
灘 轍
誤

購織
堺
■

露
蟻

　
雛講

獄

、
　
織

　
　
　
　

　
縷
難
、
、

灘

雛
講

撚
，　

　
灘
　
、

　
　
瀞
難
照

、
　
　
蓼
↑

鍵
継

麟聾騨翔、1難謙躍

馨

灘
照
箋

醸
鯉

ヤ
　
　
　

驚懸
簸
灘

　
瀬
・
婁
灘

灘

饗

轍

藷　鱒顯
　
　
難

灘
懸 　

　
　
灘

攣1、、廠

騨－潤，　1謬1　・累♂　謬　勇　　　　　　　　　蝋　謙．
蒸　　　　塵　　　　　　　　　　　　聾
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滋
《人ロの動き》男2，907（一6）女2，946（＋4）計5，853（一2）世帯数1，641（一1）

10月1日現在　出生3　死亡4　転入3　転出4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弾

☆
．
蓼
雑
灘
舞
灘
鑛
驚
鱗
整

、
翠

～
鍵
　
灘

　
　
　
露
欝

雛
纏
躍

群
　
撒

欝
灘

　
・
鰍
　
鰯
．

齢

難
、
難
捌
轡

瀞
、

　
　
撒

　
　
　
き
　
　
ぺ

　
　
　
“
灘
．
購

翼
瀞
　
灘
　
講

・
糞
雛
雛

議
灘
、
鰹

“
．
　
濃
藁
ζ

　
　
　
　
　
　
離

　
　
　
　
綜

　
　
、
　
椰
理

　
　
酬

　
　
な
　
ガ

瓢
禁
響
、
、
、
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§

　
さ
る
m
月
に
日
㈲
第
8
回
健
康
マ

ラ
ソ
ン
大
会
が
、
松
代
町
町
民
グ
ラ

ン
ド
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
好
天
気
に
恵
ま
れ
、
好
成
績
が
続

出
し
た
。
沿
道
に
は
大
勢
の
応
援
が

続
い
た
。

　
成
績
は
左
の
と
お
り
で
す
。

謝
，

聯
・
ぐ揚

難
マ
．
・

鑓
灘
．

鞭
，　購　難騰

ト
ー

　　糊鼎
鯉

　
　

繍
鰯

肇

磯
、
響

難．
畿

・
馨

鰯

　嚢嚢
齢ゼ『

　　翻

灘

鍵
、
鯉

㌔
　
　
～

《

ヤ

小学1　女
3
1

学　　年性別路離順位　　氏　　　名　　学校名

　　　km　1　小　堺　　　豊　蓬　　平
小学1　男　1　2　佐　藤　茂　樹　奴奈川
　　　　　田　辺　一　幸　蒲　　　生
　　　　　柳　　　　真梨子 松　　　代

タイム

3分25
3分27
3分28
3分31

1　　2 宮　沢　　　　忍 〃 3分38
3 井　上　　さやか 蒲　　　生 3分40

小学2　男
1 柳　　　　春　明 松　　　代 3分16

1　　2 茂　野　　　　究 〃 3分21
3 宮　沢　直　樹 〃 3分26

小学2 女
1 市　川　紗　合 松　　　代 3分25

1　　2 若　月　康　子 孟　　　地 3分25
3 高　橋　陽　子 莇　　　平 3分44

小学3 男
1 高　橋　伸　幸 松　　　代 7分54

2　　2 井　上　真　吾 蒲　　　生 8分09
3 関　　　　浩　志 奴奈川 8分14

小学3 女
1 石　　口　香　　織 松　　　代 9分00

2　　2 村　　山　洋　子 奴奈川 9分04
3 高　橋　優　子 松　　　代 9分22

小学4 男
1 関　谷　　　　真 〃 7分44

2　　2 宮　沢　直　人 〃 7分51
3 ／』・　堺　友　紀 蓬　　　平 8分06

小学4 女 2
1 山　岸　利　美 蒲　　　生 8分09
2 井　上　久美子 〃 8分10
3 池　　田　　まゆみ 北　　　山 8分34

小学5 男 3
1 高　橋　哲　也 松　　　代 13分28
2 山　岸　正　光 〃 13分44
3 高　橋　将　和 莇　　　平 13分51

小学5 女 3
1 室　　岡　久美子 北　　　山 13分48
2 池　田　智　美 〃 14分13
3 相　沢　千恵美 松　　　代 15分OO

小学6 男 3
1 富　沢　　　　豊 〃 12分58
2 宮　沢　正　隆 〃 13分07
3 若　井　憲　一 蓬　　　平 13分08

小学6 女 3
1 柳　　　　妙　子 松　　　代 13分29
2 柳　　　　美恵子 奴奈川 14分11
3 市　　川　　日出子 松　　　代 14分15

中学生 男 3
1 山　岸　和　　弘 〃 13分22
2 鈴　木　正　和 〃 13分49
3 井　上　　　　元 〃 14分08

中学生 男 5
1 柳　　　　高　浩 〃 14分51
2 佐　藤　正　秀 〃 15分22
3 斉　藤　真　也 〃 15分26

中学生 女 2
1 若　井　美　加 〃 8分45
2 若　井　美和子 〃 8分46
3 斉　藤　美智子 〃 8分49

中学生 女 3
1 相　沢　容　子 〃 14分09
2 池　田　直　美 〃 14分24
3 柳　　　　明　美 〃 14分27

高校生 女 3
1 ノ」・　海　良　子 〃 13分46
2 柳　　　　容　子 〃 13分47
3 室　　岡　美　子 〃 14分52

高校生 男 5
1 石　　口　雄　一 〃 15分25
2 若　井　孝　広 〃 15分43
3 中　村　　　　厚 〃 15分51
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1
0
月
1
0
日
㈹
体
育
の
日
、
高
齢
者

に
よ
る
第
7
回
町
内
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル

大
会
が
町
民
グ
ラ
ン
ド
で
開
催
さ
れ

た
。　

参
加
凶
チ
ー
ム
で
（
㎜
人
）
午
前

8
時
半
か
ら
午
後
2
時
半
ま
で
熱
戦

　　　　脚剛

膿闘繋　　　　　噸　　　嚇　　轍㎏

が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

　
成
績
は
次
の
と
お
り
で
す
。

四三二一
位位位位

松
代
B
チ
ー
ム

蓬
平
B
チ
ー
ム

室
野
B
チ
ー
ム

松
代
c
チ
ー
ム

　
　
㈹
．
灘
、
羅
、
年

　　　　　璽

　　　　簗

灘
距

1　km 2　km 3　km 5　km

一
　
般
　
の
　
部

柳沢　晃英 山賀　子平 老川　義信 丸山　正男

高橋　　徳 山賀喜四郎 相沢　　勇 鈴木　正利

五十嵐文夫 大倉　正司 関谷　正利

関谷　嘉聖 片桐　忠雄 市川　政雄

山岸　　進 斉木　文雄

石野　　勝 小堺　哲也

若井　利晴

婦
　
人
　
の
　
部

関谷　ノブ 柳　　コメ
　　　　　　◎
　　　　，禽　　　＿
　　　　㌧　　　　　　般　　　　協嘉

　　ごカム
　　　　あ高
ござり薯
苦いが雷
労まζ薯
さ　　つ　は

まし　誘
で　　　　と
　　た　　お
し　・　　り

た　　　　で
o　　　　　　し

　　　　　　た
　　　　　　o

高橋タマキ 関谷　初子

村山　チイ 関谷　夏枝

柳　　キノ 本山　絹江

高橋美津江

高
　
齢
　
者
　
の
　
部

若井　勇作

池田福一郎

関谷　詠子

菅井キクノ

樋ロ　マン

樋ロシゲノ

10

月
1
0
日
に
開
催

　
1
0
月
1
0
日
（
体
育
の
日
）
町
総
合

体
育
館
に
お
い
て
第
7
回
町
長
杯
争

奪
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
今
回
は
高
校
生
四
チ
ー
ム

が
参
加
し
、
午
前
8
時
か
ら
午
後
4

時
ま
で
熱
戦
が
続
い
た
。

　
成
績
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
優
勝
　
松
代
高
校
2
年
生
チ
ー
ム

　
準
優
勝

　
ア
タ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
チ
ー
ム

　
三
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
フ
ア
ロ

　
　
　
松
代
高
校
3
C
＋
α
チ
ー
ム

　
四
位
　
室
野
青
年
会
A
チ
ー
ム

　
五
位
　
松
代
青
年
会
チ
ー
ム

　
六
位
　
吉
沢
光
学
チ
ー
ム
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去
る
1
0
月
m
日
（
金
）
、
東
京
都

世
田
谷
区
立
羽
根
木
公
園
で
開
催
さ

れ
た
『
雑
居
ま
つ
り
』
に
松
代
町
青

少
年
育
成
町
民
会
議
・
松
代
町
教
育

委
員
会
か
ら
、
中
学
生
リ
ー
ダ
ー
1
8

名
が
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。

　
当
日
は
、
東
京
都
内
だ
け
で
な
く

全
国
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
が
文

字
ど
お
り
『
雑
居
』
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
団
体
が
独
自
の
イ
ベ
ン
ト
を
企

画
し
て
い
る
の
が
印
象
的
で
し
た
。

　
松
代
か
ら
は
、
地
域
の
特
産
物
も

含
め
て
『
あ
ん
ぽ
・
ゲ
ッ
タ
ガ
ネ
・

イ
モ
リ
・
タ
ガ
イ
・
ヨ
シ
ノ
ボ
リ
・

ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
・
ミ
ズ
カ
マ
キ
リ
』
な

ど
を
会
場
に
集
ま
っ
た
人
た
ち
に
販

売
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
販
売
を
主

目
的
と
し
た
の
で
は
な
く
、
今
ま
で

講
座
の
中
で
活
動
し
て
き
た
成
果
を

東
京
の
人
た
ち
に
評
価
し
て
も
ら
っ

た
と
言
っ
た
ほ
う
が
良
い
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　
松
代
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
開
店
後
す

