肝
臓
に
と
っ
て
ア
ル
コ
ー
ル
が
大

敵
な
の
は
ま
ち
が
い
な
い
と
こ
ろ
。

こ
の
世
が
イ
ヤ
で
早
く
肝
臓
を
い
た

め
た
い
人
は
毎
日
大
酒
を
飲
む
こ
と
。

そ
の
う
え
オ
カ
ズ
を
と
ら
な
い
こ
と
。

特
に
チ
ー
ズ
な
ど
の
タ
ン
パ
ク
質
が

豊
か
な
も
の
は
避
け
た
ら
良
い
で
し

ょ
う
。
ウ
イ
ス
キ
ー
を
水
や
炭
酸
で

割
る
よ
う
な
ス
ケ
ー
ル
の
小
さ
な
こ

と
は
し
な
い
で
ス
ト
レ
ー
ト
で
グ
ッ

と
ノ
ド
の
奥
へ
流
し
こ
ん
で
ご
ら
ん

な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
肝
臓
に
打
撃

を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
胃
の
粘
膜

を
刺
激
し
て
胃
潰
瘍
に
な
る
こ
と
も

で
き
て
一
石
二
鳥
と
い
う
わ
け
で
す
。

第
五
条
　
中
年
太
り
は
男
の
貫
録

　
肥
満
こ
そ
い
ろ
い
ろ
な
病
気
を
誘

発
す
る
最
大
の
原
因
で
す
。
太
り
す

ぎ
の
最
大
の
原
因
は
食
生
活
で
す
。

特
に
動
物
性
の
脂
肪
の
摂
取
量
が
多

い
と
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
が
た
ま
り
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
ペ
ー
ジ
ヘ
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6
ぺ
ー
ジ
よ
り

す
。
こ
れ
が
増
え
る
と
心
筋
硬
塞
や

脳
卒
中
な
ど
を
起
こ
す
動
脈
硬
化
に

な
り
ま
す
。
肥
満
は
動
作
緩
慢
、
活

動
不
足
に
も
な
り
ま
す
。
運
動
不
足

で
動
き
が
に
ぶ
れ
ば
脂
肪
分
が
燃
焼

さ
れ
ず
、
こ
の
傾
向
に
一
層
の
拍
車

が
か
か
る
で
し
ょ
う
。
く
れ
ぐ
れ
も

御
注
意
申
し
上
げ
ま
す
が
、
運
動
や

ス
ポ
ー
ツ
で
ぜ
い
肉
を
落
そ
う
な
ど

と
い
う
ヤ
ボ
な
考
え
は
持
た
な
い
で

下
さ
い
．

噺
ゆ

o
ノふ

ン5～

煮
轡‘

臨
，　シ　1ヤ

・
醐
一

頴
■

ー
坤
－

彰、》≧．一畢

第
六
条
　
レ
ジ
ャ
ー
の
本
懐
は
人
混

み
に
あ
り

　
日
本
で
は
、
レ
ジ
ャ
ー
と
は
い
っ

て
も
西
洋
の
様
に
ま
と
め
て
休
暇
を

と
れ
る
人
は
ご
く
少
な
く
、
週
1
回

の
休
み
を
利
用
す
る
程
度
の
人
が
ほ

と
ん
ど
で
す
。
有
名
な
行
楽
地
や
人

の
行
き
や
す
い
と
こ
ろ
は
土
・
日
曜

日
と
も
な
れ
ば
大
盛
況
。
せ
っ
か
く

の
休
日
を
家
で
家
族
と
楽
し
ん
だ
り
、

静
か
に
休
ん
だ
り
し
な
い
で
人
混
み

に
出
か
け
て
大
い
に
疲
れ
る
よ
う
に

し
た
ら
い
か
が
？
。
箱
根
が
良
い
と

聞
け
ば
箱
根
へ
行
き
、
山
陰
が
良
い

と
聞
け
ば
直
ち
に
飛
ん
で
行
く
。
こ

☆

　
　
歴
〃
o

ヤ

　
〃

！
り

蛤

す
。
仕
事
や
レ
ジ
ャ
ー
で
疲
れ
た
身

心
の
疲
労
回
復
に
は
ク
ス
リ
を
利
用

し
ま
す
。
休
息
や
栄
養
に
頼
る
と
い

　
　
　
　
　
っ
た
従
来
の
正
し
い
方

ち蕩

　
　
N
、
，
い

　
　
　
ら
●

噌　　
　
6
●
．

　
　
　
　
●

【　
　
　
■
●

の
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
の
　
う

●
●
　
　
　
　
●
一

3
。
　
！

．
♂

の
ス
タ
イ
ル
で
あ
な
た
は
ま
ち
が
い

な
く
疲
れ
は
て
ま
す
。

第
七
条
　
寿
命
は
食
生
活
で
縮
め
ら

れ
る

　
「
う
ま
い
も
の
」
と
「
栄
養
の
あ

る
も
の
」
は
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

好
き
な
も
の
だ
け
食
べ
て
片
よ
っ
た

食
事
を
と
る
こ
と
。
ま
た
「
腹
八
分

目
医
者
い
ら
ず
」
な
ど
と
い
う
格
言

は
無
視
し
て
「
腹
い
っ
ぱ
い
」
食
べ

る
こ
と
こ
そ
ズ
バ
リ
不
健
康
に
つ
な

が
り
ま
す
．

第
八
条
　
疲
れ
た
な
と
思
っ
た
ら
ビ

タ
ミ
ン
剤

　
日
本
人
の
ク
ス
リ
好
き
は
有
名
で

づ
ン
剤
を
ど
ん
ど
ん
飲
ん
で

ン
過
剰
症
」

望
む
あ
な
た
に
と
っ
て
は
好
都
合
で

し
ょ
う
。

法
を
捨
て
て
大
い
に
ビ

タ
ミ
ン
剤
や
ド
リ
ン
ク

剤
を
利
用
し
ま
す
。
特

に
お
す
す
め
し
た
い
の

は
ビ
タ
ミ
ン
剤
の
大
量

療
法
。
排
泄
の
た
め
に

腎
臓
に
負
担
が
か
か
っ

た
り
、
体
内
に
蓄
積
さ

れ
た
り
し
ま
す
。
私
た

ち
が
必
要
と
す
る
ビ
タ

ミ
ン
は
食
物
で
十
分
補

わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

う
え
値
の
張
る
ビ
タ
ミ

　
　
　
　
　
「
ビ
タ
ミ

に
な
れ
ば
、
不
健
康
を

第
九
条
　
人
問
関
係
の
つ
ま
づ
き
で

ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に

　
肉
体
と
精
神
状
態
が
表
裏
の
関
係

に
あ
る
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
通
り

で
す
。
し
た
が
っ
て
精
神
状
態
を
た

え
ず
悪
く
し
て
お
け
ば
健
康
面
に
も

自
然
に
影
響
が
出
よ
う
と
い
う
も
の
。

人
が
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
か
か
る
の
は
ほ

と
ん
ど
が
人
間
関
係
が
う
ま
く
い
っ

て
い
な
い
時
で
す
。
健
康
を
損
ね
る

た
め
に
は
こ
う
い
っ
た
状
態
に
な
る

よ
う
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
治
そ

う
な
ん
て
考
え
な
い
こ
と
で
す
。

第
十
条
　
定
期
検
診
は
断
固
拒
否
す

る　
人
間
の
体
力
は
2
0
～
2
5
才
く
ら
い

を
ピ
ー
ク
に
し
て
徐
々
に
お
と
ろ
え

て
い
き
ま
す
。
し
か
も
成
人
病
は
ジ

ワ
ジ
ワ
と
内
攻
し
て
ゆ
く
ケ
ー
ス
が

多
い
の
で
す
。
気
が
つ
い
て
み
た
ら

身
体
に
ガ
タ
が
き
て
い
た
な
ど
と
い

う
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
丈
夫
で
長

生
き
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
人
た
ち

は
4
0
才
を
過
ぎ
る
と
人
間
ド
ッ
ク
に

入
っ
た
り
定
期
検
診
を
受
け
た
り
し

て
い
ま
す
。
定
期
検
診
は
断
固
拒
否

し
て
ガ
ン
バ
ッ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。

そ
う
す
れ
ば
成
人
病
が
気
づ
か
な
い

う
ち
に
あ
な
た
を
侵
し
て
く
れ
る
で

し
ょ
う
。

第
十
一
条

よ
う

o

運
動
は
つ
と
め
て
避
け

勾

診
「
○

検定期
口σ

0

　
運
動
を
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
は

そ
れ
に
よ
っ
て
身
体
の
ぜ
い
肉
が
落

ち
た
り
体
力
が
増
進
す
る
こ
と
で
す
。

現
代
人
は
足
を
使
わ
な
く
な
っ
た
と

よ
く
指
摘
さ
れ
ま
す
。
た
し
か
に
朝

の
通
勤
か
ら
帰
宅
ま
で
ほ
と
ん
ど
は

足
を
使
う
こ
と
な
く
交
通
機
関
の
利

用
で
す
ま
せ
ら
れ
ま
す
。
レ
ジ
ャ
ー

で
さ
え
足
は
あ
ま
り
使
い
ま
せ
ん
。

富
士
登
山
で
さ
え
五
合
目
ま
で
は
バ

ス
が
通
っ
て
い
る
と
い
う
時
代
で
す
。

こ
う
い
っ
た
現
代
の
傾
向
に
合
わ
せ

て
あ
な
た
も
で
き
る
だ
け
運
動
す
る

こ
と
を
避
け
る
よ
う
に
心
が
け
て
ご

ら
ん
な
さ
い
。

　
食
生
活
、
精
神
生
活
、
余
暇
の
す

ご
し
方
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
部
分
で
今

ま
で
述
べ
た
様
な
方
法
を
通
し
て
あ

な
た
な
り
の
努
力
を
す
れ
ば
、
あ
な

た
の
健
康
は
み
る
み
る
お
と
ろ
え
、

寿
命
は
縮
む
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

浄”3

｝
．
驚
」
・
9
，

　
　
・
》

機

偲
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1．昭和61年度転作面積の配分について

　　◎今年の松代町への目標面積は、前年度より3．1ヘクタール増え86．7ヘクタ

　　　ールの配分がありました。
　　　　　〈転作目標面積＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：んα）

