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本
年
度
よ
り
新
た
に
ス
タ
ー
ト
す

る
「
水
田
農
業
確
立
対
策
」
は
今
ま

で
の
、
米
の
生
産
調
整
を
政
府
の
責

任
で
行
っ
て
き
た
も
の
を
、
が
ら
り

と
変
え
て
、
米
の
生
産
調
整
は
生
産

者
と
生
産
者
団
体
が
主
体
的
に
行
う

も
の
と
し
、
政
府
は
国
に
と
っ
て
大

切
な
水
田
農
業
を
確
立
す
る
目
的
で
、

生
産
者
が
行
う
転
作
等
に
対
し
助
成

す
る
と
い
う
基
本
方
針
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
、

転
作
助
成
金
の
大
巾
な
削
減
、
転
作

面
積
の
拡
大
な
ど
と
い
う
形
で
ス
タ

ー
ト
す
る
こ
と
に
な
り
、
農
家
に
と

っ
て
は
誠
に
厳
し
い
も
の
と
な
り
ま

し
た
。

　
町
で
は
今
年
度
よ
り
生
産
者
団
体

で
あ
る
農
協
と
一
体
と
な
っ
て
、
こ

の
対
策
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
農
業
は
増
々
厳
し
い
も
の
に

な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
今
、
日
本
の

産
業
界
で
も
炭
鉱
も
、
造
船
も
、
鉄

鋼
も
そ
し
て
国
鉄
も
農
業
以
上
に
厳

し
い
局
面
に
立
た
さ
れ
、
そ
の
立
て

直
し
に
血
み
ど
ろ
の
努
力
を
し
て
い

る
時
代
で
す
。
農
業
も
ま
す
ま
す
厳

し
く
な
っ
て
い
く
時
代
を
、
ど
う
切

り
開
く
か
、
農
家
に
と
っ
て
も
農
協

を
中
心
に
し
た
真
剣
な
努
力
が
求
め

ら
れ
る
と
き
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

昭
和
六
十
二
年
度
の

転
作
目
標

面
積
の
配
分

　
国
は
、
水
田
農
業
確
立
対
策
の
期

間
を
六
年
間
と
定
め
、
前
期
（
62
～

64

年
）
三
年
間
の
目
標
面
積
を
七
十

七
万
㎞
と
し
、
各
県
へ
配
分
し
ま
し

た
。
新
潟
県
へ
は
良
質
米
主
産
県
と

し
て
引
き
続
き
傾
斜
配
分
が
さ
れ
、

全
国
で
宮
城
県
に
次
ぐ
二
番
目
に
低

い
補
％
の
二
九
、
九
九
〇
㎞
が
配
分

　
　

さ
れ
ま
し
た
。

　
当
町
へ
は
本
年
度
の
転
作
面
積
は
、

＝
一
二
・
二
㎞
が
配
分
さ
れ
て
き
ま

し
た
が
、
県
は
山
間
地
の
実
情
を
考

慮
し
、
平
場
地
帯
よ
り
低
い
配
分
で

あ
る
と
し
て
い
ま
す
が
、
前
年
度
の

一
・
五
倍
と
い
う
大
巾
な
面
積
の
増

加
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
（
別
表
1
）

（単位：ha）（別表1）

昭和62年度 昭和61年度 前年度対比

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 131．2 10．2 86．7 O 44．5 10．2

新　　潟　　県 29，990 5，211 20，820 4，465 9，170 746

全　　　　　国 770，000 73，500 600，000 57，000 170，000 16，500

　
町
で
は
一
月
二
十
一
日
に
松
代
町

水
田
農
業
確
立
対
策
推
進
協
議
会
を

開
き
、
今
ま
で
の
よ
う
に
農
家
の
自

主
申
告
に
よ
っ
て
は
と
う
て
い
達
成

で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
る
と
こ
ろ
か

ら
部
落
へ
目
標
と
す
る
面
積
を
示
し
、

別
表
2
の
と
お
り
協
力
を
お
願
い
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

（単位：アール）部落別転作目標面積（別表2）

鶴，

　　；　の磁q
　点

O
b軸●，●こ抄

字　　名
昭和62年度

目標面積

新規転作

面　　積
字　　名

昭和62年度

目標面積

新規転作

面　　積

松　　代 831 338 中　　子 53 6

小荒戸 187 91 苧　　島 250 89

太　　平 196 91 田野倉 416 169

菅　　刈 210 53 仙　　納 174 68

3
ぺ
ー
ジ
ヘ
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田　　沢 182 55 莇　　平 357 50

小屋丸 119 47 小　　貫 103 一

池之畑 216 156 諏訪峠 83 一　一　一

下　　山 280 169 寺　　田 453 一

千　　年 579 6 名　　平 147 47

池　　尻 210 92 蒲　　生 797 75

会　　沢 184 87 儀　　明 842 254

清　　水 259 29 福　　島 235 112

桐　　山 353 一 奈良立 122 64

蓬　　平 671 356 室　　野 1，086 一

東　　山 90 48 竹　　所 320 5
海　　老 289 36 濁 152 一

犬　　伏 485 186 峠 756 410

孟　　地 172 38 木和田原 300 127

片桐山 112 30 農　　協 644 407

滝　　沢 205 9 合　　計 13，120 3，802

　
松
代
町
の
転
作
が
前
年
度
ど
の
よ

う
に
行
わ
れ
て
い
た
か
、
本
年
度
ど

の
よ
う
に
す
す
め
た
ら
良
い
か
を
示

す
と
別
表
3
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
各
部
落
別
の
目
標
面
積
も
前
年
度

の
実
績
を
継
続
し
て
実
施
し
て
も
ら

う
こ
と
を
前
提
と
し
て
算
出
さ
れ
て

お
り
、
実
績
の
多
い
部
落
は
そ
の
ま

ま
続
け
て
も
ら
い
、
実
績
よ
り
新
規

に
増
加
し
た
三
八
㎞
を
実
績
の
少
な

い
部
落
か
ら
新
規
に
実
施
し
て
も
ら

う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
三
八
㎞
の
新
規
の
転
作
は
、

①
休
耕
地
の
活
用

②
他
用
途
米
の
導
入

③
土
地
改
良
通
年
施
行
の
実
施

④
そ
の
他
一
般
転
作

な
ど
の
形
態
で
、
実
施
し
て
も
ら
う

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
特
に
年
々
転

作
が
水
田
の
荒
廃
化
に
結
び
つ
い
て

い
る
現
状
を
で
き
る
限
り
回
避
す
る

た
め
、
休
耕
地
の
活
用
を
す
す
め
て

（別表3）

（9139．7）

100％　　上段（）内は面積
　　　　　　　　　　　　　　　　　　：a

　　　　　　　下段　構成比　　：％

特定作物

（1093．3）

12．0％

一般作物

（1778．9）

19．5％

預託

（603）

6．6

果樹・杉

（1469．5）

16．0％

定着カウント

　（4195．0）

　45．9％

61

年
度
実
績

120　　　130110100

　　　　　1

80　　907060

　　　’

　　”

50
．
，

’
　
’

（13120）

100％

　　　　　　8　　　　　1
　　　　　　1　　　　　　1
　　　　　　ヨ　　　　　　ロ
20　　　　皇30　　　ε　40
　一＿＿＿＿←＿　」＿，，』＿＿＿＿
　　　　　　　　　　　じ　　　　　　5　　　　　　　　1

　　　　　　1　　　　　1

　　　　　　9　　　　　1
　　　　　　1　　　1

10

o
巳
　
0
一
1
8
1
1

一般
（285．9）

2．1％

I　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 1 ’

一般作物及び特定作物

　　　（3061．2〉

　　　23．3％

預託

（414）

3．2

果樹・杉

（1019）

7．8％

定着カウント

　（4824．5）

　36．8％

休耕地の利用

　（1695．4）

　12．9％

他米

（1020）

7．8％

通年施行

（800）

6．1

←新規転作（3801．3）
28．9％→

62

年

（別表4）10アール当りの助成金の目やす

い
く
こ
と
に
し
て
お
り
ま
す
。

　
実
績
の
多
い
部
落
（
農
家
）
も
休

耕
地
の
あ
る
人
は
是
非
協
力
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
実

際
に
何
を
転
作
し
た
ら
助
成
金
は
い

く
ら
に
な
る
の
か
は
、
別
表
4
の
と

お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

区　　　　　　　　分 基本額 加算額

一般作物
（大豆｛飼料作物、青刈稲等）

千円
20

　千円
20～10

永年性作物等
（果樹、林地等） 25 20～10

特例作物
（一般野菜、たばこ） 7 5
保　　全　　管　　理 7 一

土地改良通年施行 9 一

※　この表は全国平均値であ1）、市町村ごと
　に算定した場合には減額変更になることもあります。

　
個
々
の
水
田
の
状
況
に
応
じ
た
転

作
作
物
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
部
落

懇
談
会
の
説
明
や
農
協
又
は
役
場
へ

相
談
す
る
な
ど
し
て
決
め
て
下
さ
い
。

　
ま
た
町
で
は
、
当
町
で
遅
れ
て
い

　
　

る
ほ
場
整
備
の
推
進
を
図
る
こ
と
か

ら
も
、
通
年
施
行
（
稲
の
作
付
を
一

年
休
ん
で
工
事
を
す
る
こ
と
）
に
よ

　
　
　
　

る
町
単
ほ
場
整
備
事
業
の
補
助
制
度

を
増
額
改
訂
し
、
こ
れ
を
す
す
め
る

こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
次
の
こ
と
に
つ
い
て
も

推
進
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
4
ペ
ー
ジ
ヘ
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ぺ
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ジ
よ

り

　
み
そ
、
せ
ん
べ
い
、
あ
ら
れ
等
主

食
以
外
の
用
途
に
利
用
す
る
米
と
し

て
一
俵
当
り
八
～
九
千
円
と
安
い
米

で
す
が
、
こ
れ
を
転
作
と
し
て
認
め

る
制
度
で
あ
り
、
松
代
町
へ
は
十
㎞

の
配
分
が
あ
り
ま
し
た
。
新
規
転
作

面
積
の
多
い
部
落
の
希
望
に
よ
り
配

分
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　
個
人
対
応
で
転
作
す
る
と
ど
う
し

て
も
無
理
が
生
じ
ま
す
。
ま
ず
部
落

ぐ
る
み
の
話
し
合
い
を
行
い
、
転
作

適
地
を
選
定
し
、
集
団
で
取
り
組
む

こ
と
を
考
え
て
下
さ
い
。

　
助
成
金
が
半
減
さ
れ
て
お
り
、
団

地
化
・
集
団
化
に
よ
る
加
算
金
を
受

け
る
よ
う
な
方
向
で
話
を
進
め
る
よ

う
に
し
ま
し
よ
う
。

　
集
団
化
・
団
地
化
の
話
し
合
い
に

よ
っ
て
具
体
的
に
実
施
す
る
こ
と
に

な
っ
た
場
合
、
お
互
い
の
補
償
問
題

が
生
じ
て
き
ま
す
。
こ
れ
ら
も
検
討

の
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
以
上
概
要
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た

が
、
町
と
農
協
で
は
各
農
家
の
協
力

を
得
る
た
め
全
部
落
へ
の
説
明
・
懇

談
会
を
実
施
し
、
厳
し
い
転
作
配
分

面
積
の
一
〇
〇
％
達
成
に
努
力
す
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　
国
は
こ
の
転
作
目
標
面
積
の
未
達

成
者
に
対
す
る
公
平
確
保
措
置
と
し

て
、
転
作
面
積
の
加
算
措
置
や
良
質

米
奨
励
金
及
び
適
正
集
荷
奨
励
金
の

削
減
な
ど
食
管
制
度
関
連
助
成
措
置

の
削
減
を
す
る
こ
と
に
し
て
お
り
ま

す
。
町
全
体
と
し
て
ま
ず
一
〇
〇
％

の
達
成
が
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
す

の
で
、
農
家
の
皆
様
の
ご
協
力
を
お

願
い
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
蜜

　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

登
記
簿
は

　
　
　
不
動
産
の
“
身
分
証
明
書
”

　
何
か
あ
な
た
の
身
分
を
証
明
す
る

も
の
を
　
　
と
い
わ
れ
た
ら
、
何
を

思
い
浮
か
べ
ま
す
か
？

　
学
生
の
人
な
ら
学
生
証
、
車
に
乗

る
人
な
ら
運
転
免
許
証
、
そ
の
ほ
か

保
険
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
ま
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し

た
証
明
書
を
持
っ
て
い
な
い
人
で
も
、

住
民
票
や
戸
籍
の
謄
本
・
抄
本
が
、

あ
な
た
自
身
と
親
族
な
ど
を
証
明
す

る
身
分
証
明
書
の
役
割
を
果
た
し
て

く
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
証
書
は
、
必
要
に
応
じ

て
、
あ
な
た
の
名
前
や
生
年
月
日
、

輝縞

（
8
㌧

住
所
、
あ
る
い
は
家
族
関
係
な
ど
を

公
に
証
明
す
る
大
切
な
役
割
を
持
っ

て
い
ま
す
。

　
記
入
さ
れ
て
い
る

　
土
地
や
建
物
の
大
切
な
“
情
報
”