ぐ
に
多
勢
の
人
々
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

　
『
こ
れ
は
何
？
』
と
次
々
に
繰
り

出
さ
れ
る
質
間
に
中
学
生
リ
ー
ダ
ー

も
頭
を
ひ
ね
り
っ
ぱ
な
し
で
し
た
。

「
な
っ
ぱ
は
標
準
語
で
何
て
言
う
ん

だ
っ
け
一
と
か
、
ス
タ
ッ
フ
に
助
け

を
求
め
る
場
面
も
見
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
う
し
て
、
　
一
時
間
後
に
は
、

『
あ
ん
ぽ
』
84
個
が
、
一
時
間

半
後
に
は
『
い
も
り
』
3
6
匹
が

全
て
売
り
切
れ
て
し
ま
い
、
遅

れ
て
来
た
見
物
客
の
見
守
る
中
、

惜
し
ま
れ
な
が
ら
も
閉
店
い
た

し
ま
し
た
。
こ
の
後
、
『
雑
居
ま
つ
り
』

の
カ
ー
ニ
バ
ル
を
見
学
し
た
り
、
他

の
バ
ザ
ー
を
見
学
し
て
、
『
雑
居
ま
つ

り
』
の
会
場
を
後
に
し
ま
し
た
。

　
今
回
、
参
加
し
た
中
学
生
リ
ー
ダ

ー
が
、
こ
れ
か
ら
地
域
で
、
学
校
で

藤潔騒、灘

響
謡

薦
ゾッ

婚
為

『
評譜

ミ
轍
織

、
、
～
蟻

裏
、
　
羅
整
量
鑑
轟

、
夷
，

　め
　嚢『㌧P暴

郵、

蜜

を　
　
韓
．
簾

㌔
　
　
　
　
曳
毒
熱

こ
の
講
座
で
学
ん
だ
こ
と
を
基
礎
に

し
て
活
躍
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て

い
ま
す
。

与

「おっおい！　松代の観音祭よりも

いっぱい人がいるぞ」
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幸運を呼ぶ？　ゲッタガネ。

赤いのは、ラブ運、銀色は出世運、

金色は、金銭運が向上するのだそうな。

「『あんぽ』の中には何が入ってるの？」

「エ～と、あずきをつ、ヨミして『あんこ』にしたのと、なっぱを

ミソいためしたのです噌

「『なっぱ』って、な～に？」

「オッオィ！徳人君、『なっぱ』って標準語で何て言わあと？」

「しっ……知らねえよ！」

松
代
名
物
『
あ
ん
ぼ
』
は

　
　
　
　
　
　
　
　
い
ら
ん
か
ね
／
●

新
潟
県
か
ら
初
参
加
と
い
う
こ
と
で
、
い
ろ
ん
な
意
味
で
注
目
さ
れ

ま
し
た
。

「
新
潟
ま
で
何
時
間
く
ら
い
か
か
る
の
？
」

「
車
で
四
時
間
で
す
一

「
新
潟
っ
て
青
森
み
た
い
に
さ
む
い
ん
で
し
ょ
う
？
」

「
い
い
え
！
　
中
部
地
方
な
の
で
、
そ
ん
な
に
寒
く
な
い
で
す
よ
」
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一
般
健
康
診
査
の
時
、
食
推
コ
ー

ナ
ー
で
み
そ
汁
の
試
食
が
行
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
今
年
で
三
年
目
の
み
そ

汁
の
試
食
、
た
く
さ
ん
の
方
に
味
見

を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
み
な
さ

ん
は
い
か
が
で
し
た
か
。

　
し
ょ
っ
ぱ
い
と
感
じ
た
方
は
、
家

で
ち
ょ
う
ど
よ
い
み
そ
汁
を
飲
ん
で

い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ふ
つ
う
と

感
じ
た
方
は
、
ま
あ
ま
あ
の
み
そ
汁

で
す
。
　
（
注
、
試
食
の
み
そ
汁
は
具

が
入
っ
て
い
な
い
の
で
、
具
が
入
れ

ば
味
は
薄
ま
る
。
）
あ
ま
い
と
感
じ
た

方
の
お
宅
は
、
し
ょ
っ
ぱ
い
み
そ
汁

を
い
つ
も
飲
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る

わ
け
で
す
。

，癌》当！

　　ノγ　。

　ξ
一上さ一

霧
議蒙

嚢
嚢嚢

嚢嚢

議
溝議

馨嚢

議嚢

　
た
じ

た
感

慰
劃
う

く
引　
つ

ま
　
よ

あ
し
ふ

吻
□
園

果

嚢
嚢
．
、
忌
覇
・
蕪

り
　
　
．
　
　
　
　
．
　
　
．
　
　
　
　
　
．

ー
ー
，
I
l
ー
，
匹
1
－
l
I
［
ー
1
一
I
I
ー
ー
酢
1
ー
一
聾
1
ー
ー
，
ー
1
－
l
I
I
－
8

．
嚢
箋
●
嚢
舞
蒙
議

結査調汁そみ　
一

鞄
醸
鼻
　
跡
鍛
箋
難
蜘
講

屡
．
．
．
蒙
　
蒙
嚢

一
　
　
　
一
　
　
　
［
　
　
　
一
　
　
　
一
　
　
　
一

（％）

70

60

50

40

30

20

10
　
0

　
で
は
、
調
査
を
ま
と
め
た
結
果
を

見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
三
年
間
の
推
移
で
す
が
、
そ
れ
ほ

ど
目
立
っ
た
変
化
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
次
に
、
地
区
別
の
比
較
で
す
が
、

や
は
り
そ
れ
ほ
ど
差
は
な
い
よ
う
で

す
。
町
全
体
と
比
較
し
て
、
家
で
し

　
　
　
　
　
よ
っ
ぱ
い
み
そ
汁
を
飲

　
　
　
　
　
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
多

奴
奈
川

山
平

峯
方

南
部

伊
沢

松
代

S61．地区別比較

S59　　　S60　　　S61

松代町全体
　　3年間の推移

い
順
に
示
し
ま
す
と
、

山
平
、
峯
方
、
伊
沢
、

奴
奈
川
と
な
り
ま
す
。

ど
う
や
ら
、
し
ょ
っ
ぱ

好
き
な
人
が
山
平
地
区

に
は
多
い
よ
う
で
す
ね
。

　
試
食
の
み
そ
汁
よ
り

濃
い
み
そ
汁
を
飲
ん
で

い
る
方
は
、
で
き
る
だ

け
試
食
の
み
そ
汁
に
近

つ
く
よ
う
に
す
る
と
、

塩
分
を
減
ら
す
こ
と
が

で
き
体
の
た
め
に
よ
い

わ
け
で
す
。

　
試
食
の
み
そ
汁
を
あ

ま
い
、
ふ
つ
う
と
感
じ

た
方
で
も
、
一
日
に
何

杯
も
飲
ん
で
い
て
は
塩

分
の
と
り
す
ぎ
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
町
の

目
標
「
一
日
一
杯
」
に

近
づ
く
よ
う
に
す
る
と
、

塩
分
を
減
ら
せ
ま
す
。

　
試
食
の
み
そ
汁
の
味

を
思
い
出
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
工
夫
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
◇
塩
分
、
夏
よ
り
冬
は

　
　
　
　
少
　
な
　
め
　
に
◇

　
防
衛
医
科
大
学
校
、
中
村
治
雄
教

授
に
よ
る
と
、
　
「
寒
い
冬
は
、
気
温

が
下
が
る
こ
と
が
一
つ
の
刺
激
に
な

っ
て
、
血
管
に
あ
る
筋
肉
の
収
縮
が

お
こ
り
や
す
い
。
し
た
が
っ
て
、
血

管
が
収
縮
す
る
た
め
に
血
圧
が
上
が

る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、

そ
れ
に
加
え
て
夏
と
違
っ
て
、
か
ら

だ
の
ほ
う
が
汗
が
出
な
い
よ
う
な
状

況
に
な
る
も
の
で
す
か
ら
、
結
果
と

し
て
は
塩
分
が
か
ら
だ
の
中
に
残
り

や
す
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
が
血
管
壁
を
よ
り
収
縮
さ
せ
る

こ
と
に
も
な
り
、
ど
う
し
て
も
事
故

が
多
い
。
そ
れ
は
結
果
と
し
て
高
血

圧
が
よ
り
著
し
く
な
る
か
ら
だ
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
塩
分

は
夏
よ
り
冬
は
少
な
め
に
と
ら
な
け

れ
ば
い
け
ま
せ
ん
一
と
の
こ
と
で
す
。

　
汗
を
か
く
時
で
も
塩
分
は
一
日
1
0

グ
ラ
ム
以
下
で
充
分
で
す
か
ら
、
汗

を
か
か
な
い
時
は
も
っ
と
少
な
く
て

よ
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
松
代
町
で
は
、
汗
を
か

く
時
で
も
1
0
グ
ラ
ム
以
上
は
と
っ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
冬
に
な
る
と
つ