昭和61年度 昭和60年度 前年度比較

目標面積 うち

他用途米
目標面積 うち

他用途米
目標面積

うち

他用途米

松代町 86．7 0 83．6 0 3．1
一

新潟県 20820　， 4458， 19820　， 4685，
1，000 △227

全　　国 600，000 56，000 574，000 56，000 260009 一

◎　町では、2月3日に松代町水田利用再編対策推進協議会にはかり、各部落

　別の配分面積を前年度の実績を配分面積とすることに決定しましたので、御

　協力をお願いします・　　　　　　　（単位：アール）

「期間切れ」の欄は、今年奨

励金の交付期間の切れる「保

全管理」と「水田養魚」の面

積です。

　配分面積に含まれています

ので、これらについては転作

作目の変更により、引き続き

実施してください。

松代町の基本額の水準

転
　
　
作

特定作物
　万円
3．8

永年性作物 4．6

一般作物 2．3

（野菜） 1．8

保全管理 1．8

土地改良通年施行
（うち特別豪雪地域）

2．3

字名
昭和61年度

配分面積 期間切れ 字名
昭和61年度

配分面積 期間切れ

松　代 448 中　子 47

小荒戸 61 苧　島 151

太　平 107 田野倉 208 10

菅　刈 170 仙　納 58

田　沢 117 15 莇　平 310

小屋丸 114 48 小　貫 139

池之畑 64 20 諏訪峠 83

下　山 135 寺　田 441 44

千　年 557 12 名　平 126

池　尻 112 蒲　生 617 19

会　沢 111 儀　明 517

清　水 240 38 福　島 145

桐　山 352 10 奈良立 66

蓬　平 309 10 室　野 1047，

東　山 46 竹　所 294

海　老 237 32 濁 154 2
犬　伏 276 峠 329 lO

孟　地 120 木和田原 150

片桐山 82

滝　沢 130 合　計 8，670 270

（
9
ペ
ー
ジ
ヘ
）
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　　　◎　目標面積と転作の実態

昭和61年度目標面積 86．7んα

60年度の実績から推計

　　　定着カウント　41．5加

（灘讐雛懲警轍錨薔議礁施）

　一般作物　27．5触

大豆4．4触　レンコン6．9肱

小豆2．5肱　なす1．7肱飼料5．0
肱　そば1．0加　その他6．0

永年作物
　9．2んα

（難1：謝

養魚、

預託
6．Ohα

（灘）

　　　　i

実績842触

↑↑

（
8
ペ
ー
ジ
よ
り
）

濃響れ・・7ん蟷田義魚1：lll
他の作物に転作 86．9んα

（100．2％）

2．転作の推進について

　転作作物の収益性の向上を図るため、大豆、なす、いんげん、小豆、たばこ

などの収益性のある作物を選定し、収量の安定向上を図るほか、部落ぐるみの

話し合いにより加算制度（10アール当り1万円の加算金がっく）の取り組みを

推進しますので、御協力ください。

◎　加算制度の内容

集　落転作
集落の3分の2以上の農家が転作組織を作り、転作作物を共同作
業として実施した場合、その転作田に加算金がっく。

地域特産物転作
市町村の指定作物（松代町は夏秋なす（出荷）が該当）を作付し

た場合、その作目が該当する。

団地化促進転作
転作田がおおむね70アールの団地にまとまっており、一作目が作

付けされている場合に該当する。

集落統一作物転作
集落の転作面積の2分の1以上が一作物に統一されている場合に
該当する。

3．昭和61年産米事前売渡申込限度数量について

　県から町へ配分のあった限度数量は表のとおりでありますが、町では例年ど

おり農家からの予約に基づき配分する予定であります。今年も豊作の昨年に増

した出荷を期待しております。
（単位：袋）

61年限度数量 60年売渡実績 比　　　　較

うるち 78970　， 75415　，
3，555

も　　ち 3，000 2，423 577

計 81，970 77，838 4，132
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．
獣
睦
っ
駄
め
惚
鐘
湿
期
械
、

　
地
域
住
民
が
待
ち
望
ん
で
い
た
北

越
北
線
が
先
輩
の
方
々
の
並
並
な
ら

ぬ
ご
努
力
に
よ
っ
て
、
漸
く
昭
和
六

十
六
年
を
め
ど
に
開
通
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
誠
に
喜
こ
ば
し
い
こ
と
で
あ

り
ま
す
。

　
こ
の
工
事
は
途
中
で
何
度
か
中
止

さ
れ
ま
し
た
が
、
昭
和
五
十
九
年
、

第
三
セ
ク
タ
ー
方
式
で
昭
和
六
十
年

よ
り
昭
和
六
十
五
年
の
六
年
間
に
約

四
〇
〇
億
円
の
経
費
で
完
成
す
る
よ

う
決
り
ま
し
た
と
か
、
一
時
も
早
く

列
車
が
通
る
よ
う
切
に
願
う
も
の
で

あ
り
ま
す
。

　
鉄
道
工
事
と
そ
の
関
連
事
業
は
過

疎
で
沈
滞
気
味
の
松
代
に
活
気
を
与

え
、
駅
前
道
路
、
大
新
田
の
耕
地
整

理
等
整
備
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
昨
年
1
月
2
6
日
、
運
輸
審
議
委
員

が
来
町
さ
れ
「
私
た
ち
は
鉄
道
建
設

実
現
を
確
約
い
た
し
ま
す
の
で
、
皆

さ
ん
は
、
開
通
後
の
運
営
に
つ
い
て

工
夫
、
努
力
を
し
て
ほ
し
い
。
特
に

乗
車
人
数
が
少
な
く
な
る
と
厄
介
な

こ
と
に
な
り
ま
す
」
と
の
話
で
し
た
。

過
疎
地
は
赤
字
財
政
と
な
り
路
線
が

廃
止
さ
れ
つ
つ
あ
る
今
日
、
私
た
ち

は
、
自
分
の
鉄
道
だ
と
い
う
意
識
を

持
っ
て
、
黒
字
鉄
道
に
す
る
よ
う
最

大
限
に
頑
張
れ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
。

　
松
代
町
当
局
で
は
、
鉄
道
の
開
通

に
併
せ
、
総
合
計
画
を
立
案
中
と
聞

い
て
お
り
ま
す
。

　
地
域
住
民
も
、
こ
の
重
要
課
題
に

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
協
力
す
る
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
現
在
す
で
に
「
や
ぶ
こ
ざ
き
会
」