　
そ
れ
で
は
、
土
地
や
建
物
な
ど
不

動
産
の
”
身
分
証
明
書
”
と
い
っ
た

ら
何
だ
と
思
い
ま
す
か
？

　
そ
う
で
す
。
答
え
は
「
登
記
簿
」
。

不
動
産
の
登
記
簿
に
は
、
所
在
地
番

や
地
目
や
地
籍
、
家
屋
番
号
や
床
面

積
、
所
有
者
や
各
種
の
権
利
事
項
な

ど
、
土
地
や
建
物
に
関
す
る
大
切
な

情
報
が
記
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
わ

ば
登
記
簿
は
、
不
動
産
の
身
分
証
明

書
で
あ
り
、
履
歴
書
で
あ
る
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

　
不
動
産
の
取
引
の
際
は

　
　
　
　
必
ず
内
容
の
確
認
を

　
今
年
は
、
こ
の
不
動
産
登
記
制
度

不
動
産
の
取
引
を
安
全
、
円
滑
に
行

　
　
　
　
　
ヤ

が
誕
生
し
て
百
周
年
に
当
た
り
ま
す
。
一

う
た
め
に
も

す
る
と
き
は
、

書
「
登
記
簿
」

れ
な
く
。

土
地
や
建
物
を
購
入

不
動
産
の
身
分
証
明

の
内
容
確
認
を
お
忘

創…ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
つ
う
ま

㎜
●
　
　
”
　
二
月
の
「
初
午
」
の
日
に

㎜
…
ん
…
は
・
京
都
の
伏
見
稲
荷
大
社

㎜
…
ど
”

＝
　
　
”
を
は
じ
め
、
全
国
の
稲
荷
神

…
…
う
…
社
で
祭
礼
が
行
わ
れ
ま
す
・

㎜
…
ネ
・
　
　
　
　
、

二
　
　
”
「
稲
荷
」
と
い
え
ば
、
稲
荷

π
ツ
一

淵
キ
…
の
神
の
使
い
と
信
ぜ
ら
れ
て

…
、
　
　
“
い
る
キ
ツ
ネ
の
俗
称
と
さ
れ

ゆ

㎜
て
い
ま
す
。
ま
た
、
キ
ツ
ネ
の
好
物

ハ

㎜
と
い
わ
れ
る
油
揚
げ
の
別
称
で
も
あ

　
㎜
り
ま
す
。

…・“

　
か
け
う
ど
ん
に
、
甘
く
煮
た
油
揚

　
㎜
げ
と
ネ
ギ
を
乗
せ
た
の
が
「
キ
ツ
ネ

ぬ

㎜
う
ど
ん
」
。
も
と
も
と
は
関
西
の
名

ハ
㎜
物
で
「
ケ
ツ
ネ
う
ど
ん
」
は

　
　
　
　
　
　
　
　
か
わ
ち

㎜
大
阪
・
河
内
地
方
の
な
ま
り

一
　
　
　
　
　
　
し
の
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
博

…
艀
霜
嬬
欝
賦
胤
”
．
》

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陶

虐
和
泉
市
に
あ
る
信
太
の
森
の

ル
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ず
　
　
は

…
キ
ツ
ネ
と
葛
の
葉
の
伝
説
に
ち
な
ん

ハ一“

だ
名
前
。
稲
荷
ず
し
を
「
信
太
ず
し
」

ハ

㎜
と
い
う
の
も
い
わ
れ
は
同
じ
で
す
。

ゆ
㎜
　
か
け
そ
ば
に
天
ぷ
ら
の
揚
げ
玉
と

一
皿
ネ
ギ
を
散
ら
し
た
「
タ
ヌ
キ
そ
ば
」

ゆ
㎜
は
江
戸
の
生
ま
れ
。
「
お
化
け
そ
ば
」

一一一

の
異
名
が
あ
る
の
も
、
揚
げ
玉
で
「
天

ハ
㎜
ぷ
ら
そ
ば
」
み
た
い
に
化
け
る
か
ら

ハ

㎜
で
し
ょ
う
．

ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
ま

㎜
　
「
お
か
め
そ
ば
」
は
湯
葉
、
か
ま
ぽ

ハ

…
こ
な
ど
の
具
の
並
び
方
が
、
お
か
め

…
引
の
面
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
付
い
た

ぬ

皿
呼
び
名
。
以
上
は
現
在
、
う
ど
ん
・

ぬ

㎜
そ
ば
に
共
通
の
種
物
で
、
寒
い
夜
に

…
㎜
は
ど
れ
も
ご
ち
そ
う
で
す
。

皿…酬
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昭和61年町の衛生状況①
　　　　　　　　保健体力シリーズ⑳

　
○
死
亡
順
位
は
、
表
一
の
と
お
り

で
す
。
　
一
位
心
臓
病
、
二
位
が
ん
、

三
位
脳
卒
中
で
、
全
体
の
六
二
・
八

パ
ー
セ
ン
ト
を
し
め
て
い
ま
す
。
四

位
は
肺
炎
、
事
故
、
自
殺
が
同
数
と

な
っ
て
い
ま
す
。
心
臓
病
は
、
動
脈

硬
化
が
原
因
の
心
筋
硬
塞
が
約
半
数

の
十
人
で
す
。
が
ん
は
、
十
七
人
中

胃
が
ん
が
六
人
と
一
番
多
く
、
つ
い

で
腸
が
ん
が
五
人
で
す
。
年
令
的
に

は
七
十
才
ま
で
に
五
人
が
亡
く
な
っ

て
い
ま
す
。
脳
卒
中
は
三
位
と
少
な

く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
死
亡
に

い
た
ら
な
い
ま
で
も
発
作
の
お
き
て

成人病予防教室で、みなさんの部落におじゃましています

　　　　　　　　　　　62年2月4日　小荒戸公民館

い
る
人
が
多
ぜ
い
い
ま
す
。
一
度
発

作
を
お
こ
す
と
体
が
も
と
に
も
ど
る

事
が
む
ず
か
し
く
な
り
ま
す
。
発
作

を
お
こ
さ
な
い
よ
う
、
血
圧
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
や
、
日
常
生
活
に
注
意
が

必
要
で
す
．

　
○
胃
検
診
受
診
状
況
は
表
二
、
三

の
と
お
り
で
す
。
六
十
年
よ
り
受
診

者
が
ふ
え
て
い
ま
す
が
、
受
け
る
人

が
固
定
化
し
初
診
者
の
人
が
ふ
え
ま

せ
ん
。
多
ぜ
い
う
け
れ
ば
う
け
る
ほ

ど
病
気
も
多
く
み
つ
か
り
、
中
に
は

早
期
に
み
つ
か
っ
て
大
事
に
い
た
ら

な
い
人
も
多
く
い
ま
す
。
受
診
率
の

悪
い
と
こ
ろ
は
、
竹
所
、
会
沢
、
菅

刈
、
福
島
、
小
荒
戸
で
す
。
今
年
は

ぜ
ひ
多
ぜ
い
の
方
か
ら
受
け
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
○
婦
人
科
検
診
受
診
状
況
は
、
表

四
の
と
お
り
で
す
。
胃
検
診
と
同
じ

く
受
診
者
が
固
定
化
し
、
五
百
九
十

五
人
中
初
診
の
人
は
、
六
十
五
人
と

十
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
毎

年
受
け
る
人
か
ら
は
、
病
気
は
あ
ま

り
み
つ
か
り
ま
せ
ん
が
、
初
診
の
人

か
ら
多
く
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
年

齢
別
の
受
診
率
で
は
、
三
十
才
代
・

六
十
才
以
上
の
方
に
、
も
う
少
し
が

ん
ば
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
受
診
率

の
低
い
部
落
は
、
池
尻
・
峠
・
福
島
・

千
年
・
苧
島
で
す
。
今
年
は
隣
近
所

さ
そ
い
あ
っ
て
受
け
に
行
き
ま
し
ょ

・
つ
。”

総
合
健
診
を
あ
な
た
の
健
康
管

　
理
に
、
ぜ
ひ
お
役
立
て
下
さ
い
。
”

O死亡順位（表1）

順位 死　　　　因 数 ％ 埋総　　　ぞヰ低は†別らみ堂パ人堂の○さひ　　い
に合　　い・いつ才の多つけ　1中診と婦た多福と
’健　　あ苧部て以受くかるセ初者お人いぜ島こ
ぜ診　　つ島落ほ上診みり人ン診がり科とい　’ろ
ひを　　てではしの率つまかトの固で検思の小は
おあ　　受す　’い方でかせらに人定す診い方荒　’
役な　　け　o池でにはつんはすは化　o受まか戸竹
立た　　に今尻す　”てが　’ぎ　’し胃診すらで所
ての　　行年・ねも三い　’病ま六　’検状　。受す　’
下健　　きは峠　。う十ま初気せ十五診況　　け　o会
さ康　　ま隣・受少才す診はん五百とは　　て今沢
い管　　し近福診し代　oのあ　○人九同　’　い年　’
“o　　　よ所島率が・年人ま毎と十じ表　　たは菅
　　　　　●
　　　O胃検診年令別受診状況　（表2）

1 心　　臓　　病 22 28．2

2 が　　　　　　ん 17 21．8

3 脳　　卒　　中 10 12．8

4 肺　　　　　　炎 7 9．0

4 事　　　　　故 7 9．0

4 自　　　　　殺 7 9．0

7 老　　　　　衰 6 7．6

8 そ　　の　　他 2 2．6

計 78

O胃　検　診　（表3）
40～49 50～59 60～69 70～ 計

対　　象　　者 741 1，159 830 598 3，328

男 女 計 受　　診　　者 224 394 258 64 940

対　　　象　　　者 1，573 1，755 3，328 ％ 30．2 34．0 31．1 10．7 28．2

受　　　診　　　者 431 509 940 S　60　年 27．0 27．6 23．6 6．5 21．9

％ 27．4 29．0 28．2
O婦人検診　（表4）

要　　　精　　　検 108 74 182
30～39 40～49 50～59 60～ 計

精検　未受診 6 1 7
胃　　が　　ん 1 1

対　　象　　者 322 388 562 805 2，077

受　　診　　者 70 160 256 109 595
胃ポリープ 8 6 14

胃　　潰　　瘍 12 2 14
％ 22．7 47．2 42．7 12．3 28．6

が　ん　（疑） 1 2 3十二指腸G 3 1 4
胃・十二指腸G

ポ　リ　ー　プ 5 4 9

胃・Gはんこん 3 3
ビ　　ラ　　ン 17 22 5 44

十二指腸G
は　　ん　　こ　　ん 1 1

筋腫様子宮 3 3
膣　　　　　炎 3 1 4

そ　　の　　他 32 23 55 初　　　　診 32 14 8 11 65

異　常　な　し 48 41 89 再　　　　診 38 146 248 98 530

O胃検診年令別受診状況　（表2）

O胃検診（表3）

O婦人検診（表4）
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少
年
男
子
優
勝
の

　
　
渡
辺
博
文
選
手

　
二
日
前
の
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
で
、
足
首
を
ね
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰹
　
』

挫
し
ち
ゃ
っ
て
テ
ー
ピ

ン
グ
し
て
レ
ー
ス
に
出

ま
し
た
。
固
定
し
た
所

が
温
か
く
な
る
ま
で
我

慢
し
て
後
半
頑
張
り
ま

し
た
。
全
国
で
も
優
勝

を
狙
い
ま
す
．ス

キ
ー
の
松
代
高
校

　
　
　
　
　
　
全
国
大
会
で
優
勝
！

　
県
立
松
代
高
等
学
校
（
金
井
昭
三

校
長
）
の
ス
キ
ー
部
員
が
今
シ
ー
ズ

ン
も
各
大
会
で
目
覚
し
い
活
躍
を
し

た
。　

第
四
十
一
回
上
越
ス
キ
ー
選
手
権

大
会
兼
六
十
一
年
度
上
越
高
校
ス
キ

ー
大
会
は
、
妙
高
高
原
町
池
の
平
白

樺
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
コ
ー
ス
と
妙

高
村
関
温
泉
ス
キ
ー
場
で
開
催
さ
れ

た
。　

大
会
初
日
の
一
月
九
日
の
少
年
十

五
キ
ロ
で
、
渡
辺
博
文
君
（
糸
魚
川
市

谷
根
）
が
優
勝
、
牧
田
義
明
君
（
峠

藤
田
屋
）
が
二
位
に
入
賞
し
た
。

　
二
日
目
の
十
日
は
一
般
男
、
女
子

の
リ
レ
ー
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

▽
一
般
男
子
4
0
キ
ロ
（
1
0
キ
ロ
×
4
）

二
位
　
松
代
高
校
A
チ
ー
ム

（
渡
辺
、
牧
田
、
石
口
雄
一
・
松
代

市
兵
衛
、
池
内
寛
・
十
日
町
市
小
泉
）

六
位
　
松
代
高
校
B
チ
ー
ム

（
柳
治
・
松
代
門
田
屋
、
横
尾
隆
・

峠
干
場
、
中
村
厚
・
松
代
う
ぜ
ん
、

宮
沢
裕
一
・
下
山
宮
沢
商
店
）

▽
一
般
女
子
（
5
キ
ロ
×
3
）

三
位
　
松
代
高
校

　
宮
沢
里
子
（
下
山
）
小
海
良
子
（
十

日
町
）
柳
容
子
（
菅
刈
）

　
第
三
十
九
回
県
高
校
総
体
ス
キ
ー

大
会
兼
全
国
高
校
ス
キ
ー
大
会
県
予

選
の
二
日
目
の
一
月
十
九
日
池
の
平

ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
コ
ー
ス
で
距
離

‘
瀬
、
講

　
　
繋

雪面をつかみ、積極的に飛ばし優勝を飾っ

た渡辺博文選手（152・松代）とピッタリ食い

ついて2位に入った大島次郎選手（151・十

日町）らの軽快なクラシカル走法

　　　　　　　（2月11日新潟日報より）

十
五
キ
ロ
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
成
績
は
次
の
通
り
で
す
。