け
物
が
多
く
登
場
し
て
き
ま
す
。
も

し
か
す
る
と
、
夏
よ
り
も
塩
分
を
多

く
と
っ
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
り
ま

す
ね
。

　
自
分
の
健
康
を
自
分
で
守
る
た
め

に
、
つ
け
物
や
み
そ
汁
は
上
手
に
食

べ
て
、
塩
分
を
少
し
で
も
減
ら
す
習

慣
を
身
に
つ
け
ま
し
ま
う
。

　　胃
　　が
　検ん

診亭

1終宮
が　が
今わん
1る
ズ！

　
胃
が
ん
検
診
、
子
宮
が
ん
検
診
が

終
わ
り
、
精
密
検
査
も
す
で
に
終
わ

っ
た
方
も
い
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　
胃
の
検
診
は
、
九
百
四
十
一
人
が

受
け
、
精
密
検
査
の
必
要
な
人
が
百

八
十
二
い
ま
し
た
。

　
子
宮
が
ん
検
診
は
五
百
八
十
六
人

が
受
け
、
延
五
十
九
人
に
所
見
が
あ

り
ま
し
た
。

　
毎
年
精
検
が
必
要
な
の
に
、
受
け

な
い
で
し
ま
う
人
が
い
ま
す
。
ほ
と

ん
ど
の
人
は
、
　
「
異
常
な
し
」
で
す

が
、
中
に
は
、
胃
か
い
よ
う
や
、
胃

が
ん
で
、
す
ぐ
手
術
の
必
要
な
人
も

い
ま
す
。
通
知
を
も
ら
っ
た
方
は
、

必
ず
精
密
検
査
を
受
け
て
下
さ
い
。
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叢
　
’

楠

難

　懸
蓼

鶴
　
・．

螺

　
　
蘇
購
脳

・
藤
　

、
繋

灘
繍

　
灘
　
蟻

議

　　　繍
　　灘

　璽欝

撫

譜

轡
藷

　　　　　

鋳　　　　，’醒“　P

　　　　　1

構

翁

総
播
誇
鱗
厭
継
　
繊
溝
鱗
［
｝
欄
　
鱗
　
蕪
｝
総
灘

、
漁
一
粟
醸
藩
雛
緻
紛
、
鞍
選
潅
．
　
饗
．
黛
、
鰻
、
一
．
皿
、
灘
熱
“
　
｝
灘
“
“
輪
｛
　
灘
藻
鱗
皿
》

鑛
灘
叢
推
灘
懸
“
一
難
欝
“
“
丼
翫
　
灘
蟻
蕪
　
鷺
鍵
謡

　
今
年
の
な
す
は
収
量
・
価
格
と
も

に
昨
年
を
す
で
に
上
回
り
豊
作
ま
ち

が
い
な
い
と
、
耕
作
者
は
喜
ん
で
い

ま
す
。

　
豪
雪
に
よ
り
植
付
け
の
遅
れ
や
、

梅
雨
明
け
ま
で
の
低
温
に
よ
り
、
出

荷
は
遅
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
天

候
に
恵
ま
れ
順
調
に
生
育
し
、
収
量

も
十
月
十
二
日
現
在
す
で
に
昨
年
を

大
巾
に
上
回
り
反
当
り
六
ト
ン
を
超

え
て
い
ま
す
。
価
格
も
順
調
に
推
移

し
、
す
で
に
昨
年
の
売
上
額
を
超
え

て
い
ま
す
。

　
今
年
か
ら
県
の
価
格
保
証
制
度
が

で
き
て
、
こ
れ
に
加
入
し
ま
し
た
が
、

市
場
価
格
が
良
い
た
め
今
年
は
交
付

金
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
米
価
と
違
い
市
場
価
格
に

左
右
さ
れ
今
ま
で
不
安
定
な
と
こ
ろ

が
あ
っ
た
な
す
も
、
今
後
は
平
年
価

格
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
赤
字

に
な
る
心
配
も
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
農
協
で
は
「
松
代
な
す
」
の
産
地

と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
た
め
、

来
年
か
ら
作
付
面
積
を
大
巾
に
拡
大

す
る
「
フ
レ
ッ
シ
ュ
パ
ッ
ク
詰
」
の

出
荷
方
式
を
と
り
入
れ
た
特
別
推
進

を
実
施
す
る
と
の
こ
と
で
す
。

　
町
と
し
て
も
複
合
経
営
の
一
つ
の

柱
と
な
る
も
の
と
期
待
し
、
こ
れ
に

協
力
し
な
が
ら
推
進
す
る
予
定
で
い

ま
す
。

、
■
一
唖
一
」
＝
一
一
一
甲
．
一
9
＝
乙
，
．
」
一
＝
■
一
一
－
．
一
一
＝
。
一
－
■
響
一
『
乙
甲
■
＝
一
一
＝
－
＝
．
雷
一
響
＝
乙
＝
．
f
乙
＝
喚
冒
」
＝
＝
＝
一
」
＝
一
層
一
．
．
f
乙
一
，
一
．
3
＝
・
一
甲
．
．
一
ρ
＝
甲
一
〇
．
一
7

｝
少
面
積
（
二
～
三
畝
）
｝

皿
栽
培
農
家
の
育
成
　
㎜

・
一
而
一
一
デ
」
．
層
一
f
乞
一
．
一
～
乞
一
一
ρ
f
乞
．
－
甲
～
乞
一
．
一
f
乞
p
9
一
～
㌔
嚇
9
響
一
一
三
，
．
．
．
甲
一
三
一
－
．
．
一
9
三
甲
．
．
．
曹
『
＝
．
＝
一
醒
三
・
．
＝
一
一
三
凸
甲
一
『

　
今
ま
で
は
一
反
歩
を
目
途
と
し
て

す
す
め
て
き
ま
し
た
が
、
今
年
か
ら

始
め
た
「
フ
レ
ッ
シ
ュ
パ
ッ
ク
」
（
五

〇
〇
9
袋
詰
）
の
出
荷
が
順
調
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
少
面
積
で
も
出
荷

が
可
能
と
な
り
、
兼
業
農
家
で
も
楽

に
取
り
組
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
農
協
で
は
、

こ
れ
か
ら
部
落
単
位
の
取
り
組
み
を

し
て
も
ら
う
た
め
懇
談
会
を
行
う
予

定
で
い
ま
す
．

　
来
年
か
ら
厳
し
く
な
る
と
言
わ
れ

て
い
る
転
作
対
応
に
、
米
の
数
倍
も

収
益
の
あ
る
「
な
す
」
を
作
り
、
農

業
所
得
の
向
上
に
資
し
て
も
ら
い
た

い
も
の
で
す
．

態
鰯灘．

　繋
駅

林
道
松
苧
山
線
舗
装
工
事
（
松
川
付
近
）
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終
わ
る

【
絵
画
】
奨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　め　　◎　　畢
衛　　嬢　　登　　磯1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿，　　趣

1轄塵移一一“嘱

の

・享励
◎

　幽：供貝
D』

佐
藤
　
公
義
（
孟
地
）

【書道】　郡展賞
『小倉百人一首』

　　　　　　　鈴木益蔵（松代）

寮廊　o優・　鼠　，　α　’

　
第
五
回
東
頸
城
郡
美
術
展
覧
会
が

10

月
1
8
日
か
ら
3
日
間
浦
川
原
村
民

体
育
館
で
開
催
さ
れ
た
。

　
年
々
応
募
作
品
が
増
え
、
今
年
は

写
真
部
門
の
囎
点
（
松
代
町
か
ら
4
1

点
を
ト
ッ
プ
に
書
道
部
門
1
3
点
、
彫

塑
、
工
芸
部
門
8
点
、
絵
画
部
門
7

点
が
出
展
さ
れ
た
）
4
部
門
脚
点
が

出
展
さ
れ
、
4
部
門
そ
れ
ぞ
れ
郡
展

賞
一
、
奨
励
賞
三
点
が
決
ま
っ
た
。

　
町
内
の
受
賞
者
の
方
々
の
作
品
で

す
。

【
写
真
】
奨

　
　
『
春
の
詩
』

励
賞

高
橋
多
ロ
郎
（
莇
平
）

勢簿嬢嶺轡曽帽

　
本
年
度
の
北
越
北
線
の
事
業
費
は

三
二
億
四
千
万
円
（
昨
年
度
の
操
越

を
含
む
）
工
事
費
は
二
七
億
四
千
万

円
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
再
開
第
一
号
の
犬
伏
ト
ン
ネ
ル
（

三
月
一
九
日
貫
通
）
延
長
六
六
七
m

が
十
月
六
日
竣
工
し
た
。

　
難
工
事
の
鍋
立
山
ト
ン
ネ
ル
、
残

り
六
四
五
m
の
う
ち
一
〇
六
m
が
掘

削
さ
れ
た
（
蒲
生
部
落
の
入
口
付
近

十
月
二
二
日
現
在
）
土
質
が
悪
い
た

め
一
日
、
一
m
弱
の
進
捗
と
な
っ
て

い
る
。

　
土
質
調
査
の
た
め
蒲
生
消
防
器
具

置
場
付
近
に
調
査
ボ
ー
リ
ン
グ
が
近

日
中
に
発
注
さ
れ
る
（
深
さ
一
八
O

m
）

　
第
二
田
沢
ト
ン
ネ
ル
西
工
区
（
延

長
一
、
九
二
〇
m
）
十
月
二
二
日
現

在
一
〇
一
m
と
ぺ
ー
ス
に
の
？
て
掘

削
さ
れ
て
い
る
。

昭和61年10月25日現在◎喚

高
）

　
m
o
o

標
（
5

’　　縦　断　面　図　　　？謎鵠胆

L311，880g

型劔も＄◎事

工事完了L＝2，188駿未発注L＝1，25h施工中L＝1，000m　　工事完了L＝4，164■， ・施工中L＝645自　工事完了L＝2，63h

未施工L認88ロ

施工済L＝112蹴
麟　　　紅済 未施工し＝43㌔

L＝208巳

六日町方

薬師峠丁 第2田沢丁
】
松
代

T
L

＝275髄、

鍋立山丁

．犀潟方

L＝6，199■

　　　　　キ　ロ　程

矯
レ
6
6
7
巴
　
　 L＝1・920・

25K　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30K

L＝9，117口

　　　　　　　　　　　35K

十　日　町　市 松　　　　　　代　　　　　　町 大　　島　　村

400

300

200

100
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囹
囹
囹
囹
囹
稠
囹
駆
園
囹
囹
囹
閣
囹
囹
囹
囹
囹
囹
囹
囹
團
囹
囹
囹