「
山
菜
を
楽
し
む
会
」
　
「
早
稲
田
大

学
協
力
会
」
　
「
商
工
会
青
年
部
の
松

代
町
を
考
え
る
会
」
　
「
過
疎
町
村
活

性
化
研
究
所
」
　
「
古
文
書
研
究
会
」

「
各
種
団
体
の
旅
行
友
の
会
」
　
「
松

代
区
の
城
山
委
員
会
」
等
が
活
躍
し

活
気
に
満
ち
た
豊
か
な
町
づ
く
り
に

取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
こ
と
に
敬
意

を
表
し
ま
す
。

　
61
年
2
月
2
日
の
朝
日
新
聞
「
ひ

と
と
き
」
に
東
京
の
娘
の
家
で
「
じ

ょ
ん
の
び
だ
」
と
過
し
た
母
が
田
舎

へ
帰
り
着
い
た
電
話
の
声
は
元
気
い

っ
ぱ
い
、
聞
い
て
い
る
娘
の
胸
に
熱

い
も
の
が
こ
み
上
げ
、
故
郷
を
絶
対

に
捨
て
ら
れ
な
い
愛
着
と
、
故
郷
の

良
さ
を
見
つ
め
よ
う
と
し
て
い
る
母

の
心
だ
け
は
、
大
切
に
受
け
継
ぎ
た

い
と
云
う
の
で
す
。
母
を
思
う
心
、

故
郷
を
懐
し
む
気
持
が
よ
く
わ
か
り

ま
す
。

　
故
郷
を
離
れ
ら
れ
た
数
多
い
人
々

か
ら
も
、
鉄
道
で
開
発
さ
れ
た
松
代

を
、
友
人
と
共
に
、
「
正
月
」
　
・
「
お

盆
」
と
い
わ
ず
来
町
さ
れ
、
ふ
る
里

の
発
展
に
協
力
し
て
い
た
だ
き
た
い

も
の
で
す
。

　
折
再
来
町
さ
れ
て
も
、
気
楽
な
泊

り
場
所
が
必
要
で
す
。
民
宿
、
簡
易

宿
泊
所
の
設
置
、
温
泉
で
の
湯
治
は

如
何
な
も
の
で
し
ょ
う
。

　
松
代
小
学
校
に
か
つ
て
勤
務
さ
れ

た
楡
井
章
先
生
（
北
越
北
線
物
語
を

執
筆
）
は
鉄
道
が
開
通
し
た
松
代
の

パ
ノ
ラ
マ
地
図
（
約
四
畳
敷
）
を
町

文
化
祭
に
展
示
し
、
社
会
科
授
業
に

利
用
さ
れ
ま
し
た
。
鉄
道
の
開
発
は

社
会
科
だ
け
で
な
く
、
国
語
科
、
美

術
科
等
の
学
習
の
場
と
も
な
り
ま
し

ょ
う
。

　
鉄
道
と
道
路
の
整
備
拡
充
は
、
他

地
域
か
ら
の
松
代
高
校
進
学
者
が
増

と
な
り
、
小
学
校
の
統
廃
合
も
好
転

し
、
早
稲
田
大
学
は
学
生
・
先
生
と

も
多
勢
が
往
来
す
る
よ
う
に
な
り
、

滞
在
日
数
も
長
く
な
る
こ
と
で
し
ょ

う
。　

文
部
省
は
自
然
教
室
や
、
ふ
る
里

交
流
学
習
を
推
進
し
て
お
り
ま
す
。

長
期
間
こ
の
松
代
へ
都
市
の
子
ど
も

を
生
活
さ
せ
、
逆
に
松
代
の
子
ど
も

が
都
会
に
行
く
、
交
流
の
シ
ス
テ
ム

化
も
よ
い
方
法
か
と
思
い
ま
す
。

　
近
年
道
路
除
雪
は
改
良
さ
れ
、
雪

を
水
や
氷
に
し
て
お
く
こ
と
、
冷
房

に
利
用
す
る
等
研
究
が
進
ん
で
い
ま

す
。
し
か
し
、
何
と
言
っ
て
も
困
る

の
は
屋
根
の
除
雪
で
、
三
年
続
き
の

大
雪
に
は
弱
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を

解
決
し
、
美
し
い
雪
風
景
と
暖
か
い

人
情
に
囲
ま
れ
た
活
力
あ
る
松
代
を

つ
く
り
た
い
も
の
で
す
。

鍋
立
山
ト
ン
ネ
ル

　
　
　
松
代
側
よ
り
堀
削
始
ま
る

　
鍋
立
山
ト
ン
ネ
ル
（
全
体
九
、
一

一
六
・
五
％
）
六
四
五
糀
の
堀
削
が

始
ま
っ
た
（
二
月
一
日
）

　
大
字
松
代
の
坑
口
よ
り
、
二
、
八

三
〇
鵠
入
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
　
（
こ

こ
か
ら
再
開
）
六
鵠
ほ
ど
進
ん
で
い

る
。
　
（
蒲
生
部
落
入
口
付
近
に
あ
た

る
）　

堀
削
土
は
、
ダ
ン
プ
ト
ラ
ッ
ク
で

大
字
松
代
の
大
新
田
の
雪
原
に
搬
出

さ
れ
て
い
る
。

　
昨
年
六
月
八
日
、
再
開
さ
れ
た
北

越
北
線
建
設
工
事
新
規
第
一
号
の
犬

伏
第
ニ
ト
ン
ネ
ル
の
二
月
十
四
日
現

在
の
進
捗
状
況
は
、
六
三
〇
働
（
全

体
六
五
二
糀
）
と
今
月
末
貫
通
を
目

途
に
し
て
い
る
。

　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
巻
立
工
事
も
四

二
〇
勉
ほ
ど
進
み
、
3
月
上
旬
竣
工

の
予
定
で
あ
る
。

　
渋
海
川
橋
梁
P
C
桁
架
設
工
事
、

（
橋
長
三
一
、
三
伽
大
字
小
荒
戸
地

内
）
も
二
月
一
日
竣
工
し
、
付
近
の

情
影
も
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
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亜
藩
縄
彌
麗
纒
璽
鍵
璽
霊
亜
彊
璽
霊
璽
麗

亜
麗
囲
匪
麗
匪
麗
編
襲
纂
巌
艶
麗
韮
麗
聖
駆
騰
亜
蛙
亜

囹
」
囲
囹
囹
囹
囹
囹
囹
」
囹
囹
囹
」
囹
囹
囹
囹
囹
囹
囹
囹
囹
囹
」
囹
　
囹
囹
囹
囹

　
ほ
う
れ
き
　
　
　
　
　
ね

　
宝
暦
六
年
子
三
月
、
松
代
村
（
大

字
松
代
）
か
ら
役
所
へ
提
出
さ
れ
た

「
村
指
出
明
細
帳
」
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
中
に
、

　
　
と
う
そ
ん
お
　
て
ん
ま
し
ゅ
く
　
　
　
こ
　
さ
そ
う
ら
え
と
も

一
、
当
村
御
伝
馬
宿
二
御
座
候
得
共

小
村
操
酢
人
馬
不
足
二
儂
徹
榔
嘗
様

　
こ
か
い
そ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

方
御
廻
村
又
ハ
江
戸
よ
り
御
巡
検
御

嬢
襟
醤
備
廊
基
外
飛
騰
穐
肇
二
御
用

　
し
ん
ば
　
　
　
　
　
い
り
も
う
し
そ
う
ろ
う
ど
オ
　
　
と
う
こ
う
　
の
　
う
ち

之
人
馬
多
ク
入
申
候
時
ハ
当
郷
之
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ち
あ
い
あ
い
つ
と
め

北
山
三
拾
二
ヶ
村
之
人
馬
立
会
相
勤

も
う
し
そ
う
ろ
う
　
　
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の

申
候
。
遊
行
上
人
様
御
通
り
之
節
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
の
こ
ら
ず
よ
り
あ
い
あ
い
お
く

松
野
山
六
拾
三
ヶ
村
不
残
寄
合
相
送

　
も
う
し
そ
う
ろ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
に
ゅ
う
よ
う

リ
申
候
。
御
通
之
諸
入
用
ハ
郡
中
割

　
ま
か
り
な
り
そ
う
ろ
う

二
罷
成
候
．

と
い
う
一
文
が
あ
り
ま
す
。

　
松
代
村
は
、
蒲
生
村
、
犬
伏
村
と

と
も
に
松
之
山
街
道
の
宿
駅
で
し
た
。

代
官
の
視
察
、
江
戸
幕
府
か
ら
派
遣

さ
れ
る
巡
検
使
の
世
話
は
、
北
組
三

二
ヶ
村
つ
ま
り
ほ
ぼ
現
在
の
松
代
町

全
域
の
協
力
体
制
で
勤
め
を
果
し
ま

し
た
。

　
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
の

　
さ
て
、
遊
行
上
人
の
御
通
行
の
時

は
、
松
野
山
六
三
ヶ
村
が
協
力
し
て

勤
め
た
と
あ
り
ま
す
。

　
幕
府
の
代
官
、
巡
検
使
以
上
に
松

代
、
松
之
山
町
全
体
で
奉
仕
し
た
と

い
う
遊
行
上
人
と
は
何
者
で
し
ょ
う

か
。　

松
代
町
史
で
宗
教
（
仏
教
部
門
）

を
担
当
し
て
い
た
だ
く
直
江
津
の
徳

泉
寺
御
住
職
、
田
浪
龍
之
先
生
に
今

回
は
御
登
場
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま

す
。

　
県
文
化
財
調
査
年
報
「
松
代
・
松

之
山
」
歴
史
編
「
松
之
山
街
道
に
つ

い
て
」
の
古
文
書
中
に
、
遊
行
上
人

の
こ
と
が
で
て
い
ま
す
。
先
般
御
指

摘
の
あ
っ
た
「
古
文
書
に
遊
行
上
人

と
い
う
言
葉
云
々
」
と
一
致
す
る
か

ど
う
か
は
別
と
し
て
、
申
歳
（
一
七

二
八
）
・
亥
歳
（
一
七
四
三
）
・
子

歳
（
一
七
四
四
）
と
拾
七
年
間
に
三

回
も
遊
行
上
人
が
、
松
之
山
街
道
を

通
行
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し

か
し
、
松
代
に
お
い
て
宗
教
活
動
（
布

教
・
教
化
活
動
）
に
関
す
る
記
録
で

な
く
、
宿
駅
と
し
て
負
担
に
関
す
る

古
文
書
で
す
の
で
、
当
地
で
の
布
教

の
様
子
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
　
「
寛
保
三
亥
年
…
…
小

池
村
明
細
帳
」
第
六
項
に
「
一
、
宿

場
へ
助
人
馬
之
事
、
御
代
官
様
御
廻

　
　
　
　
　
じ
ゅ
ん
け
ん

郷
並
江
戸
御
巡
見
様
御
廻
り
に
遊
び

　
　
　
の
　
　
　
　
の
　
　
　
　
の
　
　
　
　
の
　
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
　
の
　
　
　
　
の

か
又
は
遊
行
上
人
様
御
通
り
御
用
之

　
　
　
い
り
も
う
す
と
き
ま

馬
多
く
入
申
時
者
、
云
々
」
と
遊
行

上
人
宿
場
御
通
行
の
場
合
は
、
御
代

官
、
巡
検
使
と
同
格
、
或
い
は
そ
れ

以
上
、
し
か
も
御
用
の
人
馬
多
く
入

用
の
場
合
、
特
別
扱
い
を
受
け
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
何
時
頃
か
ら
前
記
の
よ
う

な
特
別
扱
い
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ

た
の
か
。
こ
の
事
に
つ
い
て
、
遊
行

宗
（
時
宗
）
総
本
山
戯
灘
雌
諜
激
治

し

寺
に
つ
い
て
調
べ
ま
す
と
、
後
小
松

　
　
　
　
　
な
ん
ち
ょ
う
も
う
り
ゅ
う
　
　
か
く

天
皇
か
ら
「
南
朝
門
流
の
格
」
の
宝

旨
を
給
い
、
更
に
応
永
四
年
（
一
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
の

九
七
）
「
当
遊
行
寺
は
曽
て
南
朝
の
東

の

宮
た
り
し
に
依
り
、
遊
行
化
益
は
一

つ
に
天
皇
巡
狩
の
例
に
準
ず
べ
し
」

と
「
時
に
将
軍
義
満
、
諸
国
の
守
護

職
に
伝
え
、
遊
行
上
人
の
遊
化
す
る

　
　
　
し
タ
く
せ
ん
し
ゅ
く
し
よ

と
こ
ろ
、
食
罎
宿
所
の
設
備
、
駅
伝
夫

馬
の
使
役
等
遅
滞
な
く
弁
す
べ
し
」

と
類
例
の
な
い
優
遇
を
う
け
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　
「
曽
て
南
朝
の
東
宮
」
と
は
遊
行

十
二
代
轍
蹴
潔
規
翌
で
亀
山
天
皇
の

第
二
皇
子
、
、
一
．
融
夷
鵠
撚
爆
製
邦
慨

あ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
し
オ

明
親
王
の
第
四
皇
子
深
勝
親
王
の
こ

と
で
あ
り
、
深
勝
親
王
は
後
村
上
天

皇
の
皇
太
子
と
な
ら
れ
た
が
、
南
朝

　
み
い
　
つ
　
ふ
る

の
稜
威
振
は
ず
、
文
永
五
年
（
一
二

六
八
）
八
月
廃
太
子
、
や
む
な
く
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
う
き
ょ
う
し

宗
総
本
山
清
浄
光
寺
（
遊
行
寺
）
第

　
　
　
　
　
　
と
　
せ
ん

二
世
遊
行
八
代
渡
船
に
つ
い
て
落
館

（
出
家
得
度
）
尊
観
法
親
王
と
称
せ

ら
れ
、
遊
行
十
二
代
の
法
灯
を
継
承

さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
類
例
の
な
い
優
遇
は
、
地
方

宿
駅
に
時
に
よ
っ
て
は
過
重
な
負
担

と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思

い
ま
す
が
、
西
海
賢
二
氏
は
「
近
世

遊
行
聖
の
研
究
」
で
「
遊
行
上
人
（
藤

沢
上
人
）
は
近
世
を
通
じ
て
幕
府
か

ら
人
足
伝
馬
役
な
ど
の
徴
発
権
が
与

え
ら
れ
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
松
代
宿
御
通
行
の
遊
行
上
人
一
行