二
位
・
渡
辺
博
文
君
、
九
位
・
牧
田

義
明
君
、
十
四
位
・
池
内
寛
君

　
大
会
三
日
目
の
二
十
日
、
同
コ
ー

ス
で
距
離
の
男
女
リ
レ
ー
が
行
わ
れ
、

男
子
4
0
キ
ロ
で
は
、
池
内
、
石
口
、

渡
辺
、
牧
田
チ
ー
ム
が
2
時
間
4
0
分

13

秒
3
で
堂
々
二
位
に
、
女
子
1
5
キ

ロ
で
も
、
宮
沢
、
小
海
、
柳
チ
ー
ム

が
1
時
間
2
5
分
2
2
秒
8
で
六
位
に
入

賞
し
た
。

　
国
体
、
全
日
本
の
予
選
を
兼
ね
た

県
ス
キ
ー
選
手
権
は
一
月
二
十
三
日

池
の
平
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
コ
ー
ス

で
行
わ
れ
、
少
年
男
子
1
5
キ
ロ
で
は

渡
辺
博
文
君
が
5
1
分
7
秒
7
で
優
勝
、

五
位
に
牧
田
義
明
君
が
、
十
一
位
に

柳
治
君
が
入
賞
し
ま
し
た
。

　
男
子
リ
レ
i
（
二
十
四
日
）
で
は

石
口
、
渡
辺
、
牧
田
、
池
内
チ
ー
ム

写
真
右
か
ら

横宮中池牧石渡柳
尾沢村内田口辺

　義雄博
寛明一文治

裕

が
2
時
間
6
分
1
5
秒
7
で
二
位
に
入

賞
。
連
日
健
闘
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ハ

イ
、
国
体
、
全
日
本
の
出
場
権
を
獲

得
し
た
。

　
第
六
十
五
回
全
日
本
ス
キ
ー
選
手

権
大
会
二
日
目
、
二
，
月
三
日
北
海
道

の
旭
川
市
郊
外
の
富
沢
距
離
会
場
で

少
年
1
5
キ
ロ
が
行
わ
れ
、
渡
辺
博
文

君
は
堂
々
五
位
に
入
賞
し
た
。

　
第
三
十
六
回
全
国
高
校
ス
キ
ー
大

会
は
二
月
十
日
岩
手
県
安
代
町
田
山

選手壮行会（1月30日役場前）

ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
コ
ー
ス
で
距
離

男
子
十
五
キ
ロ
が
行
わ
れ
、
渡
辺
博

文
君
が
、
4
6
分
3
0
秒
6
で
優
勝
、
牧

田
義
明
君
は
5
0
分
1
8
秒
9
で
二
十
九

位
と
な
っ
た
．

　
国
体
（
長
野
県
白
馬
）
が
二
月
十

九
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で
開
催
さ
れ
、

渡
辺
、
牧
田
両
選
手
が
出
場
す
る
。

「
ス
キ
ー
王
国
松
代
」
の
勇
名
を
天

下
に
と
ど
ろ
か
す
よ
う
頑
張
っ
て
も

ら
い
た
い
も
の
で
す
。
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瀟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藝
　　　　　　　　　　　　　　　　　蓼

　　　　　　　　　鐵
　　　　　　鱒

羅

　
滝
沢
の
佐
藤
一
英
さ
ん
宅
で
は
、

外
の
寒
さ
を
よ
そ
に
暖
房
の
き
い
た

タ
バ
コ
ハ
ウ
ス
の
中
で
、
今
「
山
ア

サ
ツ
キ
」
の
出
荷
に
追
わ
れ
て
い
ま

す
。　

佐
藤
さ
ん
の
家
族
は
、
奥
さ
ん
と
、

畑
仕
事
を
一
手
に
引
受
け
て
い
る
八

二
才
と
は
思
わ
れ
な
い
位
元
気
な
お

じ
い
さ
ん
、
冬
期
間
出
稼
に
出
て
い

る
長
男
と
四
人
世
帯
で
、
水
田
八
○

ア
ー
ル
、
畑
五
〇
ア
ー
ル
（
内
タ
バ

コ
畑
三
五
ア
ー
ル
、
出
荷
用
ナ
ス
畑

五
ア
ー
ル
、
自
家
用
野
菜
畑
一
〇
ア

ー
ル
）
と
繁
殖
牛
一
頭
を
飼
育
す
る

農
家
で
す
．

　
し
か
し
、
冬
期
間
農
業
の
仕
事
が

と
ぎ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
家
族
で
話

し
合
っ
た
結
果
、
タ
バ
コ
ハ
ウ
ス
を

利
用
し
た
「
山
ア
サ
ツ
キ
」
の
栽
培

を
や
っ
て
み
よ
う
と
の
結
論
に
達
し

八
年
位
前
か
ら
種
取
り
を
始
め
、
よ

う
や
く
三
年
前
よ
り
出
荷
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　
こ
の
「
山
ア
サ
ツ
キ
」
の
作
業
工

程
は
、
六
月
下
旬
に
種
取
り
か
ら
始

ま
り
、
乾
か
し
て
お
い
て
九
月
上
旬

に
箱
に
種
を
ま
き
、
畑
に
伏
せ
て
お

き
ま
す
。
初
雪
が
降
っ
て
そ
の
雪
が

消
え
る
十
一
月
末
ま
で
に
ハ
ウ
ス
に

移
し
、
十
二
月
か
ら
暖
房
し
採
取
～

水
洗
い
～
五
〇
グ
ラ
ム
入
の
パ
ッ
ク

に
詰
め
て
、
小
正
月
頃
か
ら
週
三
回

の
一
回
一
〇
〇
パ
ッ
ク
単
位
で
農
協

に
出
荷
、
三
月
中
旬
頃
に
は
出
荷
が

完
了
す
る
そ
う
で
、
昨
年
は
二
〇
〇

〇
パ
ッ
ク
、
今
年
は
三
五
〇
〇
パ
ッ

出荷を待つコシアブラ

ク
出
荷
し
た
い
と
張
り
切
っ
て
い
ま

す
。　

今
、
ハ
ウ
ス
の
中
に
は
「
山
ア
サ

ツ
キ
」
　
「
フ
キ
ノ
ト
ウ
」
　
「
タ
ラ
ノ

キ
」
　
「
コ
シ
ア
ブ
ラ
」
「
ア
ツ
キ
菜
」

が
入
っ
て
い
ま
す
が
、
　
「
山
ア
サ
ツ

タバコハウスの中で山アサ

ッキ出荷作業する常雄さん

（手前）と一英さん親子

　
　
　
藻
　
　
鑑
難
響
懸
難

キ
」
よ
り
手
の
か
か
ら
な
い
、
よ
り

高
収
益
に
つ
な
が
る
野
菜
を
栽
培
し

た
い
、
特
に
「
コ
シ
ア
ブ
ラ
」
の
穂

木
を
増
や
す
方
法
等
研
究
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
研
究
は
、
長
男
や
部
落

の
若
者
か
ら
出
稼
ぎ
を
解
消
で
き
る

よ
う
な
特
産
品
の

生
産
を
と
期
待
さ

れ
て
お
り
、
今
後

は
「
山
ア
サ
ツ
キ
」

五
〇
〇
〇
パ
ッ
ク
、

「
タ
ラ
ノ
芽
」
　
一

〇
〇
〇
パ
ッ
ク
、

「
フ
キ
ノ
ト
ウ
」

五
〇
〇
パ
ッ
ク
（
コ

シ
ア
ブ
ラ
と
ア
ツ

キ
菜
に
つ
い
て
は

研
究
中
で
未
定
）

の
生
産
を
目
標
と

し
て
い
ま
す
。

　
ゴ
マ
、
レ
タ
ス
、

コ
ン
ニ
ャ
ク
等
々

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

自
家
用
野
菜
の
栽

培
は
、
八
二
才
の
お
じ
い
さ
ん
が
担

当
し
て
い
ま
す
。
こ
の
お
じ
い
さ
ん

も
研
究
熱
心
で
、
ウ
ド
の
栽
培
を
手

が
け
て
お
り
、
現
在
山
ウ
ド
を
畑
三

ア
ー
ル
に
植
え
、
又
春
先
に
は
取
り

寄
せ
た
種
を
ま
い
て
越
冬
さ
せ
、
来

春
畑
に
移
植
し
十
ア
ー
ル
の
畑
栽
培

を
し
た
い
と
意
欲
を
燃
や
し
て
い
ま

す
。　

こ
の
よ
う
に
野
菜
作
り
に
か
け
る

佐
藤
さ
ん
一
家
の
情
熱
は
、
こ
の
地

で
栽
培
で
き
る
も
の
は
何
で
も
挑
戦

し
て
み
て
、
そ
の
中
か
ら
選
択
し
、

定
住
と
明
日
の
松
代
町
の
特
産
品
の

開
発
へ
向
け
て
注
が
れ
て
お
り
、
今

後
の
一
層
の
研
究
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
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松
代
に
住
む
人
な
ら
、
だ
れ
も
が
　
　
蓮

楽
し
み
に
し
て
い
る
大
相
撲
初
場
所
。
撫
撚
撚

　
雪
国
の
人
の
生
活
の
知
恵
、
大
人

も
子
供
も
、
老
若
男
女
も
、
だ
れ
で
　
耀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憲
　
　
毒

も
取
り
組
め
る
、
物
を
か
け
た
り
、

賭
博
行
為
を
一
切
や
ら
な
い
冬
期
間

の
健
全
娯
楽
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は

松
代
中
が
生
き
生
き
と
し
て
光
り
輝

く
：
：
：
o

1月25日午後2時すぎ、勧進元の触れ太鼓が各部屋を廻る

◎
松
代
相
撲
協
会

　
松
代
相
撲
は
六
十
有
余
年
の
歴
史

を
も
っ
て
い
る
。

　
一
月
二
十
五
日
千
秋
楽
当
夜
は
午

後
七
時
に
松
代
小
学
校
体
育
館
に
集

合
、
観
客
と
満
場
の
力
士
が
見
守
る

中
を
誘
導
係
が
柏
子
木
を
打
ち
な
が

ら
、
行
司
を
先
頭
に
、
協
会
役
員
、

各
部
屋
親
方
十
三
名
が
羽
織
袴
で
、

満
場
の
拍
手
と
声
援
に
迎
え
ら
れ
て

堂
々
と
入
場
し
、
続
い
て
横
綱
以
下

前
頭
筆
頭
ま
で
と
各
部
屋
一
名
の
十

六
名
が
ド
ン
ス
を
付
け
て
西
・
東
の

順
に
入
場
。
三
役
揃
い
ぶ
み
、
横
綱

土
俵
入
り
な
ど
面
白
お
か
し
く
楽
し

ん
だ
。

○
松
代
相
撲
協
会
（
会
長
黒
姫
山
利

作
”
力
士
数
三
百
五
十
八
名
）

東
横
綱
　
上
州
山
清
司

西
横
綱
　
開
運
藤
一
良

　
今
回
、
各
協
会
の
千
秋
楽
の
よ
う

す
を
取
り
上
げ
て
み
ま
し
た
。

勝
負
が
つ
い
た
！

　
　
採
点
い
そ
が
し
い
ぞ

綱
を
う
け
と
る
西
横
綱
開
運
藤
一
良
関

◎
蒲
生
相
撲
協
会

　
蒲
生
相
撲
も
三
十
年
近
い
歴
史
を

も
ち
、
ほ
と
ん
ど
の
家
庭
か
ら
優
秀

な
力
士
が
土
俵
に
上
が
っ
て
い
る
。

　
土
俵
入
り
は
、
千
秋
楽
の
二
十
五

日
夜
七
時
す
ぎ
か
ら
蒲
生
公
民
館
で
、

五
部
屋
百
十
二
名
の
力
士
が
参
集
、

横
綱
以
下
各
筆
頭
が
土
俵
入
り
し
、

終
了
後
厄
年
に
あ
た
る
人
達
か
ら
厄

祓
い
の
豆
や
菓
子
な
ど
が
ま
か
れ
、

千
秋
楽
と
な
っ
た
。

○
蒲
生
相
撲
協
会
（
会
長
加
久
錦
哲

夫
”
力
士
数
百
十
二
名
）

東
横
綱
　
薬
師
岳
多
三
郎

西
横
綱
　
米
山
広
栄

蒲
生
公
民
館
に
初
代

か
ら
の
横
綱
の
名
が

な
ら
ぶ

西
横
綱
米
山
広
栄
関
の
土
俵
入
り
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◎
室
野
達
波
部
屋

　
本
年
で
十
一
年
を
迎
え
た
室
野
地

区
達
波
部
屋
土
俵
入
は
両
横
綱
の
椴

子
が
新
調
さ
れ
、
千
秋
楽
の
翌
日
（

二
十
六
日
）
夜
行
わ
れ
た
。

　
奇
し
く
も
両
横
綱
は
家
持
と
親
家

の
間
柄
、
親
家
の
奥
さ
ん
貞
子
山
の

方
が
東
に
座
っ
た
。

　
両
横
綱
の
土
俵
入
の
あ
と
、
来
場

所
の
必
勝
を
祈
り
、
大
敗
を
し
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
う
横
綱
か
ら
全
力
士
へ
「
大
盃
」

の
飲
み
回
し
が
行
わ
れ
た
。

　
宴
が
盛
り
上
が
り
、
第
二
部
は
団

体
戦
東
西
し
り
と
り
歌
合
戦
に
つ
づ

い
て
、
個
人
自
由
演
技
の
カ
ラ
オ
ケ

大
会
と
な
り
、
和
気
あ
い
あ
い
の
う

ち
に
千
秋
楽
万
々
才
と
な
っ
た
。

○
室
野
達
波
部
屋
（
会
長
立
石
山
達

治
陸
力
士
数
四
十
六
名
）

　
　
難

鏡
、
灘灘

難

購
襲

灘
藩

　
　
驚
夢
，
象
ヂ

　
　
　
　
　
も

麟灘．

懸
欝

難

難

　
　
　
　
　
磁
幾

数欝
獺

　
　
、
講
遂

　
　
盤
マ
「

　
　
嚢
難
灘
縫
，
．
．

鍵
礁
・

　
灘
慧
、

撫
勲
灘
難

騨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
瓢
磯
　
　
　
　
．
－
　
覇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
欝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
灘