囲
鯛
離
購
離
調
縮
酬
噸
認
醜
認
幽
騨

灘
亜
講
麗
講
腿
悪
灘
諜
亜
灘
纏

　
　
　
　
　
ま
つ
　
の
　
や
ま
か
い
ど
う

　
主
要
道
　
松
之
山
街
道

　
今
回
は
山
平
地
区
の
蒲
生
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
慶
長
十
五
年
、
堀
氏
の
あ
と
越
後

の
支
配
者
と
な
っ
た
松
平
忠
輝
（
徳

川
家
康
の
六
男
）
は
堀
氏
の
い
た
福

　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
し
ろ

島
城
（
旧
直
江
津
、
古
城
）
を
き
ら

っ
て
ま
も
な
く
高
田
城
を
築
い
て
移

り
ま
し
た
。

　
ま
だ
大
阪
城
の
豊
臣
氏
が
安
泰
の

頃
で
し
た
が
、
徳
川
家
康
の
力
は
日

の
昇
る
勢
い
で
江
戸
と
高
田
を
結
ぶ

道
の
整
備
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
み
　
く
に
ど
お
り
お
う
か
ん
ど
う

　
三
国
通
往
還
道
と
し
て
上
杉
氏
の

時
代
か
ら
春
日
山
と
鎌
倉
を
結
ぶ
松

之
山
道
は
山
道
な
が
ら
最
短
の
道
と

し
て
重
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
松
平
氏
の
時
代
に
な
っ
て
も
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
く
え
き

道
は
一
段
と
重
視
さ
れ
て
宿
駅
が
き

め
ら
れ
ま
し
た
。

　
東
頸
城
郡
内
の
宿
駅
は
西
の
方
か

ら
安
塚
、
大
島
、
蒲
生
、
松
代
、
犬

伏
が
あ
り
ま
す
。

　
蒲
生
と
犬
伏
の
間
は
左
程
遠
く
な

い
の
に
そ
の
間
の
松
代
が
宿
駅
と
さ

れ
た
の
は
、
松
代
に
松
之
山
郷
（
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ん

松
代
、
松
之
山
町
）
を
支
配
す
る
陣

や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
く
さ
い
い
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

屋
が
置
か
れ
六
斎
市
が
開
か
れ
て
に

ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ

ぎ
わ
い
を
見
せ
た
村
だ
っ
た
か
ら
だ

と
思
い
ま
す
。

　
宿
駅
の
特
権

　
　
　
　
　
　
　
お
　
ま
え

　
さ
て
、
蒲
生
の
大
前
（
山
岸
正
元
）

さ
ん
の
古
文
書
「
蓄
欝
購
．
一
．
椎
む
巽
」

に
次
の
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
松
野
山
の
松
代
、
犬
伏
、
蒲
生
の

三
宿
場
は
高
田
と
江
戸
表
を
結
ぶ
街

　
　
　
こ
く
　
　
　
　
　
こ
　
や
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
か
か
り

道
で
百
石
宛
、
小
役
や
郡
中
の
諸
掛

共
同
負
担
は
免
除
さ
れ
る
。
犬
伏
は

小
村
だ
か
ら
孟
地
、
苧
嶋
と
共
同
で

宿
場
と
し
て
の
任
務
を
果
し
百
石
の

免
除
は
従
っ
て
三
ヶ
村
分
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
し
く

　
蒲
生
村
に
つ
い
て
は
、
加
宿
分
と

　
　
た
い
へ
い

し
て
太
平
村
が
米
二
斗
を
上
納
し
て

き
た
。
　
（
原
文
の
概
略
）

　
と
、
代
官
所
の
質
問
返
答
書
に
書

か
れ
て
い
ま
す
．

　
つ
ま
り
、
宿
場
に
指
定
さ
れ
た
村
に

税
が
百
石
免
除
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
蒲
生
村
は
高
四
十
七

石
七
斗
し
か
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
百

石
の
免
除
高
に
至
り
ま
せ
ん
。
五
十

二
石
三
斗
の
返
納
分
が
あ
る
筈
で
す
。

　
　
　
　
こ
う
　
ぎ

　
そ
れ
で
公
儀
（
幕
府
）
は
太
平
村

か
ら
七
石
三
斗
分
、
儀
明
村
か
ら
十

五
石
分
、
小
池
村
か
ら
三
十
石
分
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
て
ん
　
ま

但
し
小
池
村
は
百
姓
五
人
が
御
伝
馬

や
ど
や
く

宿
役
を
勤
め
て
蒲
生
に
協
力
（
加
宿
）

し
て
い
る
か
ら
実
質
五
石
で
よ
ろ
し

い
。
右
の
三
村
は
こ
の
石
高
を
現
金

で
蒲
生
村
に
支
払
っ
て
や
り
な
さ
い
。

と
き
め
ま
し
た
。

　
町
民
の
み
な
さ
ん
は
既
に
ご
存
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
い
け
な
な
む
ら

の
よ
う
に
、
旧
小
池
村
は
小
池
七
村

　
　
　
　
　
あ
ざ

と
い
っ
て
七
字
が
あ
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
し
ゅ
く
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
し
く

　
蒲
生
村
の
宿
場
に
協
力
し
た
加
宿

組
以
外
の
村
々
は
、
　
「
お
れ
た
ち
だ

け
で
五
石
を
宿
場
の
た
め
に
負
担
し

ろ
と
い
う
の
か
〃
”
」
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

　
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
子
八
月
、

磯
謬
蒙
藤
譲
綴
塁

と
い
う
古
文
書
に
は
、
太
平
村
、
儀

明
村
か
ら
負
担
金
を
受
取
っ
て
い
る

が
、
小
池
村
は
十
四
年
前
か
ら
支
払

っ
て
く
れ
ま
せ
ん
。

　
こ
の
前
代
官
様
へ
訴
え
た
ら
、
三

ヶ
年
分
を
払
っ
て
く
れ
た
が
、
ま
た

支
払
い
が
止
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
か

再
度
払
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
、
小
池

村
の
百
姓
を
説
得
し
て
く
だ
さ
い
。

と
い
う
願
い
ご
と
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。　

さ
ま
ざ
ま
な
通
行
人

　
　
　
　
　
　
　
　
じ
し
ゅ
う
ゆ
き
ょ
う
し
ょ
う
に
ん

　
先
き
の
広
報
に
、
時
宗
遊
行
上
人

の
事
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
こ
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ん

が
通
行
さ
れ
る
と
大
変
で
し
た
。
延

郭
元
年
（
一
七
四
四
）
「
鞍
覆
護
伽
を

も
っ
て
ね
が
い
あ
け
た
て
ま
つ
り
そ
う
ろ
う

以
奉
願
上
候
」
に
よ
り
ま
す
と
、
犬

伏
・
大
島
間
で
松
代
を
中
継
点
に
し

　
　
　
の
べ

て
人
足
延
五
百
三
十
六
人
、
馬
百
八

ぴ
き疋

を
要
し
て
い
ま
す
。

　
松
代
へ
一
泊
さ
れ
て
こ
の
人
馬
の

つ
き
た
て

継
立
を
す
る
の
は
、
村
々
が
小
村
な

の
で
大
変
難
儀
で
す
。
そ
れ
で
十
七

　
　
　
　
　
　
　
あ
づ
か
り
し
ょ
　
　
　
　
は
し
ょ
う

年
前
長
岡
殿
様
の
預
所
の
時
は
馬
正

面
組
、
恭
膨
組
、
灘
畦
組
、
伶
創
、

や
ま
い
ぎ
み

山
五
十
公
組
、
松
野
山
組
の
共
同
負

担
に
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　
今
回
も
以
前
同
様
に
費
用
の
共
同

負
担
に
し
て
も
ら
い
た
い
。
と
願
い

出
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
幕
末
の
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