は
相
州
（
現
神
奈
川
県
）
藤
沢
を
立

っ
て
、
中
仙
道
、
三
国
道
を
経
て
松

之
山
街
道
を
西
進
、
山
五
十
公
郷
か

ら
高
田
城
下
裏
寺
町
西
方
山
称
念
寺

（
時
宗
別
格
寺
）
へ
の
遊
化
で
は
な

か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

あ
く
ま
で
も
推
測
で
あ
っ
て
、
今
後

の
調
査
を
待
つ
こ
と
と
レ
ま
す
。

　
次
に
、
参
考
ま
で
に
時
宗
法
系
譜

抄
を
記
し
ま
す
と
、
次
の
よ
う
に
な

り
ま
す
。

（
注
）

　
文
中
傍
点
は
筆
者
こ
れ
を
付
し
た

も
の
で
あ
る
．

　
参
考
文
献

ω
、
新
潟
県
寺
院
明
細
帖

　
刈
羽
郡
、
東
頸
城
郡
、
中
頸
城
郡

ω
、
新
潟
県
寺
院
名
鑑

　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
五
八
年
版

⑬
、
大
日
本
寺
院
総
覧
上
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
正
五
年
版

ゆ
全
国
寺
院
名
鑑
　
昭
和
四
四
年
版

麟
繋
欝
ー
憾
螺
鑑
纂
目
馨
舞
麟

（
お
し
ら
せ
）

　
既
に
二
月
に
入
り
ま
し
た
。
ま
さ

に
光
陰
矢
の
如
し
の
感
し
き
り
と
し

ま
す
。

　
そ
れ
で
四
月
以
降
の
調
査
日
程
計

画
を
各
部
門
責
任
者
に
お
願
い
申
上

げ
て
居
り
ま
す
．

　
目
下
、
三
名
の
方
か
ら
返
事
を
い

た
だ
き
ま
し
た
．

　
　
　
松
代
子
ど
も
会
で
、
安
塚
直

叡
空
1
麹
鯨
錘
空
－
騒
導
工
－
諺
違

　
　
　
ー
藩
L
ズ
架
公
↓
　
　
　
ー
螢
”
ゑ
％
≦
ご

脇鱗

嚢藁

ー
正
店
z
、
＆
拙
奮
》
（
茎
↑
）

　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
　
　
　
ワ

欝
鍬
蛾
耀
、
硬
轟
機
－

　
　
　
　
1
素
気
翁
案
5

　
　
　
　
　
ぬ
　
ゑ
ん
　
　
　
　
あ
ぜ
ル
ん
　
　
ぬ
ぜ
を
へ
　
　
ど
め
ず
と
べ

療
隼
糠
b
署
欝
無
国

　
　
　
　
　
ー
惹
を
梁
衡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
ε
人
論
↑
与
）

峰
城
か
ら
順
次
、
山
城
に
登
っ

て
実
際
に
「
の
ろ
し
」
を
上
げ

て
み
た
い
と
い
う
希
望
が
出
て

い
ま
す
。
ぜ
ひ
協
力
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
山
城
担
当
の
花
ヶ
前
先
生
（

直
江
津
高
）
か
ら
も
八
月
十
日

前
な
ら
ぜ
ひ
現
地
で
一
緒
に
な

り
た
い
と
い
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　
（
町
史
編
纂
室
、
関
谷
哲
郎
）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　響
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　罵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨
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　　　　　　　　　　　　　　蕎

　　　　　　　　　　　　　～

　　　　　　　　　　　　編

　　　　　　　　　　離　　　　　　　　　義

　　　　　　　　燵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轟

　　　　曝

　　　載驚
陶

　　　　　㌶　　　　　　譲　　　　　　
　　　　　ヨ

　　　　　　　孝

　　　　　　轟

　　　　　　

～
内

　
室
野
部
落
の
ル
ー
ツ
を
探
る
に
は

　
　
　
　
　
　
　
く
そ
う
ず

先
ず
草
生
津
原
（
臭
水
H
石
油
の
こ

と
）
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
原
っ
ぱ
は
、
部
落
の
西
の
丘

の
上
に
あ
り
、
か
つ
て
青
年
体
育
の

盛
ん
な
頃
、
青
年
会
の
奉
仕
で
立
派

な
グ
ラ
ン
ド
が
出
来
て
居
り
、
大
正

年
間
郡
連
合
陸
上
大
会
が
行
わ
れ
た

事
も
あ
っ
た
。
こ
の
原
っ
ぱ
の
西
の

丘
陵
に
土
器
が
出
る
。
私
の
祖
父
の

代
に
こ
こ
に
新
田
を
掘
っ
た
と
き
沢

山
の
土
器
が
出
た
と
聞
い
て
い
る
。

こ
こ
に
は
清
水
が
湧
き
、
遠
く
魚
沼

三
山
が
の
ぞ
ま
れ
る
す
ば
ら
し
い
眺

め
で
あ
る
。
子
供
の
頃
、
そ
の
土
器

の
破
片
や
石
斧
を
探
し
て
い
る
と
、

突
然
大
き
な
汽
笛
の
音
に
驚
か
さ
れ

た
。
原
っ
ぱ
の
南
側
で
日
本
石
油
が

石
油
櫓
を
立
て
て
試
堀
を
行
っ
て
い

て
、
近
く
の
ボ
イ
ラ
ー
棟
か
ら
の
正

午
を
告
げ
る
汽
笛
で
あ
っ
た
。

　
グ
ラ
ン
ド
の
西
側
に
五
十
米
位
隔

て
て
盛
り
上
っ
た
杉
の
森
が
二
つ
あ

っ
て
、
赤
の
森
、
白
の
森
と
し
て
小

学
校
の
運
動
会
で
利
用
さ
れ
て
い
て
、

二
つ
の
塚
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
塚

を
中
心
に
南
東
側
は
づ
れ
に
馬
蹄
型

に
二
列
に
十
い
く
つ
か
の
塚
が
並
ん

で
い
る
。

　
あ
れ
は
い
つ
の
頃
だ
っ
た
ろ
う
か
、

は
　
せ
　
ば

稲
架
場
の
邪
魔
に
な
る
と
言
う
の
で

平
ら
に
均
ら
さ
れ
た
塚
跡
を
先
輩
の

指
導
で
発
堀
を
始
め
た
。
日
本
晴
の

暑
い
八
月
の
月
だ
っ
た
。
深
さ
一
米

位
の
溝
を
堀
っ
て
中
心
部
分
へ
と
進

ん
だ
。
も
う
少
し
で
中
心
近
く
な
る

頃
、
　
「
金
」
が
出
る
か
「
朱
」
が
で

る
か
と
期
待
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た

ら
突
然
、
本
当
に
突
然
、
大
音
響
と

共
に
近
く
の
杉
の
木
に
落
雷
し
た
。

「
天
の
怒
り
」
と
ば
か
り
す
っ
か
り

お
び
え
た
五
人
（
既
に
三
人
の
先
生む望を落部野室りよ峯松

は
他
界
し
た
。
）
は
、
鍬
も
ス
コ
ッ

プ
も
投
げ
だ
し
た
ま
ま
、
這
這
の
て

い
で
逃
げ
帰
っ
た
、
後
で
人
夫
を
頼

ん
で
埋
戻
し
て
貰
っ
た
が
、
塚
か
ら

は
何
も
出
な
か
っ
た
し
、
中
の
赤
土

の
色
も
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ

の
塚
は
西
街
道
の
通
り
に
あ
た
り
、

或
は
何
か
埋
ら
れ
て
い
る
の
か
今
で

は
知
る
由
も
な
い
が
「
十
塚
」
と
い

う
地
名
だ
け
が
残
っ
て
い
て
、
昔
人

類
の
足
跡
が
あ
つ
た
事
だ
け
は
確
か

だ
っ
た
。

　
こ
の
塚
の
群
の
近
く
に
大
き
な
松

の
木
が
あ
っ
て
、
そ
の
下
に
五
十
種

位
の
石
の
地
蔵
尊
が
立
っ
て
い
る
。

深
い
信
仰
者
が
居
る
の
で
し
よ
う
。

い
つ
も
新
し
い
笠
と
前
掛
を
着
け
て

い
る
。
又
、
そ
の
隣
に
姫
塚
か
ら
移

さ
れ
た
馬
頭
観
音
が
立
っ
て
い
る
が
、

松
の
木
は
い
つ
の
頃
か
切
ら
れ
て
し

ま
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
ん
な
見
晴
し
の
好
い

場
所
か
ら
何
故
、
四
方
山
に
囲
ま
れ

た
、
そ
の
名
の
如
く
「
室
」
の
よ
う

な
今
の
部
落
に
移
っ
た
の
だ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
米
作
り
の
技
術
を
お
ぼ
え

た
人
達
が
、
土
地
の
肥
え
た
渋
海
川

沿
い
に
移
り
住
ん
だ
も
の
だ
ろ
う
。

従
っ
て
草
生
津
原
の
土
器
と
は
何
の

つ
な
が
り
も
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
今
の
室
野
が
記
録
に
残
っ
て
い
る

一
番
古
い
も
の
は
「
正
平
文
書
」
と

い
わ
れ
る
、
湯
本
斉
藤
謙
治
所
有
（
今

の
白
川
屋
旅
館
の
所
に
あ
っ
た
福
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
3
ペ
ー
ジ
ヘ
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ペ
ー
ジ
よ
り

屋
旅
館
主
、
本
来
は
浦
田
村
小
坂
屋

所
蔵
の
も
の
）
の
も
の
で
、
正
平
（
南

朝
）
十
八
年
、
貞
治
（
北
朝
）
二
年

（
一
三
六
三
）
、
前
年
五
月
の
大
雪

の
救
難
を
代
官
所
に
訴
え
た
も
の
で
、

当
時
郡
内
四
十
七
ヶ
村
、
戸
数
百
四

十
一
戸
と
記
録
さ
れ
て
あ
り
、
そ
の

中
に
室
野
村
は
和
吉
、
平
左
エ
門
、

権
左
エ
門
の
三
戸
で
あ
っ
た
。

お
そ
ら
く
こ
の
外
に
土
地
を
持
た
な

い
者
も
居
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
の
後
の
資
料
は
天
和
の
検
地
、