鑑
禰

鷺

擁

鑑
轟

苺

西
横
綱
吉
桜
良
子
関

家
持
の
奥
さ
ん

　
（
仲
よ
し
屋
）

◎
北
山
相
撲
協
会

　
北
山
相
撲
は
、
協
会
長
の
膝

も
と
の
田
野
倉
部
落
を
始
め
仙

納
、
莇
平
部
落
と
土
俵
も
広
い
。

力
士
数
は
今
場
所
は
七
十
八
名

と
、
や
や
少
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　
千
秋
楽
の
土
俵
入
り
は
一
月

二
十
九
日
午
後
二
時
す
ぎ
北
山

小
学
校
で
行
わ
れ
た
。

　
笑
和
部
屋
の
黒
星
山
友
重
関

は
足
、
腰
の
痛
み
か
ら
今
場
所

か
ぎ
り
引
退
さ
れ
る
と
の
こ
と

で
あ
る
。
最
後
の
土
俵
を
西
横

綱
と
な
り
花
を
そ
え
た
。

　
西
新
弟
子
の
大
歩
危
竹
蔵
関

の
代
理
で
土
俵
に
上
が
っ
た
家

田
川
元
三
郎
関
は
、
吹
け
ば
…

王
将
を
披
露
し
、
竜
神
部
屋
の

女
性
力
士
は
「
よ
さ
こ
い
酒
場
」

を
土
俵
狭
し
と
業
を
み
せ
て
会

場
を
わ
か
せ
た
。

○
北
山
相
撲
協
会
（
会
長
北
風

山
正
利
随
力
士
数
七
十
八
名
）

東横綱花光愛子関の土俵入り

女
性
力
士
の
「
よ
さ
こ
い
酒
場
」
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◎
室
野
上
向
部
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
儀
明
相
撲
協
会

　
本
年
で
協
会
創
設
十
一
年
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
儀
明
相
撲
の
千
秋
楽
は
二
十
八
日

籍
糠
講
心
餓
瞭
　
　
、
時
す
ミ
儀
明
小
学
校
で
行
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酋

性
と
い
う
女
性
上
位
の
　
　
　
　
　
　
　
糞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

俵
入
り
の
あ
と
宴

が
も
よ
お
さ
れ
た
。

　
持
参
し
た
料
理

（
重
箱
）
を
食
べ

な
が
ら
、
特
別
出

演
の
子
供
た
ち
の

『
縄
と
び
』
を
見

ま
も
っ
て
い
た
。

　
＋
五
日
間
の
取

り
組
や
、
土
俵
等

の
準
備
は
全
て
年

寄
り
力
士
（
老
人

会
）
が
運
営
に
あ

た
っ
て
い
る
。

　
太
平
山
平
治
郎

関
は
、
冬
場
は
、

横綱大山ケ岳春夫関

こ
の
儀
明
相
撲
と
、

ス
キ
ー
大
会
が
最
大

の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
で
あ
り
、
長
く
続

け
た
い
と
話
さ
れ
た
。

○
儀
明
相
撲
協
会
（

会
長
太
平
山
平
冶
”

力
士
数
六
十
八
名
）

横
綱
大
山
ケ
岳
春

夫縄
と
び
を
披
露
す
る

子
供
た
ち
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◎
蓬
平
相
撲
協
会

　
蓬
平
大
相
撲
の
関
取
衆
は
総
勢
五

十
三
名
。
相
撲
協
会
役
員
建
長
山
長

三
郎
理
事
長
を
筆
頭
に
、
理
事
、
会

計
担
当
ま
で
、
全
て
本
物
そ
っ
く
り

に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
一
月
二
十
五
日
い
よ
い
よ
千
秋
楽
、

千
代
の
富
士
と
双
羽
黒
の
優
勝
決
定

戦
が
終
わ
る
頃
に
な
る
と
、
す
ご
い

吹
雪
の
中
、
各
力
士
は
開
発
セ
ン
タ

ー
め
が
け
て
集
ま
っ
た
。
ど
の
顔
も

笑
顔
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
。

　
会
場
に
は
、
す
で
に
横
綱
の
化
粧

ま
わ
し
や
、
三
役
に
与
え
る
弓
矢
な

ど
、
数
々
の
賞
品
が
並
べ
ら
れ
、
い

っ
そ
う
千
秋
楽
の
ふ
ん
い
き
を
盛
り

上
げ
て
い
る
。
副
賞
の
ダ
ル
マ
は
、

ひ
ょ
う
た
ん
を
素
材
に
し
て
、
地
域

の
古
老
が
毎
年
製
作
す
る
。
朱
色
の

ダ
ル
マ
が
、
ひ
と
き
わ
人
々
の
目
を

引
い
た
。

　
式
次
第
に
の
っ
と
り
理
事
の
進
行

で
「
君
ヶ
代
斉
唱
」
か
ら
始
ま
る
。

や
や
変
な
調
べ
だ
が
、
み
ん
な
関
取

の
気
分
で
堂
々
と
歌
う
。

　
学
校
長
の
音
頭
で
乾
杯
、
十
両
幕

東横綱天の海長平関の土俵入

じ
り
の
関
取
り
が
乾
杯
す
る
な
ど
…

い
さ
さ
か
面
は
ゆ
い
。

　
興
が
乗
っ
た
と
こ
ろ
で
、
東
西
両

横
綱
の
堂
々
の
土
俵
入
り
と
な
る
。

　
東
西
か
ら
順
々
に
歌
が
披
露
さ
れ

カ
ラ
オ
ケ
あ
り
、
ナ
マ
オ
ケ
あ
り
、

ふ
だ
ん
歌
っ
た
こ
と
の
な
い
人
ま
で
、

つ
い
引
っ
張
ら
れ
て
美
声
を
は
り
上

げ
た
。
名
人
持
ち
寄
り
の
手
造
り
料

理
が
非
常
に
う
ま
い
。

　
ま
た
来
年
の
健
闘
を
誓
い
、
大
相

撲
の
益
々
の
発
展
を
祈
念
し
て
「
万

才
三
唱
」
と
な
っ
た
。

　
（
蓬
平
大
相
撲
記
録
帳
を
参
考
に副賞の「ひょうたんダルマ」

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
）

o
蓬
平
相
撲
協
会
（
理
事
長
建
長
山

11

力
士
数
五
十
三
名
）

東
横
綱
　
天
の
海
長
平
関

西
横
綱
　
蓬
来
山
喜
太
郎
関

◎
犬
伏
大
相
撲
協
会

　
今
年
も
、
大
相
撲
犬
伏
場
所
が
開
催

さ
れ
、
子
供
か
ら
お
年
寄
ま
で
総
勢

六
十
二
名
が
参
加
し
ま
し
た
。
犬
伏

大
相
撲
も
十
年
近
い
歴
史
を
も
っ
て

お
り
、
歴
代
横
綱
も
大
勢
生
ん
で
お

り
ま
す
。
ま
た
、
中
日
と
十
二
日
・

十
四
日
目
に
は
「
犬
H
K
」
に
よ
る

犬
伏
大
相
撲
中
継
が
行
わ
れ
、
各
力

士
は
自
分
の
番
付
が
、
今
ど
の
位
置

な
の
か
テ
レ
ビ
の
前
に
く
ぎ
付
け
に

な
り
ま
す
。

　
千
秋
楽
に
は
、
集
落
セ
ン
タ
ー
で

土
俵
入
り
が
行
わ
れ
、
今
年
の
東
横

綱
日
本
海
才
次
郎
関
を
始
め
各
入
賞

者
に
理
事
長
の
伴
念
山
貞
雄
関
よ
り

賞
品
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

　
表
彰
式
の
あ
と
、
西
横
綱
ヒ
ガ
ン

山
綾
子
関
の
音
頭
で
十
五
日
間
の
健

闘
と
無
事
を
祝
っ
て
乾
杯
し
ま
し
た
。西横綱ヒガシ山関の代りに土俵入りをするヒガシ山猪之平関
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誘
碧
嚇
．
慈
麟
溺
鵠

総繋蘇
勘
灘
繊
鰍

鹸鶴

轟
淋

耀聯騰
舞
》
鷲

　
「
北
越
北
線
、
早
く
開
通
し
な
い

か
な
一
と
今
の
わ
た
し
は
、
そ
の
こ

と
が
気
が
か
り
で
す
。
わ
た
し
は
、

も
う
で
き
あ
が
っ
た
と
き
の
こ
と
を

頭
の
中
で
考
え
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
駅
の
中
に
は
い
ろ
い
ろ
な

店
が
あ
っ
て
、
み
ん
な
が
そ
の
店
の

中
に
入
っ
て
い
く
の
で
す
。
駅
が
で

き
た
と
た
ん
に
、
町
に
人
が
た
く
さ

ん
来
て
、
町
が
に
ぎ
や
か
に
な
る
の

で
す
。
そ
の
駅
も
す
っ
ご
く
か
っ
こ

よ
く
て
、
駅
の
中
は
お
お
に
ぎ
わ
い

で
す
。
頭
の
中
に
イ
メ
ー
ジ
が
ど
ん

ど
ん
ふ
く
れ
あ
が
り
ま
す
。
み
ん
な

も
こ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
頭
の
中
に
え

が
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
友
達
と

駅
の
中
に
「
お
っ
き
な
本
屋
が
あ
れ

ば
な
あ
一
と
か
「
お
か
し
屋
が
あ
れ

ば
い
い
ね
え
一
と
い
う
話
を
す
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
友
達
の
中
に
は
、
こ
ん
な

列
車
だ
っ
た
ら
か
っ
こ
い
い
の
に
と

い
う
人
も
い
ま
す
。
　
一
番
よ
く
聞
く

の
が
列
車
に
と
っ
て
も
か
っ
こ
い
い

名
前
を
つ
け
た
ら
い
い
と
い
う
こ
と

で
す
。

　
わ
た
し
は
．
み
ん
な
が
頭
の
中
で

え
が
い
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
や
思
っ
て

い
る
こ
と
、
そ
の
願
い
が
か
な
え
ら

れ
れ
ば
そ
れ
以
上
に
す
ば
ら
し
い
こ

と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
そ

ん
な
こ
と
よ
り
、
町
が
も
っ
と
に
ぎ

や
か
に
、
そ
し
て
は
ん
じ
ょ
う
し
て

く
れ
れ
ば
、
た
と
え
ふ
つ
う
の
な
ん

に
も
店
の
な
い
駅
で
も
、
名
前
の
な

い
た
い
し
て
か
っ
こ
い
い
列
車
じ
ゃ

な
く
て
も
、
本
当
は
そ
れ
を
一
番
、

願
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
「
北
越
北
線
」
ど

ん
な
ふ
う
に
な
る
か

ま
だ
わ
た
し
た
ち
に

は
想
像
も
つ
か
な
い

け
れ
ど
、
わ
た
し
た

ち
に
、
夢
を
運
び
、

夢
を
見
さ
せ
て
く
れ

ま
す
。
　
一
日
、
一
週

間
、
一
か
月
と
、
月

日
が
た
つ
に
つ
れ
て
、

ま
た
わ
た
し
た
ち
は
、

イ
メ
ー
ジ
や
空
想
を

え
が
き
つ
づ
け
て
い

く
で
し
よ
う
。

蟻
製

完成した開床式高架橋（虫川地内）

62年度政府予算編成をめぐる動き

　　　　北越北線を中心にして

◆12月16日君知事は、都内で県選出国会議員

を招き、来年度国家予算重点要望事項を説明

し、協力を求めたのに続き、永光運輸事務次

官及び内田日本国有鉄道公団総裁に直接陳情

を行い、北越北線への建設予算の重点配分等

を強く要求しました。

◆12月24日北越北線建設促進期成同盟会（会

長　君知事）は、62年度鉄道新線建設予算の大

幅増額等を求めて大蔵省等関係機関及び県選

出国会議員に対し、陳情を行いました。

◆12月25日62年度政府予算の大蔵原案が内示

され、鉄建公団のA　B線分として140億円が

認められましたが、12月28日の事務次官折衝

の結果、内示額に10億円増額し、150億円と

することに決定しました。

（北越急行だより第2号より）

北
越
急
行
開
業

準
備
会
が

　
会
津
鬼
怒
川
線
の

　
駅
周
辺
を
視
察

　
二
月
九
、
十
日
の
両
日
、
北
越
急

行
開
業
準
備
会
は
、
昨
年
十
月
九
日

に
開
業
し
た
会
津
鬼
怒
川
線
の
駅
周

辺
整
備
事
業
の
現
地
調
査
を
し
た
。

　
九
日
、
午
前
八
時
バ
ス
で
直
江
津

駅
前
を
出
発
、
一
行
二
十
名
は
（
大

潟
町
、
頸
城
村
、
三
和
村
、
牧
村
、

浦
川
原
村
、
大
島
村
、
十
日
町
市
、

六
日
町
、
湯
沢
町
、
県
、
松
代
町
）

新
藤
原
駅
に
午
後
三
時
過
ぎ
到
着
、

龍
王
峡
駅
、
川
治
温
泉
駅
、
湯
西
川

温
泉
駅
、
中
三
依
駅
、
会
津
高
原
駅

の
各
駅
周
辺
を
視
察
し
た
。

　
福
島
県
南
会
津
郡
田
島
町
と
栃
木

県
塩
谷
郡
藤
原
町
を
結
ぶ
、
東
武
鉄

道
と
の
乗
り
入
れ
で
東
京
と
も
直
結

し
た
（
三
時
間
十
五
分
）
第
三
セ
ク

タ
ー
の
会
津
鬼
怒
川
線
が
開
業
し
て

四
ヵ
月
が
た
っ
た
。
沿
線
人
口
は
約

四
千
五
百
人
、
標
高
千
メ
ー
・
ル
を

超
す
山
々
を
十
八
カ
所
の
ト
ン
ネ
ル

で
縫
う
よ
う
に
同
線
は
走
る
。
観
光

客
を
当
て
込
ん
だ
路
線
で
す
が
、
開

業
後
、
乗
客
数
と
も
当
初
の
見
通
し

を
大
き
く
上
回
っ
て
過
疎
に
悩
む
沿

線
町
村
の
地
域
振
興
の
核
と
し
て
大

き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。
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僕
、
ル
ー
ル
を
守