さ
ま
ざ
ま
な
人
が
往
来
し
た
よ
う
で

す
。　

近
年
浪
人
な
ど
が
来
て
金
を
せ
び

り
小
額
だ
と
悪
口
を
い
っ
て
お
ど
し

た
り
、
病
気
だ
と
い
っ
て
四
、
五
日

と
う
り
ゅ
う

逗
留
し
て
金
を
ね
だ
る
者
。
旅
僧
、

し
ゅ
げ
ん
じ
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ
と
う

修
験
者
、
ご
ぜ
、
女
座
頭
な
ど
で
金

を
ね
だ
っ
た
り
悪
事
を
は
た
ら
く
者

　
　
　
　
　
め
し
　
と

が
い
る
が
、
召
捕
っ
て
役
所
へ
連
れ

出
す
よ
う
に
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
を

こ
う
さ
つ
ば

高
札
場
に
掛
け
る
よ
う
に
指
示
書
が

あ
り
ま
す
。

　
召
捕
れ
と
い
わ
れ
て
も
、
、
刀
を
振

り
回
さ
れ
た
り
し
た
ら
、
お
お
ご
と

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
ヵ
薦
元
酊
（
一
八
六
一
）

年
四
月
、
　
「
送
り
一
札
之
事
」
に

　
　
　
　
　
　
ひ
こ
の
か
み

一
、
会
津
松
平
肥
後
守
御
預
所
越
後

　
　
　
　
　
　
さ
い

魚
沼
郡
小
千
谷
在
岩
沢
村
百
姓
安
兵

　
せ
か
れ

衛
惇
安
五
郎
此
者
儀
立
願
有
之
神
社

仏
閣
順
礼
と
し
て
廻
国
仕
候
処
当
月

　
　
　
　
　
　
　
　
れ

七
日
夜
培
村
参
行
倒
連
加
療
養
候
得

共
快
方
茂
無
乏
候
間
当
人
村
送
り
に

て

而
生
所
へ
帰
度
旨
相
願
候
二
付
何
卒

宿
々
村
々
之
以
御
慈
悲
ヲ
継
送
り
ヒ

　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

下
成
一
度
奉
願
上
一
候
　
以
上

　
文
久
元
酉
年

　
　
　
四
月
＋
五
日

　
　
　
御
代
官
大
草
太
郎
左
工
門
御
支
配
所

　
　
　
　
当
国
頸
城
郡
沖
出
村

　
　
　
　
　
庄
屋
　
庄
助

　
　
　
　
　
組
頭
重
右
工
門

　
　
宿
々
村
々

　
　
役
人
衆
中

が
あ
り
ま
す
。

　
順
礼
の
旅
に
出
て
途
中
行
き
倒
れ

の
男
を
、
小
千
谷
岩
沢
ま
で
順
番
に

次
ぎ
送
り
し
て
や
っ
て
く
れ
と
い
う

書
状
で
す
．

　
蒲
生
の
村
衆
に
と
っ
て
も
と
ん
だ

や
つ
か
い

厄
介
者
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
．
ま
だ

雪
中
の
こ
と
で
し
た
か
ら
。
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禦

ゆぬみ
塾
　
　
　
　
撫

　　　懸　　ノ
　騨繍
罷

♂囎”

亀

翻襲

3鱒ふ

3携　　帖、、承華

竈
蒼
糞

『率

繍
懸

　P灘
難雛、舞鱒逡

．瀦

醒響
魔、、菱

　　　　　　激麟霧，葬

￥ぎ瞬

蕩，

　
標
高
四
百
米
、
鍋
立
山
を
西
に
大

島
村
と
境
界
を
な
し
、
赤
倉
の
中
腹

に
点
在
す
る
。
明
治
三
十
年
代
に
県

道
が
開
設
さ
れ
、
数
戸
が
県
道
沿
い

に
分
家
住
居
を
移
し
、
農
業
を
主
と

し
、
二
百
年
前
七
戸
の
部
落
が
六
十

一
戸
に
発
展
し
た
。
奴
奈
川
村
当
時

か
ら
峠
部
落
と
室
野
部
落
の
中
間
に

あ
り
、
色
々
な
意
味
か
ら
重
要
な
存

在
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
過
疎
化
の
な
か

で
現
在
で
は
三
十
四
戸
に
減
少
し
、

会
社
員
公
務
員
有
り
、
又
大
工
、
商

店
等
色
々
な
職
種
の
兼
業
農
家
を
含

め
、
約
三
十
町
歩
の
耕
地
で
農
業
を

主
体
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。

　
部
落
紹
介
で
す
が
、
現
在
九
十
才

の
老
人
、
中
沢
重
雄
氏
が
調
査
さ
れ

た
資
料
を
も
と
に
（
一
部
原
文
の
ま

ま
）
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
天
正
年
間
（
約
四
百
年
前
）
世
は

豊
臣
全
盛
時
代
、
室
野
の
佐
兵
衛
氏

（
後
の
佐
藤
）
が
明
ヶ
島
へ
現
在
の

県
道
茶
屋
橋
附
近
）
に
住
居
を
建
て

田
畑
を
開
い
て
農
業
に
力
を
注
ぐ
。

同
じ
頃
、
佐
治
兵
衛
（
後
に
中
沢
）

三
左
エ
門
（
後
に
内
山
）
仙
右
エ
門

（
後
に
山
岸
）
兵
エ
門
来
り
住
み
て

こ
れ
が
最
初
の
部
落
所
在
と
な
る
。

仙
右
エ
門
宅
前
に
百
年
以
上
の
黄
肌

の
大
木
有
り
、
老
木
な
が
ら
隆
々
と

繁
茂
せ
り
。
こ
の
大
木
に
あ
や
か
り

永
く
栄
え
る
事
を
願
っ
て
部
落
名
を

木
和
田
原
新
田
と
命
名
せ
り
。
当
時

こ
の
地
を
流
れ
る
川
は
川
底
が
高
く

毎
年
出
水
期
に
田
畑
に
被
害
を
及
し

田
を
荒
す
川
、
荒
田
川
と
な
り
し
と

云
う
。
其
の
後
、
水
害
を
逃
れ
て
住

居
を
高
い
所
に
移
す
。
　
（
現
在
の
古

屋
敷
）
し
か
し
、
こ
の
地
は
将
来
戸

数
の
増
え
る
時
狭
く
感
じ
、
こ
の
西

方
に
約
十
町
歩
の
原
野
あ
り
。
こ
の

地
を
改
拓
す
る
時
、
五
、
六
十
戸
の

住
宅
建
設
を
可
能
と
認
め
再
移
転
す

る
。
（
現
在
の
部
落
所
在
地
と
な
る
）

　
元
和
元
年
大
阪
落
城
の
後
、
小
麦

平
村
に
落
ち
住
居
す
る
兄
弟
三
人
（

落
武
者
）
改
名
し
、
武
藤
文
左
エ
門

弟
正
貞
は
松
之
山
五
十
公
へ
筆
師
と

成
る
。
其
の
頃
佐
藤
佐
兵
衛
と
申
す

徳
人
有
り
。
正
貞
は
中
沢
佐
兵
衛
の

分
家
と
な
り
中
沢
山
三
郎
と
改
名
。

　
　
l
I
i
ー
古
文
書
に
よ
る
I
i

　
以
上
の
よ
う
な
事
か
ら
私
達
の
先

祖
の
由
来
動
行
が
伺
わ
れ
る
。

　
当
時
は
杉
木
は
無
く
、
建
築
材
は

全
部
雑
木
に
て
、
大
黒
柱
と
し
て
中

央
に
け
や
き
を
用
い
、
地
震
に
耐
え

る
為
六
尺
土
中
に
埋
め
て
倒
潰
を
防

ぎ
し
と
云
う
。
こ
の
頃
戸
数
七
戸
。

貞
享
元
年
中
沢
山
三
郎
奉
祀
、
部
落

　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
ぺ
ー
ジ
ヘ
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1
0
ぺ
ー
ジ
よ
り