（
一
六
八
三
年
）
で
こ
の
中
に
屋
敷

数
五
十
三
戸
と
あ
り
、
検
地
帳
の
屋

敷
を
さ
が
し
た
が
四
十
七
戸
ま
で
名

前
が
判
っ
た
が
、
室
野
、
竹
所
、
濁

の
判
別
が
つ
か
な
い
の
で
省
略
し
た
。

当
時
室
野
村
に
は
竹
所
、
濁
が
含
ま

れ
て
い
た
し
、
明
ヶ
島
に
今
の
木
和

田
原
の
佐
藤
家
の
祖
先
が
住
ん
で
居

た
と
い
う
か
ら
、
そ
れ
等
も
数
の
中

に
入
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
ら
三
十
戸

前
後
で
な
か
っ
た
ろ
う
か
と
思
う
。

降
っ
て
安
永
九
年
（
一
七
二
〇
）
の

検
地
が
あ
る
。
　
（
こ
の
天
和
、
安
永

の
検
地
帳
は
松
代
町
と
町
村
合
併
の

折
、
役
場
の
中
二
階
の
一
要
文
書
を

整
理
し
て
い
た
ら
、
そ
の
山
積
の
文

書
の
底
か
ら
箱
に
入
っ
た
ま
ま
で
み

つ
か
っ
た
も
の
で
、
今
町
役
場
で
所

蔵
し
て
い
る
。
）
こ
れ
は
厚
手
の
和

紙
に
お
家
流
の
文
字
で
立
派
に
書
か

れ
た
も
の
で
、
明
治
十
七
年
室
野
外

三
ケ
村
（
福
島
村
、
峠
村
、
木
和
田

原
新
田
）
戸
長
役
場
が
出
来
た
時
、

そ
の
戸
長
役
場
日
誌
の
最
初
の
頁
に

「
假
事
務
所
を
洞
泉
寺
本
堂
に
置
く
」

と
書
い
て
あ
り
、
そ
の
日
誌
の
中
に

「
天
和
検
地
帳
、
安
永
検
地
帳
を
室

野
戸
長
小
堺
建
蔵
宅
か
ら
小
長
役
場

へ
持
参
し
た
」
と
書
い
て
あ
っ
た
。

こ
の
検
地
帳
か
ら
拾
っ
た
屋
敷
数
は

○
大
門
脇
（
今
の
洞
泉
寺
の
廻
り
）

　
　
嘉
右
エ
門
、
佐
右
エ
門

　
　
万
左
エ
門
、
忠
左
エ
門
、
孫
七

〇
須
川
田
（
農
協
支
所
附
近
）

　
　
市
左
エ
門

○
西
街
道
（
診
療
所
附
近
）

　
こ
の
街
道
の
名
は
宝
野
か
ら
高
田

　
街
道
（
上
杉
謙
信
が
関
東
へ
通
ず

　
る
重
要
路
線
、
安
塀
－
大
島
－
小

　
豆
峠
－
木
和
田
原
ー
蒲
生
－
松
代
）

　
へ
通
ず
る
唯
一
の
道
路
で
あ
っ
た
。

　
　
伝
右
エ
門
、
儀
平
次
、
利
七
、

　
　
甚
右
エ
門
、
政
右
エ
門

　
　
弥
兵
工
、
八
郎
兵
、
彦
右
工
門

○
苧
の
平
（
松
苧
神
社
の
下
）

　
　
七
兵
工
、
彦
左
工
門
、
庄
之
助

　
　
喜
助
、
市
右
エ
門
、
次
郎

○
殿
や
し
き
（
今
の
殿
や
し
き
附
近
）

　
　
半
左
エ
門
、
弥
左
エ
門

○
つ
ぶ
ら
（
今
の
つ
ぶ
ら
附
近
）

　
　
源
左
エ
門

○
当
村
、
今
の
室
野
建
設
の
所
に
佐

　
藤
家
の
視
先
が
居
り
裏
に
観
音
堂

　
が
あ
っ
た
。
　
（
隠
居
古
文
書
の
中

　
に
そ
の
観
音
堂
に
幽
閉
さ
れ
云
々

　
の
日
誌
が
あ
っ
た
。
）

　
　
竹
松
、
平
七
、
三
郎
右
エ
門

　
　
伊
之
助
、
善
左
エ
門

　
　
磯
右
工
門
、
重
兵
工

○
横
田
（
小
堺
板
金
附
近
）

　
　
奥
松
、
善
助
、
富
右
エ
門

　
　
権
左
エ
門
、
市
郎
右
エ
門

　
　
三
左
エ
門

　
合
計
三
十
七
戸
で
、
本
村
と
西
街

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
の
境
、
堂
の
（
千
体
仏
）
の
つ
ん

　

ね
と
苧
の
平
か
ら
蒲
生
へ
通
ず
る
道
、

横
田
か
ら
水
梨
へ
通
ず
る
道
、
殿
や

し
き
か
ら
奈
良
立
へ
通
ず
る
道
に
は

そ
れ
ぞ
れ
道
祖
神
が
祭
っ
て
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
明
治
五
年
ま
で
の
資
料
は

み
つ
か
っ
て
い
な
い
。

　
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
は
庄

屋
の
名
称
を
廃
止
し
戸
長
が
置
か
れ

室
野
村
一
四
七
戸
と
数
え
ら
れ
て
い

る
。　

明
治
二
十
二
年
に
町
村
制
が
施
行

さ
れ
奴
奈
川
村
と
な
っ
た
の
で
室
野

だ
け
の
資
料
を
拾
い
出
す
事
が
困
難

で
、
大
正
の
終
り
頃
ま
で
赤
坂
に
三

戸
、
笠
取
に
一
戸
、
城
川
橋
の
附
近

に
一
戸
あ
っ
た
が
、
み
ん
な
本
村
に

移
り
住
ん
で
し
ま
っ
た
。

　
そ
の
頃
、
戸
数
二
百
戸
以
上
の
部

落
は
東
頸
城
内
に
三
部
落
し
か
な
か

っ
た
。
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）

に
二
百
二
十
三
戸
と
あ
る
か
ら
、
明

治
か
ら
大
正
に
か
け
て
随
分
戸
数
が

増
え
て
い
る
。
大
正
十
二
年
の
関
東

大
震
災
の
と
き
も
疎
開
者
が
居
た
が

そ
の
頃
か
ら
世
帯
数
で
数
え
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
正
確
な
戸
数
は
わ
か

ら
な
い
。
東
京
空
襲
の
あ
と
疎
開
で

随
分
増
加
し
た
。
昭
和
三
十
三
年
東

頸
新
聞
の
三
十
年
以
上
無
火
災
部
落

の
中
に
室
野
二
百
五
十
三
戸
（
多
分

世
帯
で
あ
ろ
う
）
と
な
っ
て
い
る
。

　
昭
和
四
十
五
年
頃
よ
り
食
糧
事
情

が
良
く
な
り
、
米
作
り
だ
け
で
生
活

で
き
な
く
な
り
、
ま
た
若
い
者
を
受

入
れ
る
地
元
産
業
が
無
く
、
先
づ
疎

開
者
が
帰
り
、
出
稼
で
関
東
に
居
付

く
者
が
で
き
、
家
族
計
画
が
進
行
し

て
子
供
が
少
な
く
な
り
、
特
に
若
い

生
産
年
令
層
が
少
な
い
の
で
子
供
の

数
が
激
減
し
た
。
戦
争
前
は
一
戸
八

人
家
族
な
ど
ザ
ラ
で
平
均
六
・
七
人

位
だ
っ
た
の
が
、
今
は
三
・
五
人
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
克
雪
セ
ン
タ
ー

に
あ
る
郡
長
の
感
謝
状
に
若
山
清
八

外
百
七
十
八
人
と
あ
り
、
そ
の
明
治

二
十
六
年
よ
り
少
な
く
な
っ
て
、
今

で
は
百
五
十
四
世
帯
を
数
え
る
ば
か

り
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
次
号
へ
）
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⑳

躯る

いじめ隔國いじめられっ子

　
現
在
の
と
こ
ろ
、
い
じ
め
問
題
を

解
決
す
る
明
確
な
答
え
の
な
い
な
か

で
、
ま
ず
、
現
状
を
き
ち
ん
と
認
識

す
る
こ
と
に
視
点
を
お
い
て
話
を
進

め
ま
す
．

　
■
い
じ
め
ら
れ
や
す
い
集
団
生
活

に
適
応
で
き
な
い
子

　
け
じ
め
ー
ま
じ
め
ー
い
じ
め
ー
み

じ
め
…
…
少
年
非
行
問
題
の
臨
床
家

が
よ
く
口
に
す
る
一
種
の
”
語
呂
合

わ
せ
”
で
す
が
、
現
代
の
い
じ
め
を

考
え
る
と
き
、
一
つ
の
特
徴
を
表
し

て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　
い
じ
め
ら
れ
っ
子
に
共
通
す
る
性

格
的
な
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の

は
、
集
団
に
う
ま
く
適
応
で
き
な
い

こ
と
で
す
。
例
え
ば
休
み
時
間
、
テ

レ
ビ
の
お
笑
い
番
組
が
ク
ラ
ス
の
話

題
に
な
っ
た
と
し
ま
す
。
み
ん
な
で

ふ
ざ
け
合
い
、
楽
し
ん
で
い
る
と
き

も
、
一
人
ポ
ツ
ン
と
離
れ
た
と
こ
ろ

で
そ
の
場
の
雰
囲
気
に
と
け
こ
め
な

い
子
、
一
緒
に
な
っ
て
ふ
ざ
け
ら
れ

な
い
子
供
が
、
い
じ
め
の
対
象
に
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
え
ま
す
。
「
あ

い
つ
が
い
る
と
オ
モ
シ
ロ
ク
な
い
。

ム
シ
ャ
ク
シ
ャ
す
る
…
…
」
と
い
う

口
実
の
も
と
に
、
い
じ
め
が
始
ま
る

の
で
す
．

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
こ
と
だ
け

が
い
じ
め
を
誘
発
す
る
原
因
と
な
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
く
言
わ

れ
る
よ
う
に
、
一
般
的
な
い
じ
め
ら

れ
っ
子
の
表
面
上
の
タ
イ
プ
と
し
て

は
、
自
信
の
な
い
態
度
で
い
つ
も
お

ど
お
ど
し
て
い
る
、
声
が
小
さ
い
、

視
線
が
い
つ
も
下
を
向
い
て
い
る
、

行
動
が
ス
ロ
ー
モ
ー
…
…
な
ど
な
ど

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
言
え
る
こ

と
は
、
や
は
り
集
団
生
活
に
自
分
を

適
応
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
苦
手
な
タ

イ
プ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
性

格
的
に
は
、
き
ま
じ
め
で
要
領
の
よ

く
な
い
子
に
い
じ
め
ら
れ
っ
子
が
多

い
と
い
え
ま
す
。
　
「
い
つ
も
正
直
に
、

ど
ん
な
小
さ
な
こ
と
で
も
勇
気
を
も

っ
て
発
言
し
、
行
動
す
る
」
と
い
う

親
の
教
育
方
針
・
し
つ
け
の
も
と
に

育
て
ら
れ
た
子
供
が
、
い
じ
め
ら
れ

　
っ
子
に
な
っ
た
り
す
る
の
も
そ
の
た

め
で
す
。
「
け
じ
め
」
↓
「
ま
じ
め
」

と
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
仲
間
集
団
か

ら
す
る
と
、
つ
ま
ら
な
い
、
お
も
し

ろ
く
な
い
、
つ
き
あ
い
き
れ
な
い
奴

と
映
る
可
能
性
を
同
時
に
も
っ
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　
い
じ
め
が
、
い
わ
ゆ
る
”
弱
い
者