　
　
　
　
　
　
　
　
湯
沢
分
駐
隊

　
事
故
当
番
日
の
長
い
一
日
が
間
も

な
く
終
ろ
う
と
し
て
い
る
。
　
「
今
日

は
人
身
事
故
な
し
一
机
の
上
の
書
類

を
か
た
ず
け
始
め
た
そ
の
時
、
　
「
チ

リ
ン
・
チ
リ
ン
一
消
防
本
部
か
ら
の

直
通
電
話
が
鳴
り
響
い
た
。
い
や
な

予
感
が
体
を
走
る
。

　
「
子
供
二
人
が
ダ
ン
プ
に
は
ね
ら

れ
た
。
死
亡
事
故
の
お
そ
れ
あ
り
。

場
所
は
、
状
況
は
…
θ
復
唱
し
な
が

ら
メ
モ
を
取
る
同
僚
の
脇
を
、
パ
ト

カ
ー
の
鍵
を
持
ち
、
車
庫
に
向
け
て

走
っ
た
。
悲
惨
な
事
故
現
場
が
脳
裏

に
浮
か
び
、
ハ
ン
ド
ル
を
握
る
手
に

思
わ
ず
力
が
入
り
、
汗
ば
ん
で
く
る
。

　
「
現
場
到
着
」
大
型
ダ
ン
プ
カ
ー

が
止
っ
て
い
る
。
そ
の
後
方
に
は
横

断
歩
道
が
あ
る
。
救
急
隊
員
が
駆
け

寄
っ
て
来
て
、
　
「
子
供
一
名
は
意
識

が
あ
り
ま
す
が
、
も
う
一
人
は
…
一

と
ダ
ン
プ
カ
ー
の
方
を
指
差
し
た
。

「
何
と
言
う
こ
と
だ
」
そ
の
指
の
先
、

ダ
ン
プ
カ
ー
の
真
下
に
！
「
思
い
も

よ
ら
ぬ
方
向
に
曲
っ
た
手
足
。
ざ
ぐ

ろ
が
は
じ
け
た
よ
う
な
頭
部
。
　
一
面

に
広
が
る
真
っ
赤
な
血
。
そ
ん
な
現

　
っ
た
よ

若
　
　
林
　
　
俊
　
　
博

　
場
で
、
我
が
手
に
す
っ
ぽ
り
と
包
み

　
込
ま
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
小
さ
な
手

　
だ
け
が
や
け
に
白
く
見
え
た
。
横
断

　
歩
道
か
ら
続
く
血
痕
。
ダ
ン
プ
カ
ー

　
の
前
バ
ン
パ
ー
の
ほ
こ
り
が
わ
ず
か

　
に
拭
わ
れ
て
お
り
、
車
体
下
部
に
は

　
肉
片
や
毛
髪
が
付
着
し
て
い
る
。
衝

　
突
地
点
は
明
き
ら
か
に
横
断
歩
道
上

　
で
あ
る
。
し
か
も
ダ
ン
プ
カ
ー
の
前

　
部
が
衝
突
し
て
い
る
。
　
「
な
ぜ
事
故

　
が
起
き
た
ん
だ
。
横
断
歩
道
の
上
じ

　
ゃ
な
い
か
。
左
右
も
良
く
見
え
る
。

　
ダ
ン
プ
カ
ー
は
、
な
ぜ
止
っ
て
や
ら

　
な
か
っ
た
ん
だ
…
」
次
々
と
疑
問
が

　
わ
き
、
怒
り
が
込
み
上
げ
て
く
る
。

ノ

劃馨■

、

争

浬
．
重

二滋ノニ∫ン舛

「
事
故
現
場
は
常
に
冷
静
に
な
。
」
と

教
え
ら
れ
て
い
た
の
に
思
わ
ず
「
運

転
手
は
だ
れ
だ
一
と
大
声
を
出
し
て

し
ま
っ
た
。
若
い
感
じ
の
男
だ
っ
た
。

「
子
供
は
い
な
か
っ
た
ん
だ
。
ス
ピ

ー
ド
も
出
て
い
な
か
っ
た
一
と
お
ど

お
ど
し
な
が
ら
も
弁
解
し
て
来
た
。

「
見
ろ
。
そ
ん
な
ば
か
な
話
が
あ
る

か
。
子
供
が
急
に
地
面
か
ら
出
て
来

た
の
か
。
空
か
ら
降
っ
て
来
た
の
か

…
θ
と
さ
ら
に
怒
鳴
っ
て
し
ま
っ
た
。

一
緒
に
い
た
子
供
達
が
、
　
「
○
○
ち

ゃ
ん
達
は
、
手
を
上
げ
て
渡
っ
て
い

た
よ
一
と
泣
き
な
が
ら
、
小
さ
な
声

で
話
し
て
く
れ
た
。

　
や
っ
と
の
思
い
で
、
ダ
ン
プ
カ
ー

の
下
か
ら
被
害
者
を
引
き
出
し
、
検

死
の
た
め
に
本
署
に
向
か
わ
せ
た
。

野
次
馬
も
一
人
減
り
、
二
人
減
り
、

現
場
の
処
理
が
終
っ
た
時
に
は
、
す

っ
か
り
日
が
暮
れ
て
い
た
。

　
事
故
現
場
か
ら
戻
っ
た
私
に
、
「
仏

さ
ん
は
、
お
父
さ
ん
が
手
で
抱
い
て

帰
っ
た
よ
。
一
人
息
子
だ
っ
た
。
子

　
　
ひ
つ
ざ

供
の
枢
っ
て
見
て
ら
れ
な
い
な
一
と

も
ら
し
た
同
僚
の
目
が
、
う
る
ん
で

い
る
よ
う
だ
っ
た
。

　
後
日
、
こ
の
事
故
車
両
の
写
真
の

中
に
、
た
っ
た
一
枚
だ
け
、
現
場
で

は
肉
眼
で
見
え
な
か
っ
た
は
ず
の
被

害
者
の
衣
服
の
跡
が
、
ダ
ン
プ
カ
ー

の
前
部
バ
ン
パ
ー
に
歴
然
と
し
て
写

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
る

で
、
　
「
僕
は
、
お
父
さ
ん
や
、
お
母

さ
ん
の
教
え
て
く
れ
た
よ
う
に
、
横

断
歩
道
の
上
を
手
を
上
げ
て
渡
っ
て

い
た
ん
だ
よ
。
僕
、
悪
く
な
か
っ
た

ん
だ
よ
…
一
と
で
も
言
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
っ
た
。

1ボ》・＝㌧～き塾一｝’

嵐’べ・㌧’♪》ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轟　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　　　　　　　　　　　　安　　　　　　　　　　　　通　　　　　　　　　　交　　　　　　　鼻　　　　　62　　翻昭

　　　　にi犯　継
懲
塑

騒錨
　難繕

雛鐵翻鞭む鵬
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“
一
撫
、

鰯
興

　
　
　
　
〆
φ

訟藤

匁
鰻

轡

鐵
”
．
》
罷

、
奪

．
嚇
、

．
、
難
、

鞭
、

　
　
　
　
　
毒
撃
礁

筏
轟
携
ノ
‘

靴
ー

　
県
道
、
上
越
安
塚
松
之
山
線
の
峠

部
落
か
ら
、
一
キ
ロ
ぽ
ど
南
に
位
置

し
、
標
高
三
百
七
十
メ
ー
ト
ル
付
近

に
点
在
す
る
集
落
が
、
今
回
紹
介
し

ま
す
『
濁
』
部
落
で
す
。

　
部
落
の
南
西
部
に
は
正
面
倉
（
五

五
八
．
四
メ
ー
ト
ル
）
、
東
南
部
に

は
室
野
城
山
（
四
六
七
メ
ー
ト
ル
）

な
ど
の
山
が
あ
り
、
一
級
河
川
濁
川

の
源
が
集
落
の
北
部
か
ら
流
れ
で
て

い
る
。

　
一
月
の
松
の
取
れ
な
い
六
日
、
私

共
は
濁
橋
を
渡
っ
て
集
落
開
発
セ
ン

タ
ー
に
向
っ
た
。

　
二
階
で
ス
ト
ー
ブ
を
囲
ん
で
（
写

真
、
左
か
ら
谷
沢
定
さ
ん
（
区
長
）

佐
藤
美
枝
子
さ
ん
、
谷
沢
チ
ョ
さ
ん
、

谷
沢
ミ
ヨ
さ
ん
、
藤
岡
春
江
さ
ん
、

谷
沢
春
夫
さ
ん
、
佐
藤
進
さ
ん
）

　
雪
は
ど
れ
位
（
積
雪
）
あ
ら
と
え

．
．
：
：
。
役
場
裏
で
三
十
六
セ
ン
チ
だ

け
ど
．
…
：
。
ほ
し
ゃ
あ
1
濁
は
雪

が
多
い
所
だ
す
け
七
十
セ
ン
チ
位
は

あ
る
ろ
え
…
…
。

　
三
年
連
続
豪
雪
の
昨
年
の
積
雪
は
、

百
二
十
七
セ
ン
チ
（
一
月
六
日
役
場

裏
）
で
あ
っ
た
。

　
濁
部
落
に
は
古
い
資
料
が
な
い
。

従
っ
て
こ
れ
か
ら
書
く
こ
と
は
、
口

伝
え
の
域
を
出
な
い
も
の
が
多
い
こ

と
を
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。

　
明
治
の
末
期
に
は
四
十
二
戸
あ
っ

た
戸
数
も
、
大
正
か
ら
昭
和
二
年
頃

は
三
十
八
戸
、
時
代
の
流
は
厳
し
く

昭
和
四
十
年
代
に
は
、
ひ
と
夏
に
六

戸
の
離
村
を
み
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
昭
和
三
十
四
年
一
月
一
日
の
人
口

は
百
八
十
七
名
（
男
九
十
七
名
、
女

九
十
名
）
世
帯
数
三
十
四
、
（
住
民
基

本
台
帳
）
と
な
っ
て
い
る
。

　
四
十
五
、
六
年
頃
は
饅
別
を
も
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
の

て
歩
く
の
が
仕
事
で
、
立
ち
や
振
る

舞
い
が
、
か
ち
合
わ
な
い
よ
う
に
と

話
し
合
い
も
さ
れ
た
…
…
と
谷
沢
定

さ
ん
は
話
す
。
　
（
現
在
は
六
戸
）

（
転
出
先
は
埼
玉
県
、
神
奈
川
県
、部落公民館に集合された　部落の人たち

千
葉
県
、
東
京
都
な
ど
、
県
内
で
は

上
越
、
浦
川
原
）

　
過
疎
化
の
原
因
と
な
っ
た
の
は
、

地
す
べ
り
地
で
も
な
く
、
道
路
の
悪

い
の
で
も
な
い
。
昭
和
四
十
五
年
か

ら
の
減
反
政
策
で
は
な
か
ろ
う
か
…

と
佐
藤
進
さ
ん
は
言
う
。

　
濁
部
落
の
成
立
に
つ
い
て
は
記
録

が
な
い
。
言
い
伝
之
に
よ
る
と
室
野

の
屋
号
隠
居
（
佐
藤
さ
ん
）
か
ら
分

家
、
佐
藤
家
が
住
み
つ
い
た
と
い
う

説
も
あ
る
。
（
年
代
は
不
明
で
あ
る
）

　
谷
沢
家
は
、
峠
部
落
の
矢
沢
家
か

ち
、
藤
岡
家
の
先
祖
は
月
岡
さ
ん
と

い
っ
た
が
、
あ
ま
り
い
い
こ
と
が
な

い
の
で
、
月
を
い
た
だ
い
て
は
罰
が

当
る
と
い
う
の
で
、
藤
岡
と
名
の
っ

た
。
ー
奴
奈
川
の
民
俗
よ
り
f

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
の
　
　
　
　

ま
た
、
屋
号
岡
野
屋
↓
コ
ウ
シ
ロ
が

藤
岡
家
の
先
祖
と
言
う
説
も
あ
る
。

現
在
は
三
姓
で
、
谷
沢
姓
の
念
宗
寺

（
浄
土
真
宗
）
、
佐
藤
、
藤
町
姓
は
洞

泉
寺
（
曹
洞
宗
）
の
檀
家
で
あ
る
。

部
落
の
鎮
守
は
十
二
神
社
で
祭
神
は

伊
邪
那
岐
命
、
伊
邪
那
美
命
と
な
っ

て
い
る
。

　
部
落
東
方
に
は
六
ツ
夜
峯
の
松
、

西
方
に
は
神
明
様
の
祠
な
ど
、
古
代

よ
り
如
何
に
神
仏
を
信
仰
し
た
事
が

充
分
偲
ば
れ
ま
す
。

　
県
道
を
起
終
点
に
町
道
、
木
和
田

原
．
濁
・
峠
線
が
部
落
内
を
通
り
、

改
良
工
事
も
ほ
ぼ
完
了
し
、
舗
装
工

事
は
一
、
二
年
分
が
残
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
1
5
ペ
ー
ジ
ヘ
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1
4
ぺ
ー
ジ
よ
り