中
央
に
字
の
氏
神
と
し
て
宮
を
建
立

し
熊
野
神
社
と
称
せ
り
。
こ
こ
に
木

和
田
原
新
田
部
落
を
構
成
す
る
。
以

来
四
百
年
続
き
、
七
戸
の
部
落
が
百

五
十
年
の
間
に
六
十
戸
に
発
展
。
昭

和
五
年
六
月
十
一
日
、
当
時
村
長
石

野
虎
蔵
氏
の
申
請
に
て
よ
う
や
く
県

の
認
可
と
な
り
、
新
田
を
削
る
こ
と

が
で
き
、
今
の
木
和
田
原
と
な
る
。

　
熊
野
神
社
は
明
治
二
十
年
に
再
々

建
さ
れ
た
が
明
治
四
十
五
年
、
十
二

神
社
に
合
祀
。
大
正
四
年
奥
殿
を
新

築
。
　
（
現
在
に
至
る
）
尚
十
二
神
社

は
明
治
十
二
年
九
月
一
日
新
築
鎮
庄

と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
I
I
I
古
文
書
に
よ
る
ー

　
新
幹
線
が
上
野
ま
で
乗
り
入
れ
、

関
越
自
動
車
道
の
全
線
開
通
と
今
や

高
速
交
通
時
代
・
情
報
化
時
代
と
云

わ
れ
る
中
で
、
又
、
あ
ら
ゆ
る
流
通

機
構
の
変
わ
る
中
で
、
間
接
的
影
響

を
受
け
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
直
接
的

に
受
け
る
こ
と
の
少
な
い
（
幸
か
不

幸
か
）
山
間
の
農
村
部
落
と
し
て
先

祖
が
開
拓
さ
れ
た
木
和
田
原
部
落
を

三
十
四
戸
が
一
体
と
な
っ
て
、
豊
か

な
心
で
お
互
い
信
頼
し
、
何
時
ま
で

も
繁
栄
し
続
け
る
事

を
願
い
た
い
．

　
幸
い
に
し
て
、
町

当
局
の
ご
理
解
と
努

力
に
よ
り
、
部
落
内

の
道
路
も
整
備
舗
装

さ
れ
、
更
に
今
年
は

す
ば
ら
し
い
集
会
所

が
新
築
さ
れ
た
。
こ

の
セ
ン
タ
ー
を
話
合

い
の
場
と
し
、
諸
々

の
中
心
と
し
て
部
落

民
一
同
が
地
域
の
活

性
に
努
め
、
小
規
模

で
あ
っ
て
も
住
み
良

い
豊
か
な
部
落
と
し

て
発
展
す
る
よ
う
に

一
層
の
努
力
を
続
け

た
い
と
願
う
も
の
で

す
。

・
一
詞
“
：
．
ヌ
”
を
つ
一
’
一
　
三
二
　
一
．
．

，
づ
ご
一
’
〆
．
　
6
三

●
　
”
ヨ

　
昔
か
ら
伝
わ
っ
て
来
て
い
る
い
っ

ち
ょ
っ
ぱ
煮
を
紹
介
し
ま
す
。
昔
か

ら
仏
事
に
は
”
平
”
と
し
て
欠
か
せ

な
い
料
理
の
一
つ
で
、
今
み
た
い
に

物
が
十
分
で
な
か
っ
た
頃
は
そ
の
時

期
に
取
れ
た
根
菜
類
と
春
取
れ
た
ぜ

ん
ま
い
を
入
れ
、
大
鍋
で
ゆ
っ
く
り

煮
込
ん
で
寒
い
冬
な
ど
こ
れ
を
食
べ

る
と
体
の
暖
ま
る
一
番
の
ご
馳
走
だ

っ
た
の
で
す
．

　
◎
材
　
料

ぜ
ん
ま
い
…
…
三
セ
ン
チ
大
に
切
る
。

大
根
…
…
い
っ
ち
ょ
う
切
り
に
す
る

（
ざ
っ
と
煮
こ
ぼ
す
）

人
参
…
…
乱
切
り

昆
布
…
…
一
セ
ン
チ
の
細
切
り

竹
の
子
…
…
適
当
に
。

焼
豆
腐
…
…
大
き
く
斜
切
り

厚
揚
…
…
縦
半
分
に

し
て
細
切
り
．

き
の
こ
…
…
も
ぐ
ら
、

し
め
じ
、
干
し
い
た

け
な
ど
。

ご
ぼ
う
…
…
け
そ
ぐ

（
あ
く
抜
き
を
す
る
）

こ
ん
に
ゃ
く
…
…
薄

く
そ
ぎ
切
り

里
芋
…
…
乱
切
り

　
◎
作
り
方

①
大
根
、
里
芋
を
下

ゆ
で
す
る
。

②
下
ゆ
で
し
た
大
根

を
し
ぼ
る
．

③
鍋
に
油
を
し
い
て

②
を
入
れ
て
さ
っ
と

い
た
め
る
。
④
焼
豆

腐
、
里
芋
、
人
参
を
残
し
て
他
の
材

料
を
全
部
入
れ
、
水
を
入
れ
て
ゆ
っ

く
り
煮
込
む
。
材
料
が
や
わ
ら
か
く

な
っ
た
ら
味
を
つ
け
る
。

砂
糖
…
…
隠
し
味
程
度
。

し
ょ
う
油
…
…
適
当
に
。

だ
し
の
素
．

④
味
付
を
し
た
ら
里
芋
、
焼
豆
腐
を

入
れ
る
。

　
そ
の
家
庭
に
よ
っ
て
ス
ー
プ
を
多

く
し
た
り
、
子
供
の
好
み
に
合
わ
せ

て
鶏
肉
を
入
れ
て
あ
げ
た
り
ひ
と
工

夫
す
る
と
お
母
さ
ん
の
味
と
し
て
生

き
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
同
じ
松
代

で
も
部
落
に
よ
っ
て
呼
び
名
が
違
う

そ
う
で
す
．

　
に
い
ろ
（
清
水
）

ぜ
ん
ま
い
、
人
参
、
油
揚
、
竹
輪
ご

ぼ
う
、
昆
布
を
だ
し
汁
で
ゆ
っ
く
り

煮
込
む
。

　
大
ひ
ら
（
下
山
）

ぜ
ん
ま
い
（
沢
山
）
、
里
芋
、
蓮
根
、

人
参
、
ご
ぼ
う
、
き
の
こ
各
種
、
焼

豆
腐
を
前
記
同
様
煮
込
む
。

　
い
っ
ち
ょ
っ
ぱ
（
犬
伏
）

ぜ
ん
ま
い
（
沢
山
入
れ
る
）
、
里
芋
、

こ
ん
に
ゃ
く
、
ご
ぼ
う
、
油
揚
、
器

に
盛
っ
た
ら
上
に
焼
豆
腐
を
の
せ
る
。

等
々
が
あ
る
よ
う
で
す
。
松
代
と
の

大
き
な
違
い
は
、
大
根
の
い
ち
ょ
う

切
り
を
沢
山
入
れ
る
の
に
対
し
て
」

他
で
は
ぜ
ん
ま
い
が
非
常
に
沢
山
入

る
こ
と
の
よ
う
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
了
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、
麩
躍

　
　
膨
驚

轟

ノ

松
代
小
学
校

・
小
学
校
作
品
展
・
婦
人
会
作

品
展
・
商
工
会
写
真
展
・
書
道

展
・
松
代
保
育
園
作
品
展
・
ア

マ
チ
ュ
ア
無
線
公
開
運
用
・
池

之
畑
手
芸
ク
ラ
ブ
。

松
代
中
学
校

・
吹
奏
楽
発
表
会
・
松
苧
太
鼓

演
奏
会

総
合
セ
ン
タ
ー

・
絵
画
、
版
画
展
・
写
真
展
・

老
人
ク
ラ
ブ
作
品
展
・
身
障
者

の
会
作
品
展
、
野
菜
即
売
会
・

茶
会
・
生
花
展
・
俳
句
・
菊
花

展
．　

　
　
“
、

肇魔艦

、
灘

、
莚
彰
蓼
彦
蓬
認

　
　
　
　
　
　
　
鹸

露欝鷺∞∞∞∞㈹嚇嚇嚇醐鹸

曇
懸卵醗単伽献學聯献嚇學齢齢卵齢韓嚇學嘩

◆
第
一
区
民
会
館

　
　
富
沢
順
平
展
（
絵
画
）

　
　
盆
　
栽
　
展

◆
役
場
正
面
玄
関

　
　
老
人
ク
ラ
ブ
菊
花
展

会
場
”
松
代
小
学
校
体
育
館

時
間
”
1
2
時
3
0
分
～
4
時
ま
で

内
容
ー
各
団
体
に
よ
る
踊
り
、
民
謡

ダ
ン
ス
、
三
味
線
、
謡
曲
、
詩
吟
、

太
鼓
演
奏
等
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん

だ
内
容
で
お
送
り
し
た
い
と
は
り
き

っ
て
お
り
ま
す
。
ご
家
族
そ
ろ
っ
て

お
い
で
下
さ
い
。

☆
発
表
会
終
了
後
、
沢
山
の
景
品
が

当
る
お
楽
し
み
抽
選
会
が
あ
り
ま
す

の
で
最
後
ま
で
ご
観
覧
下
さ
い
。
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ヨ

セ
　
｝
，卜

　
　
●
、
　
　
、
．

慧
灘～

、
謬

　
新
し
い
年
金
額
記
入
の
た
め
、
八

月
分
受
給
後
お
預
り
し
て
い
た
福
祉

年
金
証
書
（
み
ど
り
の
証
書
）
を
n

月
n
日
よ
り
お
返
し
し
ま
す
。

　
な
お
、
福
祉
年
金
は
、
そ
の
費
用

の
金
額
が
国
の
税
金
に
よ
っ
て
支
給

◎役場の窓ロでお返しする地区◎

月　日 時　　間 対　象　部　落

11月11日

（前）9：00

　　　～
　　11：00
（後）1：00

　　　～

　　3：00

小屋丸・池之畑・下山・田

野倉・仙納・莇平

会沢・清水・桐山・蓬平

11月12日

（前）9：00

　　　～
　　11：00

（後）1：00

　　　～

　　3：00

小荒戸・太平・菅刈・田沢・

東山・海老・犬伏・孟地・片

桐山・滝沢・中子・苧島

松代・千年・池尻

さ
れ
る
年
金
で
あ
る
た
め
、
限
ら
れ

た
財
源
の
中
か
ら
、
効
果
的
に
年
金

を
支
給
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
恩

給
や
厚
生
年
金
な
ど
受
け
て
い
る
人

や
、
本
人
、
扶
養
義
務
者
に
あ
る
程

度
の
所
得
が
あ
る
と
き
は
、
福
祉
年

金
の
額
が
減
額
さ
れ
た
り
、
全
額
支

給
停
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
国
の
負
担
に
よ
っ
て
支
給
さ

れ
る
年
金
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
皆

さ
ん
の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

”
1
1
月
の
受
給
日
ま
で

　
今
し
ば
ら
く
お
待
ち
下
さ
い
。
”

◎蒲生公民館でお返しする地区◎

月　日 時　　間 対　象　部　落

11月11日
（前）9：00

　　～
　11：00

小貰・諏訪峠・寺田・名
平・蒲生・儀明

◎室野克雪管理センターでお返しする地区◎

月　日 時　　間 対　象　部　落

11月11日
（後）1：00

　　～
　　3：00

福島・奈良立・室野・竹
所・濁・峠・木和田原

※印鑑を必ずお持ち下さい。

看
璽
彰
8
・金共同募

こ
と
し
も
み
な
さ
ん
の

　
　
　
　
ま
ご
こ
ろ
を

　
昨
年
は
、
赤
い
羽
根
共
同
募
金
運

動
に
ご
協
力
い
た
だ
き
有
難
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　
お
陰
様
で
、
皆
様
方
か
ら
寄
せ
ら

れ
ま
し
た
寄
附
金
は
百
八
万
四
千
円

と
い
う
大
き
な
金
額
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
皆
様
方
の
温
か
い
た
す