い
じ
め
”
だ
け
で
な
く
、
正
義
感
の

強
い
ま
じ
め
な
子
供
た
ち
を
も
巻
き

込
ん
で
き
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
現
代

の
い
じ
め
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

　
■
助
け
て
く
れ
る
子
、
か
ば
っ
て

く
れ
る
子
が
い
な
く
な
っ
た

　
　
い
じ
め
は
、
今
に
始
ま
っ
た
こ
と

で
は
な
く
、
子
供
の
世
界
に
は
つ
き

も
の
で
し
た
。
い
じ
め
た
り
、
い
じ

め
ら
れ
た
り
し
な
が
ら
、
友
達
と
い

・
う
人
間
関
係
の
中
で
鍛
え
ら
れ
、
成

長
し
て
い
っ
た
も
の
で
す
。
い
じ
め

る
側
に
も
一
定
の
心
得
が
あ
り
、
い

じ
め
ら
れ
る
子
に
は
決
ま
っ
て
な
ぐ

さ
め
役
を
買
っ
て
出
て
く
れ
る
人
が

い
た
り
し
ま
し
た
。
ま
た
、
”
い
つ
も

や
ら
れ
て
ば
か
り
い
な
い
で
、
向
か

っ
て
い
け
”
な
ど
と
励
ま
し
な
が
ら

見
守
っ
て
く
れ
る
年
長
の
子
が
い
た

り
…
…
。
こ
う
し
て
、
い
じ
め
、
い

じ
め
ら
れ
る
、
か
ば
う
、
仲
裁
す
る

．
…
：
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
”
役
柄
”

を
演
じ
る
こ
と
を
通
し
て
、
友
達
を

つ
く
り
人
間
関
係
を
学
ん
だ
の
で
す
。

“
67
雪
”
写
真
コ
ン
ク
’
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
開
催
の
暑
案
内

日
時
0
3
月
1
5
日
出
～
1
6
日
㈲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
午
前
九
時
～
午
後
四
時
）

と
こ
ろ
ー
松
代
町
総
合
セ
ン
タ
ー

児
童
手
当
2
月
期
の

　
　
　
　
　
支
給
　
に
　
つ
　
い
　
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
月
期
支
給
分
児
童
手
当
を
受
給
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方
々
の
口
座
に
1
2
日
付
で
振
込
み
ま
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
で
確
認
し
て
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
お
、
不
明
の
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
役
場
福
祉
係
ま
で
お
た
ず
ね
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
役
場
福
祉
係
）

こ
の
よ
う
な
教
育
的
効
果
を
失
っ
た

い
じ
め
が
、
現
代
の
い
じ
め
だ
と
い

え
ま
す
。

　
そ
れ
だ
け
に
、
い
じ
め
に
限
度
が

な
く
、
　
「
金
を
持
っ
て
こ
い
」
　
「
万

引
し
て
こ
い
」
な
ど
と
エ
ス
カ
レ
ー

ト
し
、
そ
の
結
果
、
非
行
に
走
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
い
じ
め
ら
れ
る
側

は
、
人
に
は
言
え
ず
、
内
に
こ
も
っ

て
、
つ
い
に
は
自
殺
と
い
う
最
悪
の

事
態
を
招
く
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
．

○
有
段
を
目
指
し
て
●

　
　
出
題
　
本
因
坊
　
武
宮
　
正
樹

白
先
　
黒
死
・
5
手
ま
で

●
ヒ
ン
ト
…
…
石
塔
シ
ボ
リ

3
分
で
2
級
、
1
分
以
内
で
有
段
者
。

　
　
　
　
　
（
正
解
は
1
7
ぺ
ー
ジ
）
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時代

擦した＼
人生を送るため緯

　
わ
た
し
た
ち
が
学
習
の
方
法
と
し

て
最
も
よ
く
利
用
し
て
い
る
の
は
、

本
や
雑
誌
な
ど
の
印
刷
メ
デ
ィ
ア
で

す
。
N
H
K
が
行

っ
た
「
学
習
関
心

　
　調

査
」
（
昭
和
五
十

七
年
）
で
も
、
実

際
に
ど
の
よ
う
な

方
法
で
学
習
し
た

か
を
調
べ
た
結
果
、

第
、

で
し
た
。

で
は
、

べ
て

学
」

く
、

図書館と生涯学習

　
充
実
し
つ
つ
あ
る

　
　
　
　
　
サ
ー
ビ
ス
機
能

　
図
書
館
は
、
本
や
雑
誌
で
学
ぼ
う

と
す
る
人
を
援
助
す
る
た
め
に
あ
り

ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
読
み
た
い

本
を
そ
の
場
で
閲
覧
し
た
り
、
一
定

期
間
借
り
て
、
持
ち
帰
っ
た
り
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
そ
の
ほ

か
に
も
、
図
書
に
関
す
る
相
談
を
受

け
付
け
た
り
、
読
書
会
や
展
示
会
、

講
演
会
な
ど
を
催
し
て
い
る
所
も
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
昭
和
五
十
九
年
現
在
、
公
共
図
書

館
は
全
国
に
千
六
百
四
十
三
館
。
都

道
府
県
立
図
書
館
は
一
〇
〇
％
、
市

本
や
雑
誌
は

　
　
学
習
の
情
報
源

　
　
位
と
な
っ
た
の
は
「
本
・
雑
誌
」

　
昭
和
五
十
六
年
度
の
「
経
済
臼
書
」

　
　
　
日
本
は
欧
米
先
進
諸
国
に
比

　
　
「
科
学
・
応
用
科
学
・
社
会
科

　
　
な
ど
の
図
書
の
発
行
点
数
が
多

　
　
こ
れ
ら
が
広
く
読
ま
れ
て
い
る

と
分
析
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
本
や
雑
誌
は
わ
た

し
た
ち
の
大
切
な
学
習
情
報
源
と
し

て
、
ま
た
、
生
涯
学
習
を
実
践
す
る

手
立
て
と
し
て
欠
か
す
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。

た
め
に
大
衆
の
知
的
レ
ベ
ル
が
高
い
、

立
図
書
館
も
八
○
％
の
設
置
率
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
近
ご
ろ
は
、
市
町
村
の
図
書

館
と
都
道
府
県
の
図
書
館
と
の
連
携

が
深
ま
り
、
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス

向
上
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
わ
た
し
た
ち
は
、
読
み
た

い
本
が
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
本
で

も
身
近
に
あ
る
市
町
村
の
図
書
館
で

求
め
れ
ば
よ
い
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
仮
に
そ
の
本
が
な
く
て
も
、
市

町
村
の
図
書
館
か
ら
都
道
府
県
の
図

書
館
に
連
絡
が
行
き
、
本
を
取
り
寄

せ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
i

　
、
共
済
験
組
答
の
組
資
員
の
奥
様
へ

　
　
　
第
盤
暢
篠
保
険
煮
の
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
届
」
出
の
勝
側
、

嚇
、

　
今
年
の
四
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
　
　
て
い
る
奥
さ
ん
は
、
保
険
料
を
納
め

新
国
民
年
金
で
は
、
夫
が
共
済
組
合
　
　
る
必
要
の
な
い
加
入
者
（
「
第
三
号

の
加
入
者
で
そ
の
夫
か
ら
扶
養
さ
れ
　
　
被
保
険
者
」
と
い
い
ま
す
）
と
し
て

ク
が
で
き
て
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
直
接
わ
た
し
た
ち
に
本

を
貸
し
出
す
の
は
市
町
村
の
図
書
館

で
、
都
道
府
県
の
図
書
館
は
、
い
わ

ば
”
図
書
館
の
図
書
館
”
と
し
て
の

役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
都
道
府
県
の
図
書
館

は
、
図
書
を
豊
富
に
集
め
る
と
い
う

だ
け
で
な
く
、
図
書
に
つ
い
て
の
さ

ま
ざ
ま
な
照
会
に
応
じ
る
サ
ー
ビ
ス

機
能
も
備
え
て
い
る
の
で
す
。

　
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
原
動
力
は

　
　
み
ん
な
が
利
用
す
る
こ
と

　
現
在
、
市
町
村
の
図
書
館
は
、
年

間
の
貸
し
出
し
冊
数
を
人
口
の
二
倍

に
す
る
こ
と
を
一
つ
の
目
安
と
し
て

い
ま
す
。
よ
り
多
く
の
人
に
利
用
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
図
書
館
の
機