　
道
路
の
悪
い
所
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

か
ら
過
疎
化
の
激
し
い
所
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
に
変
わ
っ
た
と
、
谷
沢
定
さ

ん
は
言
葉
を
つ
け
加
え
た
。

　
改
良
工
事
が
進
ん
で
部
落
に
車
が

入
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
三

十
二
年
頃
、
佐
藤
進
さ
ん
の
オ
ー
ト

三
輪
車
が
最
初
と
か
…
…
。

〆
㌶
沸
ー
　
　
嚢
鎖

　
道
路
の
悪
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を

裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
濁
部
落
に

は
地
す
べ
り
地
が
多
い
。

　
大
正
十
年
頃
か
、
地
す
べ
り
が
発

生
、
人
家
二
戸
が
危
険
の
状
態
に
成

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
最
近
で

は
、
昭
和
四
十
五
年
五
月
と
昨
年
春

（
三
月
二
十
九
日
）
に
町
道
、
木
和県道上越安塚松之山線峠地内より濁部落をのぞむ

田
原
・
濁
・
峠
線
が
（
部
落
の
下
、

峠
部
落
寄
り
）
八
十
メ
ー
ト
ル
に
渡

り
被
害
を
う
け
、
復
旧
費
は
約
二
千

万
円
と
な
っ
た
。

　
昭
和
三
十
八
年
六
月
、
字
川
下
ほ

か
六
字
、
面
積
四
十
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

が
建
設
省
の
地
す
べ
り
防
止
区
域
指

定
を
受
け
て
い
る
。

　
昭
和
二
十
四
年
、
峠
小
学
校
（
昭

和
五
十
九
年
に
奴
奈
川
小
学
校
に
統

合
）
の
改
築
工
事
が
あ
り
、
濁
部
落

の
地
元
負
担
金
は
十
万
円
で
あ
っ
た
。

そ
の
負
担
金
の
徴
収
方
法
な
ど
三
日

三
晩
総
会
を
開
い
た
結
果
、
大
人
七

人
が
手
を
つ
な
い
で
や
っ
と
回
る
大

杉
と
他
に
二
本
の
杉
を
売
っ
て
負
担

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
杉
に
は
大

人
の
服
ほ
ど
の
藤
が
巻
き
付
き
（
濁

　
　
　
　
の
　
　
　
の

の
大
杉
と
お
き
の
藤
と
い
わ
れ
て
い

た
。
）
素
晴
ら
し
い
花
を
咲
か
せ
た

と
、
う
え
（
谷
沢
チ
ョ
さ
ん
）
の
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
は
懐
か
し
そ
う
に
話
さ

れ
た
。

　
藤
は
大
杉
と
一
緒
に
切
ら
れ
て
し

ま
っ
た
。
藤
に
は
ジ
ン
ク
ス
が
あ
り

異
変
の
あ
る
時
に
は
花
を
付
け
な
か

っ
た
と
か
…
」
。
そ
の
藤
を
切
っ
た

の
だ
か
ら
良
く
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
佐
藤
美
枝
子
さ
ん
（
墓
安

堂
）
は
話
す
。
皆
さ
ん
は
顔
を
見
合

わ
せ
た
．

（
藤
の
あ
る
境
内
は
涼
し
い
。
峠
部

落
か
ら
も
藤
は
良
く
見
え
た
…
…
。
）

　
大
杉
の
伐
採
の
方
法
か
ら
人
車
で

峠
部
落
の
県
道
ま
で
の
運
搬
の
方
法

や
、
中
屋
さ
ん
と
言
う
手
作
り
の
菓

大
豆
転
作
や
、

ど
の
視
察
を
し

　
　
　
　
子
店
の
菓
子
が
、
人

　
　
　
　
車
の
人
夫
に
全
部
買

　
　
　
　
い
占
め
ら
れ
た
こ
と

　
　
　
　
な
ど
…
…
話
は
続
く
。

　
　
　
　
　
土
質
は
粘
性
土
が

　
　
　
　
強
い
が
肥
が
あ
り
、

　
　
　
　
草
の
伸
び
は
良
く
、

　
　
　
　
山
菜
の
宝
庫
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
昭
和
五
＋
七
年
に

ま
、
前
年
ま
で
預
託
水
田
で
あ

っ
た
数
枚
の
水
田
を
町
単
農
地

改
良
事
業
補
助
金
を
受
け
、
三

十
ア
ー
ル
の
一
枚
の
大
豆
畑
に

造
成
し
（
当
時
九
戸
）
協
力
し

合
っ
て
、
大
豆
の
共
同
栽
培
の

収
益
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な

　
　
共
同
作
業
が
部
落
の
コ
ミ

　
ニ
テ
ィ
の
場
と
な
り
、
区
民

相
互
の
親
睦
と
団
結
が
図
ら
れ

昨
年
は
十
日
町
市
小
泉
の
集
団

　
　
　
　
長
野
県
の
野
沢
菜
な

　
　
　
　
、
成
果
を
あ
げ
て
い

　
　
　
る
。

灘
　　　　　　忌、
　　　　愛、　　　冷鑛
鍵灘

　
長
い
歴
史
の
あ
る
濁

部
落
を
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
筆
不

足
等
あ
ろ
う
か
と
思
い

ま
す
が
、
先
人
の
遺
業

を
守
り
、
部
落
の
灯
を

後
世
ま
で
消
す
こ
と
の

な
い
よ
う
に
お
願
い
し

紹
介
を
終
わ
り
ま
す
。
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灘懸鞭雛錘

籔
難
難
醗
響
鞭

鶉
匪
開
國
囲
幽
關
嚢
圏
騨
鵬
蘭
随
騨
狸
亜
魑
囲

　
先
回
ま
で
三
回
、
助
役
さ
ん
か
ら

明
治
以
降
（
近
代
史
）
を
扱
っ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
が
、
今
回
は
去
年
植