け
あ
い
の
心
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、

心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
こ
の
尊
い
募
金
は
、
県
下
の
心
身

障
害
者
を
は
じ
め
、
ね
た
き
り
老
人

や
単
身
老
人
、
あ
る
い
は
社
会
福
祉

施
設
の
た
め
に
配
分
を
行
な
い
ま
し

た
。
ま
た
、
皆
様
方
の
福
祉
充
実
の

た
め
に
、
地
域
の
社
会
福
祉
活
動
の

た
め
に
も
活
用
し
て
い
ま
す
。

　
今
年
も
、
十
月
一
日
よ
り
十
二
月

三
十
一
日
ま
で
赤
い
羽
根
共
同
募
金

運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
今
年
も
皆
様
方
の
一
層
の
ご
支
援

ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
新
潟
県
共
同
募
金
会

　
　
松
代
町
分
会
長
　
秋
山
　
利
作

第2回きのこ園まつり

AM10：00～PM3＝0011月3日

きのこ園峠芝

きのこ狩鰯

◎とき

◎ところ

◎催物
霞辮コ　…璽＠一3蒙00麹叛オケ羨会

潔
　
　
〃

緩圓灘アンサンプ漫の演奏会

お楽しみ抽選会

200円
100円

糞汰（中学生以嚢i勢◎入場料

生学墨

　
　
出
題
　
本
因
坊
　
武
宮
　
正
樹

圏
　
　
白
先
コ
ウ
・
7
手
ま
で

　
　
●
ヒ
ン
ト
…
一
合
マ
ス
は
ま
ず
真
中

　
　
　
へ

　
　
3
分
で
2
段
、
1
分
で
3
段
。

65432
團

　
　
　
出
題
　
八
段
　
北
村
　
昌
男

　
　
●
ヒ
ン
ト
…
味
わ
い
深
い
金
の
使
用

　
　
法
。

　
　
1
0
分
で
1
級
、
5
分
で
有
段
者
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
持
駒
　
金

一
二
三
四
五
六
七
八
九

と 罫

製 票 馬

正

嬉 香

竜
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〇　　　　　　　　　　　一

　　　パート2

＠腰躯る分

家族への帰属意識
　親子げんかの果てに　　、

　「おまえなんか、もうウチの子じゃない。親の言

うことが聞けないのなら、この家を出て行け！」

　この、多分に感情的な言葉が親の最後の切り札と

して有効だった時代は、遠く過去のものとなりまし

た。いま30代、40代のお父さん、お母さんがまだ子

供だったころには、このひと言で“一件落着”する

ことが多かったのではないでしょうか。ウチを出る

なんてとても考えられないことでしたし、また、仮

に出たとしても行くところがありませんでした。

　ところが、現在では、この「出て行け！」は禁句

です。そのまま出て行ってしまうのです。あるいは

逆に「大人になるまでは親が子供の面倒を見るのは

当たりまえ」と開き直ることもあります。いずれに

しても事態の解決にはつながらず、親子関係を一層

こじれさせることが多いようです。

■家はあけるが家出はしない

　家出するのは損だ　　これが中学生のホンネです。

まず食えないし、かといって働くのはゴメンだ、し

かも自分の将来にとって家出少年のレッテルは不利

だ、というわけです。進学の場合は内申書に影響す

るし、就職するにも“間題行動を起こした”という

評価がついてまわる。そこで、家はあけるが家出は

しない　　無断外泊型家出とでもいうスタイルが増

えてきています。

　時々、家に帰ってきては風呂に入ったり洋服を着

替えたりして、また出て行く。立ち回り先も、ふだ

んの行動半径の域を出ることはまれで、したがって

親にしてみれば居場所がなんとなく分かっている、

こういうケースが多くなっているようです。

　中学生という年齢は、心のどこかに“家出願望”

があると言えます。第二反抗期にある子供は独立心

が強まり、精神的な自立を強く望んでいきます。一

人になりたい、個室がほしい、だれからも干渉され

たくない……こうした切実な思いを胸に秘めていま

す。親とは口をききたくない、顔も見たくない、と

思うこともたまにはあるはずです。そんなとき、親

子の口論のちょっとした行き違いから、あるいは、

ほんのはずみで「オレ嫌だよこんなウチ、居たくな

いよ」などと子供が口走ったとします。さて、どう

しますか？

　「親に向かって何を言うか！」などと怒鳴るのは

適切ではありません。偶発性家出のもとになりかね

藤
．
轟

　
ダ

、
，
影
黙
7

ノ
い
　
　
　
　
　
　
ノ

　
ρ
　
ρ
露

ち
、
．
乞
畢

貿
多
崖

ないからです。むしろ「残念だったね、ウチの子で。

お父さんとお母さんの子供に生まれてしまったもん

ね」と、ユーモア感覚で受けとめるぐらいのゆとり

を持ちたいものです。この程度で家出はしないとい

う自信がご両親にあれば、余裕をもって言えるはず

です。

■役割意識を幼児期のうちから

　お子さんが、家族の構成員としての役割意識を自

覚しているかどうか。自分はこの家族の一員として

必要な存在なのだという気持ちを子供が持っていれ

ば、家出はまず起こらないと考えていいでしょう。

家族の連帯感が強いか弱いか、帰属意識が濃いか薄

いかということも、この略必要な存在”であるかど

うかに左右されるのではないでしょうか。

　家族の連帯の中につなぎとめるための役割を、幼

児期のうちから子供に与えてきたかどうか。たとえ

試験の真っ最中であっても、ふだんの役割　　犬の

散歩、風呂に水を張る当番をきちんとさせてきたか

どうか。　“勉強さえしていてくれればいい。お母さ

んが代わりにやっておくから”と代行してしまうの

は、役割意識を育てるうえではマイナスです。

　「ぼく（わたし）がいないと犬は散歩ができない

し、家族の皆が風呂に入れない」という気持ちを子

供が持つとき、家族は連帯感で結ばれるのです。

　　　　　　　岩佐壽夫
　　　　　　　家庭ケースワーク研究所所長

　　　　　　　東京都世田谷区教育委員会生活指導相談員

～ 誉
（
ク

ρ
ム

佐
藤
生
駒
　
5
5
歳
木
和
田
原
ぶ
ぜ
ん

小
島
藤
市
郎
9
8
歳
　
犬
伏
　
三
藤
屋

牧
田
房
男
　
4
4
歳
　
峠
　
豆
腐
屋

武
田
　
繁
　
3
6
歳
松
代
武
田
自
転
車

ご
冥
福
を
祈
り
ま
す
（
死
亡
）

室
岡
直
子
　
父
茂
人
・
母
和
代

　
　
　
（
長
女
・
仙
納
・
宮
ノ
脇
）

石
黒
祐
子
　
父
良
泉
・
母
春
美

　
　
　
（
長
女
・
室
野
・
洞
泉
寺
）

柳
太
一
父
誠
一
・
母
ミ
イ
子

　
　
　
　
（
長
男
・
犬
伏
・
紺
屋
）

小
野
博
道
・
小
堺
光
枝

　
堺
　
　
　
　
　
（
儀
明
・
土
手
）

　
げ
ん
き
な
よ
い
子
に
（
出
生
）

幸
せ
多
い
人
生
を
（
結
婚
）

九
月
受
付
分

旦
籍
の
姐

口
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難

鑑
襲

闘
登

畿

　　　　礁
　　　鋤

陪災⑫
ンリーズ

頭
を
ふ
さ
が
れ
た

　
　
　
　
　
石
油
コ
ン
ロ
の
報
復

　
娘
夫
婦
と
同
居
す
る
母
親
は
、
共

働
き
の
夫
婦
を
送
り
出
し
、
中
学
一

年
生
と
小
学
校
五
年
生
の
孫
を
通
学

さ
せ
る
と
台
所
の
後
片
付
け
を
す
る

の
が
日
課
で
、
い
つ
も
の
よ
う
に
午

前
八
時
三
〇
分
頃
か
ら
台
所
で
忙
し

く
働
い
て
い
た
。
洗
濯
を
し
、
一
息

つ
い
た
と
き
、
隣
の
B
さ
ん
が
、
老

人
会
の
集
り
の
こ
と
で
き
た
。
話
が

弾
み
B
さ
ん
を
伴
っ
て
、
ち
ょ
っ
と

離
れ
た
町
内
の
C
さ
ん
宅
を
訪
ね
た

の
が
九
時
す
ぎ
で
し
た
。
朝
か
ら
台

所
の
片
隅
で
は
石
油
コ
ン
ロ
の
上
に

や
か
ん
が
か
け
ら
れ
コ
ト
コ
ト
と
快

音
を
発
し
て
い
た
が
、
あ
い
に
く
や

か
ん
に
は
水
が
殆
ど
入
っ
て
お
ら
ず

石
油
コ
ン
ロ
の
上
で
や
か
ん
が
、
青

息
、
吐
息
で
空
焚
状
態
と
な
り
、
石

油
コ
ン
ロ
が
異
常
燃
焼
を
起
こ
し
て

い
た
。

　
石
油
コ
ン
ロ
は
や
か
ん
に
水
が
入

っ
て
い
れ
ば
何
時
間
使
っ
て
い
て
も
、

正
常
な
燃
焼
を
し
て
い
る
が
、
空
焚

に
な
る
と
、
炎
が
や
か
ん
の
底
部
に

吹
き
つ
け
そ
の
熱
反
射
に
よ
っ
て
燃

焼
筒
の
上
部
の
温
度
が
異
常
に
上
昇

し
、
灯
油
の
蒸
発
が
促
進
さ
れ
て
、

過
剰
に
燃
焼
す
る
混
合
気
体
が
で
き

て
更
に
上
部
に
や
か
ん
が
あ
る
た
め

に
不
完
全
燃
焼
が
生
じ
て
放
熱
ネ
ッ

ト
に
煤
が
付
着
し
ま
す
。
　
（
放
熱
ネ

ッ
ト
に
煤
が
付
着
す
る
と
、
燃
焼
筒

内
の
空
気
の
流
れ
は
、
通
常
は
コ
ン

ロ
の
下
方
か
ら
上
に
流
れ
て
い
る
が
、

煤
の
付
着
に
よ
り
、
燃
え
る
カ
ス
と

排
気
ガ
ス
の
大
部
分
が
二
次
空
気
の

取
入
れ
口
で
あ
る
器
具
の
下
方
に
吹

き
出
し
燃
焼
筒
外
で
燃
焼
し
、
こ
の

炎
が
灯
油
タ
ン
ク
を
加
熱
し
て
更
に

異
常
燃
焼
を
促
し
、
火
災
に
至
る
の

で
あ
り
ま
す
．
）

　
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
や
か
ん
の
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空
焚
に
よ
り
や
か
ん
が
溶
け
る
と
更