能
は
充
実
し
て
い
く
も
の
で
す
。
そ

の
意
味
で
は
、
新
た
に
図
書
館
を
設

置
し
た
り
、
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
を
整

備
し
た
り
す
る
原
動
力
は
わ
た
し
た

ち
住
民
自
身
に
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ

う
。

　
全
員
が
国
民
年
金
に
加
入
し
、
老
齢

　
基
礎
年
金
な
ど
を
受
け
る
こ
と
が
で

　
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
第
三
号
被
保
険
者
に
あ
て
は
ま
る

　
方
の
保
険
料
は
、
そ
の
夫
の
加
入
す

　
る
共
済
組
合
が
拠
出
金
と
い
う
形
で

　
負
担
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す

　
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
市
町
村
に
届

　
出
て
確
認
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま

　
す
。

　
　
今
回
、
届
出
用
紙
が
届
き
ま
し
た

　
ら
、
第
三
号
被
保
険
者
に
該
当
さ
れ

　
る
方
は
必
ず
期
限
内
に
届
出
を
お
願

　
い
し
ま
す
。

　
　
尚
、
次
の
い
ず
れ
か
に
あ
て
は
ま

　
る
方
は
届
出
は
不
要
で
す
。

　
　
奥
さ
ん
ご
自
身
が
、

　
　
っ
て
い
な
い
。

　
③
農
業
者
年
金
の
加
入
者
で
あ
る
。

　
　
　
届
出
の
し
か
た

　
一
、
共
済
組
合
を
通
じ
て
交
付
さ
れ

　
　
た
「
国
民
年
金
被
保
険
者
資
格
取

升了
現
在
、
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
の

纂
欝
霧
者
と
な

十十←

　
得
・
種
別
変
更
・
種
別
確
認
（
第

　
三
号
被
保
険
者
該
当
）
届
書
」
に

　
所
要
事
項
を
記
入
、
夫
の
勤
務
先

　
で
確
認
を
受
け
た
う
え
、

①
現
在
、
国
民
年
金
に
加
入
さ
れ
て

　
い
る
方
は
三
月
三
十
一
日
ま
で
に

　
役
場
の
国
民
年
金
係
に
提
出
し
て

　
下
さ
い
（
郵
送
で
も
か
ま
い
ま
せ

　
ん
）
．

②
国
民
年
金
に
未
加
入
の
方
は
四
月

　
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
に
役

　
場
の
国
民
年
金
係
に
提
出
し
て
下

　
さ
い
（
郵
送
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
）
。

　
こ
の
場
合
、
年
金
手
帳
を
お
持
ち

　
の
と
き
は
、
あ
わ
せ
て
提
出
し
て

　
下
さ
い
。

※
な
お
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
の

　
組
合
員
の
奥
さ
ん
は
、
夫
の
勤
務

　
先
に
届
出
を
提
出
し
て
下
さ
い
。

　
（
県
、
町
、
公
立
学
校
、
県
警
、

　
消
防
署
な
ど
の
職
員
が
こ
の
組
合

　
員
に
あ
た
り
ま
す
）
。

二
、
な
お
、
夫
の
勤
務
先
で
確
認
を

　
受
け
な
い
場
合
に
は
、
届
書
に
次

　
の
書
類
を
添
え
て
役
場
の
国
民
年

　
金
係
に
提
出
し
て
下
さ
い
。

①
夫
が
農
協
の
職
員
で
あ
る
場
合

o
健
康
保
険
被
保
険
者
証

o
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
の

　
組
合
貝
証

②
夫
が
国
家
公
務
員
や
地
方
公
務
貝

　
の
場
合

o
共
済
組
合
員
証
又
は
遠
隔
地
被
扶

　
養
者
証
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￥

◎
3
月
1
5
日
ま
で
に
総
合
セ
ン
タ
ー
へ

　
　
　
申
込
み
下
さ
い
．

日
時
3
月
1
6
日
　
　
　
∠

　
　
　
　
　
午
前
9
時
よ
り

会
場
　
町
総
合
セ
ン
タ
ー

会
費
　
5
0
0
円
（
昼
食
代
含
）

町
内
将
棋
大
会
開
催

纏

対
象
世
帯

　
低
所
得
者
で
、
こ
の
貸
付
を
受
け

る
こ
と
に
よ
り
自
立
更
生
に
役
立
つ

と
思
わ
れ
る
世
帯
で
あ
っ
て
、
他
か

ら
必
要
な
資
金
の
融
資
を
受
け
る
こ

※
　
豪
雪
に
よ
る
除
雪
費
、
家
屋
補

　
修
費
等
雪
害
に
よ
る
借
入
も
で
き

　
ま
す
。
　
（
住
宅
資
金
扱
い
）

目
　
的

　
こ
の
制
度
は
低
所
得
世
帯
や
身
体

障
害
者
世
帯
を
対
象
と
し
て
、
そ
の

世
帯
の
経
済
的
自
立
と
生
活
意
欲
の

助
長
促
進
を
図
り
、
安
定
し
た
生
活

が
営
め
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
制
度
で
す
。

借
入
希
望
者

　
資
金
の
借
入
れ
を
希
望
さ
れ
る
方
、

詳
し
い
内
容
を
お
き
き
に
な
り
た
い

方
は
、
地
域
の
民
生
委
貝
さ
ん
か
役

場
社
会
課
福
祉
係
へ
お
た
ず
ね
く
だ

さ
い
。

世帯更生資金貸付条件一覧

と
が
困
難
な
世
帯
。

（昭和60年度）

種　　　　　類 貸　付　限　度 据置期間 償還期限 備　　　　　　　　　　考

更生資金

生業費 870，000円以内 1年以内 7年以内
特に必要と認められる場合
　貸付限度：1，740，000円以内

支度費 75，000

6月 6年技　能
習得費

月　16，000

特に必要と認められる場合
　貸付限度：130，000円以内（一括貸付）

　貸付期間：6ヶ月（法令等において期間に定め

　　　　　のある場合その期間、最高3ヶ年）

身　　体

障害者
更生資金

生業費 870，000 1年 9年

特に必要と認められる場合
　貸付限度：2，800，000円以内

　据置期間：1年6ヶ月
支度費 75，000 6月

8年技　能
習得費

月　16，000 1年 更生資金の技能習得費に同じ

生　　活　　資　　金 月　51，000 6月 5年

特に必要と認められる場合
　貸付限度：月78，000円以内

　貸付期間：技能習得費又は療養資金借受中

福　　祉　　資　金 160，000 6月 3年
貸付限度の区分
　転宅費：78，000円以内

住　　宅　　資　　金 950，000 6月 6年
災害により特に必要な場合
　貸付限度：1，200，000円以内

修学資金

修学費

高校　月　21，000
高専　月　26，000
短大　月　30，000
大学　月　31，000

6月 20年

就　学
支度費

75，000

貸付限度の区分

離｛1轟㌶糊膿
契奎儲著購ll：888禺鵡

療　　養　　資　　金 200，000 6月 5年

特に必要と認められる場合
　貸付限度：360，000円以内
　貰付期間：1年（特に必要と認められる場合、

　　　　　1年6ケ月）
災害援護資金 600，000 1年 7年

（注）1．高等学校には、専修学校高等課程を、短期大学には、専修学校専門課程を含む。

　2．貸付利子は据置期間経過後、年3％。ただし、修学資金は無利子。
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も

今日も

　今夜

．の

用心

防災
シリーズ⑮

投げ捨て

　　る購ーで遊ばせなしゾ

と
ロ
ロ
ロ
ず
ロ
ロ
ド
　
ロ
ず
こ
ロ
ロ
じ
ず
ロ
リ
ロ
リ
じ
ず
も
り
　
ロ
ぞ
こ
ロ
リ
の
ロ
ミ
じ
　
ド
　
ず
ロ
ロ
つ
ロ
じ
ロ
ミ
じ
　
じ
ロ
ず
ロ
　
ロ
ロ
ロ
ず
ロ
ド
ロ
ド
の
ず
ロ
リ
　
ロ
ロ
ず
ロ
じ
し
ロ
ロ
ず
ロ
じ
ロ
ロ
ロ
ず
ロ
　
し
ロ
リ
ず
ロ
じ
ロ
じ
じ
ロ
ロ
こ
ロ
じ
し
　
ロ
じ
リ
ロ
ロ
　
　
ロ
ロ
ロ
　
ロ
こ
ド
じ
ロ
リ
　
　
の
こ
ロ
　
ロ
ウ
ロ
ロ
コ
ニ
リ
　
　
ロ
ロ
ロ
ロ
こ
ロ
リ
　
コ
　
　
じ
ロ
リ
ロ
ロ
　
ロ
ロ
ロ
ロ
こ
じ
し
ロ
ロ
リ
ロ
　
い

…
古
い
消
火
器
に
ご
注
意
　
　
｝

｝
　
容
器
吹
き
飛
ぶ
事
故
続
発
｝

岬
㌔
ノ
㌔
ノ
三
一
…
一
｛
一
…
ず
一
三
響
ξ
一
一
冒
一
ノ
㌔
；
9
9
㌔
ノ
㌔
ノ
三
畢
…
f
一
一
…
ず
㌔
響
ず
一
一
一
ノ
…
一
…
ρ
一
、
㌔
甲
ノ
㌔
．
．
ず
…
．
p
f
㌔
り
9
ず
一
一
．
．
．
ず
一
一
一
一
．
ず
＝
．
昌
8
ず
一
。
．
．
曹
f
一
一
．
．
一
ず
・
一
．
ロ
響
系

・
懸
鐵
．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輸　　　　　　　　　　　　　　　鞠　　　　　　　　　　　灘　　　　　　　　嘘　　　　　　　麗　　　糞弥

をしない！
　｛

“隻ぜ
㌧〆　　　　　　や・r蓼

，盈蔦　タバρ

感ζよ欝や1

3聯を揚げるときは騨を離れ鯉

4嬢1』。空だきをし鯉

　　　　風呂、．．、

火
の
用
心

　
古
く
な
っ
て
腐
食
し
た
消
火
器
を

操
作
し
て
い
て
、
容
器
が
吹
き
飛
ん

だ
り
、
消
火
剤
が
漏
れ
る
な
ど
し
て

死
者
や
け
が
人
を
出
す
事
故
が
起
き

　
　
　
　
　
繍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繋

　
　
　
　
　
購
甥

ハ“口を近づけない！

》すい物

5騨には
　　　　ストーブ

5
つ
の
ポ
イ
ン
ト

て
い
る
こ
と
が
分
か
り
注
意
を
呼
び

か
け
て
い
る
。

　
北
海
道
旭
川
市
内
の
工
場
で
、
従

業
員
が
た
き
火
を
消
そ
う
と
消
火
器

を
操
作
中
、
容
器
の
一
部
が
吹
き
飛

び
、
頭
に
当
た
っ
て
死
亡
し
た
。
調

べ
た
と
こ
ろ
、
容
器
が
腐
食
し
て
い

た
た
め
、
ガ
ス
の
圧
力
で
容
器
の
一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　グ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー　’　　　　　　　　　　　　　　　　　一　9　　　　　　　　　　　　　　　　　一’　　　　　　　　　　　　　　　　一　8　　　　　　　　　　　　　　　　劇グ　　　　　　　　　　　　　　　ー　ρ　　　　　　　　　　　　　　　一ρ　　　　　　　　　　　　　　一　8　　　　　　　　　　　　　　酵’　　　　　　　　　　　　　　一　’　　　　　　　　　　　　　一’　　　　　　　　　　　　　一’　　　　　　　　　　　　一σ　　　　　　　　　　　　β9　　　　　　　　　　　0’　　　　　　　　　　　8　9　　　　　　　　　　－4　　　　　　　　　　一　ρ　　　　　　　　　一’　　　　　　　　　印　一　　　　　　　　〇’　　　　　　　　一　β　　　　　　　　一　’　　　　　　　一’　　　　　　　のグ　　　　　　置’　　　　　　帯グ　　　　　ーθ　　　　　一β　　　　の9　　　　一　’　　　一　ρ　　　一グ　　のr　　8’　　一　ρ　一ρ　8　9－　8一　ρ