物
担
当
の
秋
山
和
喜
先
生
の
調
査
概

要
が
と
ど
い
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の

一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

〈
沼
木
小
学
校
　
秋
山
和
喜
〉

4
月
1
3
日
（
日
）
晴
れ

　
九
時
苧
島
集
落
よ
り
松
苧
山
め
ざ

し
て
登
る
。
カ
タ
ク
リ
の
大
群
落
に

出
合
い
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
き
る
。
疲
れ

忘
れ
る
。

　
切
り
通
し
に
出
て
松
苧
神
社
を
望

む
。
南
東
の
尾
根
に
出
た
ら
し
い
。

尾
根
づ
た
い
に
西
に
登
り
、
キ
タ
ゴ

ヨ
ウ
の
成
育
状
況
を
見
る
。
実
生
の

も
の
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
生
え
て
い

る
。
安
堵
す
る
。
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
き

り
、
あ
た
り
を
眺
望
す
る
。

　
ア
カ
タ
テ
ハ
、
ツ
バ
メ
シ
ジ
ミ
が
、

遅
い
春
の
陽
光
に
羽
を
休
め
る
を
見

る
。　

マ
ル
バ
マ
ン
サ
ク
・
キ
ク
ザ
キ
イ

チ
リ
ン
ソ
ウ
・
ユ
キ
ツ
バ
キ
な
ど
が

一
斉
に
咲
き
誇
っ
て
い
る
。
崖
下
に

タ
ム
シ
バ
が
見
え
る
も
雪
崩
の
危
険

あ
っ
て
近
づ
き
が
た
し
。
西
の
尾
根

の
キ
タ
ゴ
ヨ
ウ
群
落
を
間
近
に
見
て

下
山
す
る
。

　
昼
、
松
代
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
。
山
岸

先
生
（
植
物
班
主
任
）
に
会
う
。

　
食
後
、
儀
明
の
薬
師
堂
を
尋
ね
る
。

地
桜
（
ス
ハ
マ
ソ
ウ
）
を
見
る
。
十

六
時
帰
宅
す
。

　
《
観
察
で
き
た
植
物
》

　
カ
タ
ク
リ
・
オ
オ
バ
キ
ス
ミ
レ
・

タ
ム
シ
バ
・
タ
チ
ツ
ボ
ス
ミ
レ
・
オ

ク
チ
ョ
ウ
ジ
ザ
ク
ラ
・
ア
オ
キ
・
ユ

キ
ツ
バ
キ
・
フ
キ
・
ト
キ
ワ
イ
カ
リ

ソ
ウ
・
ゼ
ン
マ
イ
・
ウ
ド
こ
、
、
ヤ
マ

シ
シ
ウ
ド
・
ホ
リ
バ
カ
ン
ス
ゲ
・
シ

ョ
ウ
ジ
ョ
ウ
バ
カ
マ
・
マ
ル
バ
マ
ン

サ
ク
・
キ
ク
ザ
キ
イ
チ
リ
ン
ソ
ウ
・

キ
タ
ゴ
ヨ
ウ
・
ス
ギ
・
マ
ツ
・
ブ
ナ
・

コ
ナ
ラ

4
月
2
0
日
（
日
）
晴
れ

　
室
野
か
ら
池
尻
に
か
け
て
、
渋
海

川
沿
い
に
歩
く
。

　
残
雪
あ
っ
て
雪
解
け
水
多
し
。
ヤ

ナ
ギ
が
こ
の
地
の
春
を
告
げ
る
か
の

よ
う
に
今
盛
り
と
花
を
つ
け
て
い
る
。

花
粉
が
雪
を
黄
に
染
め
て
い
る
。

　
観
察
で
き
る
植
物
は
、
樹
木
で
ヤ

ナ
ギ
類
、
ミ
ヤ
マ
カ
ワ
ラ
ハ
ン
ノ
キ
・

オ
ニ
グ
ル
ミ
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
林

床
に
は
ス
ス
キ
・
ヨ
シ
・
イ
タ
ド
リ
・

ス
イ
バ
・
ヤ
ブ
カ
ン
ゾ
ウ
な
ど
の
芽

ぶ
き
が
見
ら
れ
た
。

　
ツ
ク
シ
が
行
列
を
な
し
、
そ
の
回

り
を
ア
リ
が
餌
を
求
め
て
う
ろ
う
ろ
。

本
格
の
春
が
い
よ
い
よ
始
ま
る
の
だ
。

5
月
1
日
（
日
）
晴
れ

　
町
木
や
村
木
を
ブ
ナ
に
し
て
い
る

町
村
が
多
い
。
太
古
か
ら
ブ
ナ
林
の

恩
恵
に
感
謝
す
る
意
味
あ
い
だ
ろ
う

か
。
ブ
ナ
そ
の
も
の
を
燃
料
に
、
そ

の
林
床
に
生
き
る
動
植
物
を
食
料
に

し
て
人
の
営
み
が
つ
づ
い
て
き
た
こ

と
を
思
う
と
ブ
ナ
の
偉
大
さ
に
頭
が

下
が
る
。

　
雪
国
に
生
き
て
こ
そ
、
春
の
訪
れ

を
恋
待
つ
心
の
純
粋
が
あ
る
。

　
峠
の
ブ
ナ
の
芽
ぶ
き
を
写
真
に
と

ろ
う
と
心
は
せ
て
や
っ
て
き
た
が
、

い
ま
い
ち
早
々
で
あ
っ
た
。

　
カ
タ
ク
リ
・
キ
ク
ザ
キ
イ
チ
リ
ン

ソ
ウ
・
エ
ゾ
エ
ン
ゴ
サ
ク
な
ど
が
い

っ
ぱ
い
に
咲
き
、
春
の
回
帰
を
告
げ

て
い
た
。
コ
シ
ノ
コ
バ
イ
モ
を
見
よ

う
と
雑
木
林
に
入
っ
た
が
、
見
つ
け

ら
れ
な
か
っ
た
。

　
室
野
へ
下
っ
て
渋
海
川
東
岸
の
ブ

ナ
林
を
見
る
。
淡
緑
の
芽
ぶ
き
に
は

寸
早
で
あ
る
。
奈
良
立
か
ら
福
島
へ

向
け
て
歩
く
。

　
〈
中
略
〉

6
月
2
2
日
（
日
）
晴
れ

　
木
和
田
原
集
落
へ
は
、
初
め
て
は

い
っ
た
。
コ
ナ
ラ
林
が
多
い
。
そ
の

林
床
に
は
、
イ
ワ
カ
ガ
ミ
が
ユ
キ
ツ

バ
キ
・
ヒ
メ
ア
オ
キ
な
ど
と
多
雪
地

帯
特
有
の
植
物
と
群
落
を
組
成
し
て

い
た
。
ま
た
、
マ
ン
ト
植
生
と
し
て

の
リ
ョ
ウ
ブ
や
キ
ブ
シ
・
ア
ブ
ラ
チ

ャ
ン
な
ど
の
地
味
で
も
可
隣
な
花
を

つ
け
て
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

雪
崩
地
に
は
、
雪
の
横
圧
に
よ
っ
て

根
元
が
「
釣
り
針
状
」
に
湾
曲
し
た

タ
ニ
ウ
ツ
ギ
が
今
を
盛
り
と
ビ
ロ
ー

ド
の
美
し
い
花
を
傾
斜
地
い
っ
ぱ
い

に
咲
き
ほ
こ
っ
て
い
た
。

　
農
道
の
切
り
く
ず
し
の
土
手
に
小

キ
ワ
イ
カ
リ
ソ
ウ
の
真
っ
白
い
碇
形

の
花
が
春
風
に
ゆ
れ
、
光
沢
の
あ
る

葉
と
の
調
和
を
か
も
し
だ
し
て
い
た
。

7
月
2
7
日
（
日
）
晴
れ

　
五
月
二
十
八
日
の
全
体
会
の
あ
と
、

植
物
班
全
員
で
室
野
か
ら
“
く
そ
う

ず
原
”
へ
出
て
竹
所
ま
で
歩
い
た
。

　
あ
れ
か
ら
ニ
ケ
月
、
未
知
の
世
界

に
踏
み
入
る
快
感
は
、
真
夏
の
暑
さ

を
苦
に
さ
せ
な
い
。

　
山
菜
と
り
も
終
わ
っ
て
、
難
を
逃

れ
た
ウ
ド
や
ゼ
ン
マ
イ
、
ワ
ラ
ビ
が

ぐ
ん
と
背
を
伸
ば
し
、
ク
ズ
・
ミ
ツ

バ
ア
ケ
ビ
・
ノ
ブ
ド
ウ
な
ど
も
葉
を

広
げ
蔓
を
立
ち
木
に
か
ら
ま
せ
て
い

る
。　

ア
マ
ニ
ュ
ウ
・
ミ
ヤ
マ
シ
シ
ウ
ド
・

タ
ケ
ニ
グ
サ
（
チ
ャ
ン
バ
ギ
ク
）

目
に
つ
く
．

が

8
月
1
0
日
（
日
）
曇
り

　
名
平
か
ら
田
野
倉
へ
お
り
て
、
鯖

石
川
上
流
の
調
査
を
し
た
。

　
農
道
の
崖
っ
ぷ
ち
に
は
ヶ
ヤ
キ
・

ア
ズ
キ
ナ
シ
な
ど
の
高
木
が
み
ら
れ

た
。
川
近
く
な
る
に
つ
れ
て
、
オ
ニ

グ
ル
ミ
・
タ
チ
ヤ
ナ
ギ
・
ミ
ヤ
マ
カ

ワ
ラ
ハ
ン
ノ
キ
・
リ
ョ
ウ
ブ
・
タ
ニ

ウ
ツ
ギ
と
い
っ
た
中
低
木
に
変
わ
る
。

　
川
辺
の
湿
地
、
旧
田
に
タ
ヌ
キ
ラ

ン
・
カ
サ
ス
ゲ
・
テ
キ
リ
な
ど
大
型

の
ス
ゲ
類
や
ア
カ
ソ
・
ア
カ
バ
ナ
・

シ
ロ
ネ
な
ど
好
湿
性
の
植
物
が
み
ら

れ
、
落
下
し
た
土
砂
の
堆
積
し
た
所

に
は
イ
ネ
科
や
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科
の

植
物
が
多
く
、
ア
シ
カ
キ
・
イ
・
ナ

ル
コ
ス
ゲ
・
ミ
ゾ
ソ
バ
・
サ
ワ
ヒ
ド

リ
な
ど
が
混
生
し
て
い
た
。
減
反
田

に
優
先
進
入
種
の
ガ
マ
・
ヨ
シ
・
ス

ス
キ
．
ヨ
モ
ギ
な
ど
の
小
規
模
群
落

を
み
た
が
今
後
の
遷
移
に
興
味
を
お

ぼ
え
て
、
そ
こ
を
後
に
し
た
。

◎
報
告
は
こ
の
あ
と
割
愛
し
ま
す
。

　
今
年
は
小
雪
で
す
の
で
、
又
ま
も

な
く
植
物
調
査
班
の
地
味
な
四
季
を

追
う
仕
事
が
始
り
ま
す
。
秋
山
先
生

の
文
に
接
し
て
心
暖
ま
る
思
い
が
す

る
の
は
、
私
ば
か
り
で
な
い
で
し
ょ

う
Q
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二
月
期
支
給
分
児
童
手
当
を
受
給

者
の
方
々
の
口
座
に
十
日
付
け
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

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

○
第
3
子
分
へ
の
支
給
（
月
額
加
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

～
支
給
対
象
と
な
る
児
童
の
範
囲
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

○
第
2
子
分
へ
の
支
給
（
月
額
岡
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
昭
和
58
年
4
月
2
日
以
後
に
生
ま

れ
た
児
童
（
昭
和
62
年
4
月
1
日
に

お
い
て
満
4
才
未
満
の
児
童
）
を
含

む
2
人
以
上
の
児
童

※
現
在
第
2
子
分
の
支
給
を
受
け
て

い
る
方
は
そ
の
ま
ま
継
続
支
給
さ
れ

ま
す
。
新
た
に
認
定
さ
れ
る
方
は
役

場
か
ら
通
知
が
届
き
次
第
、
認
定
請

求
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◎
昭
和
63
年
度
か
ら
は
第
2
子
分
、

第
3
子
分
と
も
に
支
給
の
範
囲
は
小

学
校
入
学
前
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
不
明
の
点
、
詳
し
く
は
役
場
福
祉

係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
児
童
手
当
法
の
一
部
改
正
に
よ
る

制
度
の
段
階
的
実
施
に
伴
い
、
昭
和

62

年
4
月
1
日
か
ら
支
給
対
象
範
囲

が
次
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

　
昭
和
5
3
年
4
月
2
日
以
後
に
生
ま

れ
た
児
童
（
昭
和
62
年
4
月
1
日
に

お
い
て
満
9
才
未
満
の
児
童
）
を
含

む
3
人
以
上
の
児
童

※
現
在
第
3
子
分
の
支
給
を
受
け
て

い
る
方
で
、
児
童
全
て
が
昭
和
53
年

4
月
1
日
以
前
に
生
ま
れ
て
い
る
場

合
（
昭
和
62
年
4
月
1
日
に
お
い
て

満
9
才
以
上
の
児
童
）
は
昭
和
62
年

3
月
分
限
り
で
受
給
資
格
が
消
滅
し

ま
す
。 児

童
手
当
の

支
給
対
象
範
囲
が

　
変
わ
り
ま
す

耀昂御β、卿層、鰯，勲8囎，齢㎜』、仰、齢僻』蹴〔卿昂卿，鰍即〔捌墜僻』7嚇・勲・齢㎜・即齢8・㈱〔㎜齢・願y即・』・解一・』駆鰐即・齢1』詠齢齢・㎜勲”・灘勲』幽響’卿齢’〔㎜1置’卿F，㎜勲〔離”㌧齢』騰響囎齢1齢四’鮮勲F齢

　解

　はそれぞれ利き手というものがあります。利き
　　　　はし　手ならば箸を持つことも字を書くことも自由に

　できますが、反対側の手ではなかなかうまくい

　きません。このように、左右どちらかの手の働

　きがとくによく発達することは、ほかの動物に

　はみられない、入間に特有な性質のひとつです。

・i驚1曇≧臼婁翻

のレら

艦艦

し

▽

・辮著認鋸瓢霧

日本人になぜ左利きが少なのか

足にも右と左の使い分けがある

右利きと左利きを比べると、左利きの人はど

この国でも少数派ですが、国によって左利きの

人の割合がすこし違います。アメリカやカナダ

では左手で字を書く入が10人に1人（10％）ぐ

らいの割合でいますが、日本では30人から50人

ρ
θ
一
ノ

述き　
〃Q

乙

　
ぐ

’
隻

．）2

0

に1人（2～3％）ぐらいしかいません。この違

いは、日本のほうが箸や鉛筆を右手に持たせる

しつけがアメリカよりきびしいからではないか、

といわれています。その証拠に、しつけのあま

りやかましくないボール投げや石投げについて

調べてみますと、日本でも左利きの割合が10％

もあります。

利き手ほどはっきりはしませんが、足にも左

右の使い分けがあります。ボールをけるのには

10人中9人が右足を使いますが、高とびや幅と

びのけり足には10人のうち4人以上が左を使い

ます。このように、同じ人でも動作の種類によ

って右を使う場合と左を使う場合があります。

左右の使い分けを観察しよう

　　　　　　　　　　　　そてさて、皆さんは服を着るときどちらの袖から

先に腕を通しますか。靴をはくときにはどちら

から先にはきますか。自転車に乗るときはどち

ら側から乗りますか。背中をかくのはどちらの

手ですか。両手を組んだときどちらの手の親指

が上になりますか。

　こういういろいろな動作と利き手・利き足と

のあいだにはどんな関係があるのでしょう。お

友達や家族の皆さんの動作をよく観察して調べ

てみませんか。
　指導一国立科学博物館人類研究部長・山ロ　敏
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世帯更生資金所得基準額表

世帯人員
世　　帯

基準日額

身体障害者

の属する世

帯基準月額

1　　人
　　　円
105，000

　　　円
186，000

2　　人 158，000 280，000

3　　人 196，000 346，000

4　　人 247，000 436，000

5　　人 291，000 514，000

6　　人 335，000 590，000

7人以上
1人ますご
とに48，000

円を加算

1人ますご
とに84，000

円を加算

　
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
。

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

と
が
困
難
な
世
帯
。
別
表
の
と
お
り
。

借
入
希
望
者

　
資
金
の
借
入
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
員
さ
ん
か
、

役
場
社
会
課
福
祉
係
ま
で
お
た
ず
ね

く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
》

　
　
　
　
魑
ピ
羅

　
　
　
　
・
（
巡
，
感
、

世帯更生資金貸付条件一覧
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　9，000
高専　月　11，000
短大　月　22，000
大学　月　22，000

6　月 10　年

私立は別額

就　学
支度費

75，000

貸付限度の区分

離｛自轟鋤；888鵬
契李｛自著藩ll；888鵬

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
　貸付期間：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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障
害
基
礎
年
金

　
障
害
基
礎
年
金
は
、
保
険
料
の
滞

納
な
ど
が
な
い
限
り
、
原
則
と
し
て

全
て
の
成
人
障
害
者
に
支
給
さ
れ
る

給
付
で
す
。

o
支
給
要
件

　
障
害
基
礎
年
金
は
、
次
の
三
つ
の

要
件
を
満
た
し
た
人
に
支
給
さ
れ
ま

す
。D

　
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
病
気
や

　け
が
で
初
め
て
医
者
に
か
か
っ
た
日

（
初
診
日
と
い
う
）
に
①
国
民
年
金

の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
は

②
被
保
険
者
で
あ
っ
た
人
で
日
本
国

内
に
住
所
を
有
し
、
か
つ
、
六
〇
歳

以
上
六
五
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
（
但

し
、
老
齢
基
礎
年
金
の
繰
上
げ
支
給

を
受
け
て
い
る
人
は
除
き
ま
す
）

ω
　
初
診
日
か
ら
一
年
六
ヵ
月
経
過

し
た
日
、
ま
た
は
そ
の
期
間
内
に
傷

病
が
治
っ
た
日
（
障
害
認
定
日
と
い

う
）
に
障
害
等
級
の
一
級
ま
た
は
二

級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と

⑬
　
初
診
日
の
属
す
る
月
の
前
々
月

（
当
分
の
間
は
、
初
診
日
の
属
す
る

月
前
の
直
近
の
基
準
月
の
前
月
）
ま

で
に
被
保
険
者
期
間
が
あ
る
と
き
は
、

保
険
料
納
付
済
期
間
と
保
険
料
免
除

期
間
を
合
算
し
た
期
間
が
被
保
険
者

期
間
の
三
分
の
二
以
上
あ
る
こ
と

　
尚
、
昭
和
七
一
年
四
月
一
日
前
に

初
診
日
が
あ
る
傷
病
で
障
害
に
な
っ

た
場
合
は
、
こ
の
要
件
を
満
た
さ
な

受給できる人（初診日が7月にある場合の例）

いちばん近い基準月　初診日

　　　　▼　　　　　　　▼

　　　図一

国民年金加入
▼

削剤角1角隔隔間障害基礎年金

　　保険料を納めた漁免除をう1ナた期問がξ以上／

国民年金加入　　　　　　　　　　　　　　　　　　いちはん近い基準月　初診日
▼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼　　　　　　▼

4
月

5
月

6
月 浮貞角角角角角角 障害基礎年金

＼降問の保険料が納まっている／
　　　　　　（免除も含む〉

く
て
も
直
近
の
一
年
間
に
保
険
料
の

滞
納
が
な
け
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
　
（
図
一
）

　
二
〇
歳
前
の
傷
病
に
よ
る
障
害

　
初
診
日
が
二
〇
歳
前
に
あ
る
傷
病

に
つ
い
て
は
、
二
〇
歳
に
達
し
た
と

き
（
障
害
認
定
日
が
二
〇
歳
以
後
の

場
合
は
、
そ
の
障
害
認
定
日
）
に
障

害
等
級
の
一
級
ま
た
は
二
級
の
障
害

の
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
障
害
基
礎

年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
　
（
図
二
）

初診日が20歳前のとき二図

攣日定認
▼

害障初診日

　▼

障害基礎年金

日定認
▼

害障
猟
▼

初診日

　▼

　
た
だ
し
、
受
給
権
者
の
前
年
の
所

得
が
政
令
で
定
め
る
額
を
超
え
る
と

き
は
支
給
が
停
止
さ
れ
ま
す
。

o
事
後
重
症
制
度

　
障
害
認
定
日
に
は
障
害
等
級
の
一

級
ま
た
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
な

か
っ
た
者
が
、
そ
の
後
六
五
歳
に
な

　図三　障害認定日後に障害が重くなったとき

国民年金加入　　初診日　障害認定日　　　障害か重くなる

▼　　　　　　　　　▼　　　　▼　　　　　　　　　▼

障害基礎年金

嚇
▼

障害が重くなる
▼

20歳・障害認定日

　　　　▼

初診日

　▼

障害基礎年金

蠕

諺
Z
。
・

謝ろ

孤

〆憩

』
＿

．．レ

※嘉

歳前‘こ

る
ま
で
の
間
に
障
害
が
重
く
な
り
、

一
級
ま
た
は
二
級
の
状
態
に
該
当
し

た
と
き
は
、
障
害
基
礎
年
金
が
受
け

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
「
事
後
重
症
」

と
い
っ
て
い
ま
す
。
　
（
図
三
）

o
年
　
金
　
額

　
障
害
基
礎
年
金
の
額
は
、
二
級
が

六
二
二
、
八
○
○
円
、
　
一
級
が
七
七

八
、
五
〇
〇
円
で
す
。

　
ま
た
障
害
基
礎
年
金
を
受
給
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
、
十
八
歳