に
下
方
の
吹
き
返
し
が
多
く
な
り
、

そ
の
燃
焼
状
態
も
更
に
不
完
全
燃
焼

と
な
り
ま
す
。
や
か
ん
、
鍋
等
の
空

焚
の
み
な
ら
ず
、
餅
焼
き
を
継
続
し

て
行
っ
た
と
き
、
あ
る
い
は
鉄
板
を

の
せ
た
場
合
も
同
じ
で
あ
り
実
験
の
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結
果
石
油
コ
ン
ロ
で
は
、
空
焚
状
態

と
な
っ
て
か
ら
、
一
時
間
か
ら
四
時

間
程
度
の
間
に
異
常
燃
焼
を
お
こ
し

て
い
ま
す
。

（
風
呂
、
コ
ン
ロ
の
空
焚
に
は
十
分

な
注
意
を
お
願
い
し
ま
す
）
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サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
給
与
に
つ
い
て

の
所
得
税
は
、
毎
月
の
給
料
や
ボ
i

ナ
ス
が
支
払
わ
れ
る
と
き
に
源
泉
徴

収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得

税
の
一
年
間
の
合
計
額
と
、
一
年
間

の
給
与
総
額
に
対
す
る
税
額
（
年
税

額
）
と
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、

必
ず
し
も
一
致
し
ま
せ
ん
。

一
、
結
婚
や
出
産
な
ど
年
の
中
途
で

　
扶
養
親
族
の
数
が
変
わ
る
こ
と
。

二
、
生
命
保
険
料
や
損
害
保
険
料
の

　
控
除
は
、
毎
月
の
源
泉
徴
収
の
際

　
に
は
控
除
し
な
い
こ
と
。

三
、
　
「
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
税
額

　
表
」
は
、
毎
月
の
給
与
等
が
変
わ

　
ら
な
い
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
て

　
い
る
こ
と
。

　
こ
の
た
め
、
そ
の
年
の
最
後
に
給

与
の
支
払
を
受
け
る
と
き
に
、
毎
月

の
給
料
や
ボ
ー
ナ
ス
か
ら
源
泉
徴
収

さ
れ
た
所
得
税
の
合
計
額
と
、
一
年

間
の
給
与
総
額
に
対
す
る
税
額
（
年

税
額
）
と
の
過
不
足
額
の
精
算
が
行

わ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
年
末
調
整
と
い

い
ま
す
。

　
こ
の
年
末
調
整
に
よ
り
、
納
め
過

ぎ
た
場
合
に
は
還
付
さ
れ
、
ま
た
、

納
め
足
り
な
い
場
合
に
は
不
足
分
が

年
末
調
整
の
際
の
給
料
や
ボ
ー
ナ
ス

か
ら
徴
収
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
で
大

部
分
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
そ
の
年
の

納
税
が
完
了
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る

方
は
確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
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∈麗叢

短
歌

　
歌
の
屑
籠

　
　
　
　
下
山
　
埋
れ
木

み
　
つ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
ど

三
月
前
蝶
と
蜂
と
が
媒
灼
せ
し
小
梅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
つ

は
つ
ぶ
ら
な
朱
き
実
を
熟
む

く
ら
　
し

生
活
よ
く
と
希
う
心
で
投
票
所
へ
混

み
合
う
中
に
老
い
わ
れ
も
居
り

六
十
年
　
土
耕
し
て
汗
流
し
大
飯
食

め
ど
や
せ
細
り
老
ゆ

盆
来
し
も
逸
る
こ
と
な
き
老
い
吾
は

只
み
佛
を
迎
う
る
に
せ
わ
し
き

踊
る
環
の
解
け
て
家
路
を
辿
る
時

初
鳴
き
の
虫
　
細
々
と
き
く

長
臥
し
の
老
い
た
る
妻
の
顔
の
ぞ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
れ

幾
許
も
な
き
生
け
る
伴
侶
ぞ
も

田
の
水
の
加
減
教
え
し
そ
の
子
等
に

教
わ
る
今
と
世
代
変
わ
り
ぬ

し
ぶ
み
句
会

爽
や
か
に
宮
の
石
段
雨
上
が
る

萩
の
風
読
経
流
る
る
大
広
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
花

農
作
業
遅
れ
を
嘆
く
雨
月
か
な

一
望
す
深
坂
峠
や
秋
の
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
　
石

そ
こ
こ
こ
に
溢
る
る
ば
か
り
虫
の
声

回
診
の
足
音
耳
に
秋
を
病
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
千
代

白
萩
の
八
分
咲
き
な
る
句
宿
か
な

十
王
堂
萩
に
埋
れ
て
萩
の
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
　
明

懸
命
に
舞
う
子
供
獅
子
秋
ま
つ
り

十
六
夜
の
月
待
つ
ま
ま
に
飲
み
に
け

り
　
　
　
　
　
　
　
　
瀞
舟

蝉
時
雨
中
な
る
一
寺
慰
霊
祭

山
の
端
を
朧
に
見
せ
て
雨
の
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
去
　
水

名
月
や
虫
の
鳴
く
音
の
に
ぎ
や
か
に

刈
り
終
え
て
ふ
と
見
上
ぐ
れ
ば
十
三

夜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
げ
女

鈴
虫
の
音
色
に
し
ば
し
立
ち
止
り

名
月
や
北
満
の
地
を
思
い
出
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
香

孟
蘭
盆
の
過
ぎ
て
菩
提
寺
嫁
話

神
無
月
老
人
ク
ラ
ブ
鏡
の
湯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
元

黄
金
に
な
び
く
稲
穂
を
刈
り
始
む

秋
風
や
上
衣
一
枚
手
に
持
ち
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
美
根

敬
老
の
日
金
婚
夫
婦
の
座
が
上
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
　
沙

朝
露
を
ふ
く
み
し
ト
マ
ト
丸
か
じ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
　
沙

こ
お
ろ
ぎ
の
逃
げ
方
向
を
定
め
か
ね

ほ
お
づ
き

鬼
灯
の
袋
真
赤
な
朝
の
露

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紅
茶

黄
金
の
尾
花
逆
光
湯
屋
の
窓

雨
過
ぎ
て
す
す
き
乱
れ
て
空
き
屋
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柄
　
史

点
々
と
湯
の
町
の
灯
や
十
三
夜

ゆ温
泉
に
一
人
湯
の
音
を
聞
く
十
三
夜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枯

秋
風
に
鐘
の
音
透
る
国
分
寺

名
月
や
歩
み
を
止
め
し
橋
の
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
淡

蒲
生
句
会

水水

明
暗
を
分
け
て
稲
架
場
は
夕
陽
差
し

か
ま
き
り
の
露
を
帯
び
た
る
夜
明
け

か
な
　
　
　
　
　
　
　
鐵
堂

藪
蔭
に
鳥
の
来
て
居
り
熟
れ
あ
け
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ず

稲
負
い
の
子
が
あ
ち
こ
ち
に
鴫
高
音

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
せ
女

深
々
と
妻
の
寝
息
や
虫
の
声

松
が
枝
に
名
月
残
る
夜
明
け
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
　
　
日

ぬ
か
燃
や
す
煙
目
に
泌
む
赤
と
ん
ぼ

脱
穀
機
止
め
て
息
つ
く
ち
ち
ろ
虫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幸
　
人

秋
日
和
稲
架
解
く
農
夫
唄
も
出
て

　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
か
　
し

刈
り
終
え
し
棚
田
に
案
山
子
残
し
お

く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
折
　
人

朝
焼
け
に
染
ま
り
て
高
く
稲
掛
け
る

早
生
大
根
歯
触
り
さ
わ
に
漬
け
上
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耕
　
山

一

園
芸
一
ロ
メ
モ

　
”
松
代
園
芸
愛
好
会
什

　
き
く
科
で
、
別
名
ア
ワ
ダ
チ
草
と

も
呼
ば
れ
る
。

　
日
当
り
の
良
い
、
山
野
の
道
ば
た

　
　
　
　
　
　
　
で
秋
の
日
ざ
し
を

　
　
　
　
　
　
　
浴
び
て
、
黄
色
の

　
　
　
　
　
　
　
花
は
穂
状
に
咲
き

　
　
　
　
　
　
　
乱
れ
、
目
立
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
人
々
の
心
を
い
や

騰
聡
鐵
糊
講
鰯

髄
麟

　
馨
　
灘

辮
職

総
卜懸

し
て
、
秋
の
風
情

を
に
お
わ
せ
る
．

　
多
年
草
で
、
茎

は
高
さ
三
〇
糎
～

八
○
糎
で
ま
っ
す

ぐ
立
ち
、
細
長
く

葉
は
長
め
の
卵
の

形
を
し
て
お
り
、

柄
も
含
め
た
長
さ

は
八
糎
～
十
六
糎

位
で
あ
る
．

亀

喚

じ
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