部
が
吹
き
飛
ん
だ
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

新
潟
県
内
で
も
同
様
に
容
器
が
飛
び
、
皿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酬

一
人
が
重
傷
を
負
っ
た
。
東
京
で
も

同
じ
よ
う
な
事
故
が
三
件
起
き
て
い

る
。　

消
火
器
は
蓄
圧
型
と
加
圧
型
の
二

種
類
あ
り
、
容
器
の
一
部
が
吹
き
飛

ぶ
事
故
が
起
き
た
の
は
い
ず
れ
も
加

圧
型
。

　
消
火
器
内
部
全
体
に
平
常
時
か
ら

圧
力
が
か
か
っ
て
い
る
蓄
圧
型
に
対

し
、
加
圧
型
は
容
器
内
に
別
に
加
圧

ボ
ン
ベ
が
あ
り
、
消
火
器
の
使
用
時

の
操
作
で
炭
酸
ガ
ス
が
容
器
内
に
充

満
し
、
そ
の
圧
力
で
消
火
剤
が
噴
出

す
る
。
こ
の
た
め
容
器
が
著
し
く
腐

食
し
て
い
る
と
ガ
ス
の
圧
力
に
耐
え

ら
れ
ず
事
故
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
が

判
明
し
た
。

　
消
火
器
の
維
持
、
管
理
の
徹
底
を

図
っ
て
も
ら
い
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
副

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
釦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
釦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
副

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
副

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
副

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酬
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創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引
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創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
劇
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伊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和

戸
籍
の
窓
ロ

一
月
受
付
分

げ
ん
き
な
よ
い
子
に
（
誕
生
）

小
堺
恵
美
　
父
光
司
　
母
恵
子

　
（
二
女
・
松
代
・
お
お
く
ぼ
や
）

ご
冥
福
を
祈
り
ま
す
（
死
亡
）

関
谷
平
蔵

ロ籾
コ
ト
メ

関
谷
カ
ウ

柳
　
熊
蔵

武
田
ミ
ツ

若
井
カ
ウ

井
上
利
平

佐
藤
文
夫

39　54　85　68　79　82　77　80

歳歳歳歳歳歳歳歳

松
代
盛
田
屋

小
屋
丸
新
宅

菅
刈
新
舎

松
代
金
年

名
平
　
五
枚
田

池
尻
政
右
工
門

寺
田
　
東
屋

滝
澤
こ
や
ど
ん

儀
リ
ミ
リ
ミ
リ
ミ
リ
ミ
リ
ミ
塾
ミ
リ
ミ
』
ξ
聖
り
§
リ
ミ
リ
ミ
’

㎜
〈
詰
碁
正
解
〉
白
・
と
二
子
に
皿

齢
し
て
捨
て
て
攻
め
る
の
が
手
筋
勲

勲
で
、
黒
2
の
時
、
白
3
と
キ
リ
、
勲

鰍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰍

勲
さ
ら
に
5
の
ホ
ウ
リ
コ
ミ
が
石
騨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岨
塔
シ
ボ
リ
と
呼
ば
れ
る
決
め
手
畑

ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

齢
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
鰍

卿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
桝

昂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昂

槻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噺
ミ
　
卿

』7㌧耀」■《伽』■《伽」■《伽」■《桝』■へ〃騨』■《

1逼

3

　5一ホウリコ1
』■へ澗躍』■へ脇卿』■へ孤砂』■へ〃膨』■へ〃躍』■へ〃躍』■へ

≦
リ
ミ
ミ
リ
ミ
リ
妻
ミ
リ
斗
ミ
・
り
義
ミ
リ
き
ミ
リ
窪
ミ
』
■
ζ
ミ
リ
§
ミ
リ
鳶
ミ
リ
ミ
ミ
』
■
ζ
ミ
』
4
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　文
芸

麟薩

　
歌
の
屑
か
ご
よ
り

　
　
　
　
　
下
山
　
埋
れ
木

夢
こ
め
し
枕
並
べ
て
五
十
九
年
妻
と

結
び
し
遠
き
想
い
出

し
か
あ
れ
ど
夢
は
破
れ
て
今
は
た
だ

老
い
身
と
な
り
て
後
生
願
う
の
み

遠
く
な
り
し
明
治
も
大
正
も
懐
し
き

幼
き
馴
染
み
青
春
の
日
々

乏
し
か
り
し
昔
語
り
に
意
気
合
い
て

睦
ま
じ
か
り
し
娚
逝
き
け
り

雪
降
ら
ぬ
都
へ
離
農
せ
し
人
の
便
り

は
着
き
ぬ
雪
猛
る
日
に

世
の
中
は
体
格
も
容
姿
も
何
の
そ
の

こ
こ
　
ろ

精
神
火
男
の
玉
千
代
の
富
士

　
し
ぶ
み
句
会

菩
提
寺
の
灰
美
し
き
初
炉
か
な

起
き
か
け
の
冷
や
水
旨
き
二
日
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
淡
　
水

平
和
と
は
有
難
き
か
な
松
飾
る

若
水
を
掬
え
ば
体
ひ
き
し
ま
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紅
　
茶

今
逃
げ
し
猫
の
眼
光
る
寒
の
闇

風
花
や
家
そ
れ
ぞ
れ
の
冬
の
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
去
　
水

手
に
残
る
し
び
れ
や
今
日
の
雪
重
し

添
え
書
き
の
味
わ
い
う
れ
し
年
賀
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
草
　
人

初
詣
雪
の
参
道
凍
て
て
お
り

元
日
や
東
の
空
か
ら
後
光
射
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
元

薄
着
し
て
雪
踏
む
妻
は
古
稀
近
し

老
妻
の
薄
化
粧
せ
し
三
ケ
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
千
代

冬
晴
れ
や
見
慣
れ
し
山
も
見
直
せ
り
，

月
明
り
窓
越
し
に
見
る
雪
の
嵩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
　
沙

大
掃
除
終
わ
り
歳
取
り
待
つ
ば
か
り

晦
日
そ
ば
紅
白
の
歌
聞
き
な
が
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
美
　
根

ス
ノ
ッ
パ
ー
押
す
夫
の
顔
雪
焼
け
し

五
十
路
過
ぎ
勤
め
帰
り
や
吹
雪
く
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ゲ
女

干
支
名
書
く
売
上
げ
帳
や
去
年
今
年

売
出
し
の
旗
に
厳
し
く
初
嵐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昌
　
弘

初
売
は
女
客
き
て
繁
昌
し

呑
み
疲
れ
客
に
詫
び
つ
つ
二
日
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
　
石

晴
天
を
喜
ぶ
賀
客
太
き
声

晴
着
の
子
注
い
で
く
れ
た
る
年
酒
か

な
　
　
　
　
　
　
　
　
瀞
舟

　
　
　
　
　
　
も
り

杉
眠
る
鎮
守
の
杜
の
初
あ
か
ね

雪
折
れ
の
音
の
響
く
や
夜
業
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
　
明

凍
み
渡
り
し
て
初
詣
妻
と
行
く
｝

患
い
の
年
漸
く
逝
く
晦
日
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柄
　
史

寺
年
始
佛
と
対
す
時
も
冷
え

雪
載
せ
し
初
荷
は
暮
色
濃
き
道
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枯
水

新
年
の
挨
拶
終
わ
れ
ば
常
の
人

洋
服
と
な
り
て
春
着
の
味
気
な
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
悠
　
歩

神
杉
の
狭
間
に
篭
火
初
詣

初
句
会
十
人
衆
の
宴
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
花

　
蒲
生
句
会

山
峡
に
法
螺
響
か
せ
て
さ
い
の
神

弦
月
を
上
げ
て
深
雪
の
村
眠
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耕
　
山

遅
れ
来
る
バ
ス
待
つ
雪
の
深
さ
か
な

訪
ぬ
れ
ば
雪
し
ん
し
ん
と
炉
は
赤
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
折
　
人

窓
明
り
一
夜
で
霰
ふ
さ
ぎ
お
り

安
住
を
憂
う
豪
雪
三
年
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耕
　
人

握
手
し
て
夜
寒
の
道
へ
消
え
ゆ
き
し

客
送
り
出
て
十
三
夜
の
月
と
知
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
さ
女

鶴
嚇
や
友
揃
わ
ず
に
初
仕
事

夕
冴
え
て
パ
チ
ン
コ
店
の
朱
の
ネ
オ

ン
　
　
　
　
在
千
葉
　
　
鐵
堂

つ
ら
な
れ
る
氷
柱
無
数
の
陽
の
雫

雪
流
す
五
挺
の
樋
を
架
け
わ
た
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
龍
峰
M

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皿

園
芸
｝
ロ
メ
モ

”
松
代
園
芸
愛
好
会
”

　
松
柏
盆
栽
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
二

　
松
柏
盆
栽
の
鑑
賞
ポ
イ
ン
ト
は
つ

ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

　
o
根
張
り

　
自
然
の
よ
う
に
が
っ
し
り
と
大
地

に
根
を
お
ろ
し
て
い
る
か
ど
う
か
。

　
○
幹

　
根
本
か
ら
の
立
ち
あ
が
り
が
自
然

か
ど
う
か
、
ま
た
無
理
な
く
細
く
な

っ
て
い
く
か
ど
う
か
。

　
o
幹
　
肌

　
樹
の
肌
の
古
び
た
趣
を
味
わ
う
。

あ
ら
か
わ
し
ょ
う

荒
皮
性
、
亀
甲
性
、
厳
石
性
な
ど
の

肌
の
木
の
場
合
は
と
く
に
そ
の
雅
味

に
注
意
す
る
。
ジ
ン
、
シ
ヤ
リ
幹
な

ど
は
そ
の
自
然
さ
、
壮
烈
感
を
鑑
賞

す
る
。

　
o
枝

　
根
本
に
近
い
一
の
枝
か
ら
順
に
二

の
枝
、
三
の
枝
と
続
く
枝
順
と
そ
の

長
短
太
細
の
バ
ラ
ン
ス
を
よ
く
見
て
、

枝
が
つ
く
り
出
す
空
間
の
美
を
味
わ

・
つ
。

　
o
葉

　
盆
樹
と
し
て
葉
が
十
分
に
細
か
く

な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
。

　
o
鉢

　
鉢
が
樹
と
色
形
と
も
に
よ
く
調
和

し
て
い
る
か
ど
う
か
。

　
以
上
の
こ
と
が
全
体
と
し
て
調
和

し
、
古
色
豊
か
な
総
合
美
を
生
み
出

し
て
い
る
か
ど
う
か
を
じ
っ
く
り
と

見
て
下
さ
い
。