未
満
の
子
か
障
害
等
級
の
一
級
ま
た

は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
二
〇

歳
未
満
の
子
が
あ
る
と
き
は
、
次
の

よ
う
に
加
算
額
が
つ
き
ま
す
。

〇
一
人
の
と
き
一
八
六
、
八
○
○
円

o
二
人
の
と
き
三
七
三
、
六
〇
〇
円

〇
三
人
目
か
ら
は
一
人
に
つ
き
六
二
、

　
三
〇
〇
円

※
基
準
月
－
一
、
四
、
七
、
十
月
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　　　　　パート2
〃哩ロ■レ・

　　＠腰躯が

男女交際

親の出る幕大いにあり
　息子（娘）さんが、学校の帰り、異性の友達

と親し気に談笑しながら歩いているのを、たま

たまお母さんが見たとします。さて、家に戻っ

て子供と顔を合才）せたとき、お母さん、どうし、

ますか？　気になってモヤモヤしていながらも

言い出せず、黙っていますか？　それとも、異

性交際について話し合ういいチャンスとばかり、

積極的に話しかけますか。

■子供が求める大人の理解とさり気ない助言

　中学生になれば、異性への関心が高まるのは、

むしろ自然なことといえます。異性交際への強

い欲求を抱きながら、一方では受験を控えて勉

強に対する集中力が求められる……思春期は、

あふれんばかりの心身のエネルギーにとまどい

ながら、その方向づけにあれこれと悩み多い時

期なのです。

　果たして自分の異性への関心・性的な知識は

皆と比べて異常ではないだろうか、親はどう思

っているのだろうか……こうした不安・悩みを

抱いている子が心の奥底で最も求めていること

は、先輩の、つまり大人の理解であり、さり気

ない助言です。

■信頼関係をつくる格好のテーマ

　下校時に子供がカップルで歩いているのを見

かけたのなら「見たわよ！　ステキな子ね。お

母さんにも紹介してネ」などと明るい調子で言

葉をかけ、話のきっかけをつかむのが良いと思

います。子供は、テレくさく思いながらも、受

け入れてもらえたという安心感を抱き、親に対

して心を開くようになります。親としては、自

分の体験談の一つも語ることができれば申し分

ありません。

　「お母さんも、おまえぐらいの年ごろに、こ

んなことがあって真剣に悩んだものよ。いま思

うと笑ってしまうようなことだけど」

　子供は、親も自分と同じ道を通って大人にな

ったんだなと改めて再認識すると同時に、親近

感を抱きます。いつでも頼れる、困ったときは

いつでもぶつかっていけるというホットな気持

ちを親に対して持ちます。ここに、幼児期の、

いわば一方通行の親子関係とは異なる、信頼関

係の再確立期としての親子関係が、形づくられ

ていきます。逆にいえば、大人同士の親子関係

　　　　㊦　艦＼醜’轟匪険
　　　　　　　　　　　　　　　鯉　　　　　　　　　　　　貸。

　　　　　　、感漏廉　　　　　　　　　　　　　　　題
　　　　ヒ

　　………………………………三…………暴……曇……曇捻禰輔織きき…………………………………………………

をつくっていくためには、異性間題が格好のテ

ーマなのです。これを見逃す手はありません。

子供の異性間題に、親の出る幕は大いにあるの

です。

■否定的な態度が親子間のミゾを深める

　といっても「勉強に差しつかえるからすぐや

めなさい。お母さんは、あんたのためを思って

言っているのよ」などと、有無を言わせず否定

的な態度に出るのは、よい結果を生まないよう

です。子供は「話にならない。自分とは違った

世界の人」というイメージで受けとり、親子間

のミゾが深まってしまうことを多くみます。子

供は、それ以後、親にかくすようになり、親の

目の届かないところで何となく後ろめたさを背

負いながら交際が進行していくことになりかね

ません。

　親は、説教したり、…つの判断を押しつけるの

ではなく、自らの体験を淡々と語ることによっ

て子供自身に考えさせるようにしたいものです。

　　　　　家庭ケースワーク研究所所長
　岩佐壽夫
　　　　　東京都世田谷区教育委員会生活指導相談員

「一一’”’”’”’…曜’89”’”」”…耀プ”’”’”7”’…ρ’儒一’””’”1石小佐関高本若馬志

i　　　　　　團国i・聖藤谷橋山山場賀
i　　　　　　　　　　　l才暑秀しサ祖セキハ

　
白
先
生
き
・
7
手
ま
で

●
ヒ
ン
ト
…
セ
キ
を
ね
ら
う
。

　
3
分
で
2
級
、
1
分
で
初
段
。

ナ
　
7
7
歳
　
千
年
　
下
東

ヨ
　
81
歳
蒲
生
　
澤
田

キ
82
歳
室
野
そ
で

心
　
91
歳
　
松
代
　
長
命
寺

ヲ
　
7
6
歳
　
莇
平
源
左
エ
門

げ
子
2
8
歳
　
池
尻
清
左
エ
門

雄
7
0
歳
松
代
少
林
寺

義
　
7
9
歳
儀
明
孫
七

吉
　
60
歳
　
松
代
　
藤
次
郎

　
出
題
　
　
　
　
　
　
　
　
㎝

　
　
本
因
坊
　
武
宮
　
正
樹
㎜

ご
冥
福
を
祈
り
ま
す
（
死
亡
）

石
田
哲
也
　
父
忠
吉
　
母
恵
美
子

　
　
　
　
（
二
男
・
苧
島
・
上
原
）

市
川
裕
也
　
父
佳
雄
　
母
久
子

　
　
　
　
（
三
男
・
田
沢
・
藤
助
）

げ
ん
き
な
よ
い
子
に
（
出
生
）

1
月
受
付
分

児
籍
の
巾

口
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、
⑳　　　　　　　藩　　　　　騨　　　　鷺　　繋　爽醸　　　　　　癒　　　　鶏　　の爽　　　　難　　繋嚢

　　　　齢　　爵発

“
無
火
災
祈
願
帳

　
　
　
　
奉
納
祭
行
う
”

亀

松
代
分
遣
所

融
宮瀦

　
身
体
不
自
由
者
逃
げ
遅
れ
大
ケ
ガ
、

家
の
子
供
を
助
け
よ
う
と
母
親
焼
死
、

毎
日
テ
レ
ビ
、
新
聞
等
で
悲
惨
な
火

災
の
ニ
ュ
ー
ス
を
見
な
い
日
が
あ
り

ま
せ
ん
。

　
我
町
・
我
家
か
ら
は
無
く
し
た
い
、

出
し
た
く
な
い
、
こ
れ
が
み
ん
な
の

願
い
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
ん
な
願
い
か
ら
始
ま
っ
た
無
火

災
祈
願
の
署
名
も
全
町
内
の
ご
家
庭

か
ら
署
名
を
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の

数
二
、
二
六
三
名
と
大
変
な
数
に
な

り
ま
し
た
。

　
こ
の
町
民
一
人
一
人
の
願
を
神
前

に
奉
納
し
よ
う
と
、
年
も
押
し
詰
っ

た
昨
年
1
2
月
2
6
日
当
所
で
松
代
町
助

役
消
防
団
長
等
多
数
の
来
賓
の
ご
出

　
　
　
　
　
　
席
を
賜
わ
り
無
火
災

　
　
　
　
　
　
　
　
祈
願
帳
の
奉
納

　
　
　
　
　
渉
祭
が
行
わ
れ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雪
の
降
る

　
な
か
今
年
こ

　
そ
無
火
災
を

達
成
す
る
べ
く

所
員
一
同
心
を

　
　
　
　
　
　
新
に
し
ま
し
た
．

　
火
災
の
ほ
と
ん
ど
は
も
う
ち
ょ
っ

と
注
意
を
す
れ
ば
防
げ
た
の
に
と
い

う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

　
今
日
も
明
日
も
「
指
差
し
確
認
・

火
の
用
心
」
を
合
言
葉
に
大
切
な
財

産
を
灰
に
し
な
い
よ
う
、
皆
さ
ん
の

ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
町
内
囲
碁
大
会
開
催

日
時
　
3
月
1
日
（
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
）

◎
2
月
2
7
日
ま
で
に
総
合
セ
ン
タ
ー
へ
申
込

　
み
下
さ
い
。

町
内
将

棋
大
会
開
崔｛

、

塚畳　 イ

初

◎
3
月
1
3
日
ま
で
に
総
合
セ
ン
タ
ー
へ
申
込
み
下
さ
い
。

※
小
・
中
・
高
校
生
の
参
加
も
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
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　文
芸
　　　　　．一　一

∈熈霞赫

F

r郵

　
　
　
　
こ
ぞ

短
歌
去
年
今
年

　
　
　
　
下
山
　
埋
れ

　
し
誌
み
句
会

初
春
や
老
妻
と
居
て
語
る
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
い
と

老
い
し
脛
長
々
と
出
し
初
灸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
燗

木

収
穫
が
大
幅
に
落
ち
し
と
か
こ
ち
つ

つ
晩
酌
持
つ
手
の
重
た
げ
に
見
ゆ

　
　
　
　
　
8

出
稼
ぎ
に
明
日
発
つ
と
い
い
て
六
十

老
晩
秋
の
小
川
に
鍬
洗
い
お
り

野
も
山
も
う
ら
さ
び
て
見
ゆ
雁
が
峰

に
初
雪
降
り
し
と
聞
き
し
頃
よ
り

明
け
ぬ
れ
ば
佳
き
訪
れ
の
あ
る
如
く

大
晦
日
の
夜
の
胸
は
弾
む
も

手
を
か
ざ
し
眺
む
る
八
十
路
霧
晴
れ

て
招
く
が
如
く
思
ほ
ゆ
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
め

青
き
藁
す
が
し
き
匂
い
放
つ
注
連
に

瑞
気
漂
う
家
に
心
に

　
　
　
“
、

史

宮
よ
り
の
灯
を
神
棚
へ
年
新
た

今
年
嫁
す
娘
と
つ
れ
だ
ち
て
初
詣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枯
水

少
雪
を
喜
び
し
ま
ま
十
日
た
つ

稜
線
の
頸
城
連
峰
初
景
色

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
　
石

大
部
屋
に
妻
と
娘
の
初
鏡

初
売
り
や
早
起
き
親
子
値
札
付
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昌
　
弘

渋
海
川
濁
川
へ
と
初
明
り

と
う
と
う
と
篭
火
盛
る
初
詣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
　
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ら
わ
た

屋
根
雪
崩
し
じ
ま
に
響
き
腸
に

履
物
は
長
靴
ば
か
り
初
句
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紅
　
茶

元
朝
や
マ
リ
ヤ
地
蔵
に
雪
う
す
く

手
を
打
っ
て
初
商
い
の
店
に
立
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瀞
舟

注
連
飾
雨
に
ぬ
れ
る
も
久
し
け
れ

雨
な
れ
ど
篭
火
豊
か
初
詣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
草
　
人

あ
ど
け
な
き
外
孫
今
朝
の
初
電
話

陽
ざ
し
満
ち
心
な
ご
ま
る
寒
の
入
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
千
代

教
え
子
の
歳
暮
届
く
や
想
い
あ
り

古
稀
に
し
て
夫
婦
二
人
の
お
正
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
千
登
世

初
春
や
陽
の
た
ぎ
る
居
間
客
を
待
つ

老
僧
の
他
界
告
ぐ
る
や
寒
鴉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
　
沙

訪
ね
来
し
娘
の
髪
美
し
松
の
内

松
の
内
八
重
の
白
梅
も
た
せ
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
元

着
ぶ
く
れ
て
足
跡
わ
ら
う
雪
二
尺

今
年
こ
そ
と
意
気
込
み
て
買
う
初
日

記
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
け
お

初
詣
大
雨
降
り
で
明
け
に
け
り

齢
一
つ
ふ
え
て
悲
し
き
も
の
忘
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
香

　
　
　
　
　
　
　
　
や
し
ろ

燈
明
を
消
し
初
詣
の
社
出
る

森
羅
万
象
雪
雪
雪
や
過
疎
の
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
去
　
水

吹
雪
か
れ
て
大
き
な
吐
息
初
句
会

歳
晩
の
塵
焼
く
こ
と
も
二
度
三
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
淡

年
祝
う
蔭
膳
二
つ
供
え
も
す

鈴
の
緒
の
ぬ
く
も
り
残
る
初
詣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

　
蒲
生
句
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
き

村
人
の
息
の
む
ど
ん
ど
火
付
け
刻

よ
ろ
け
つ
つ
ど
ん
ど
の
酒
を
注
ぎ
巡

る
　
　
　
　
　
　
　
　
耕
　
山

一
群
の
白
き
椿
や
冬
の
雲

目
を
こ
ら
す
時
計
の
文
字
や
日
脚
伸

ぶ
　
　
　
在
千
葉
市
　
　
　
　
鐵
　
堂

月
さ
し
て
寒
夜
の
飯
場
寝
静
ま
る

冬
枯
や
団
地
造
成
い
つ
終
わ
る

　
　
　
　
在
国
立
市
　
　
　
月
　
日

ど
ん
ど
焼
き
神
酒
を
振
舞
う
寿
老
人

ひ

炎
の
風
に
習
字
舞
い
舞
う
ど
ん
ど
の

子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
折
　
人

雪
の
色
変
わ
り
暦
に
春
き
た
る

目
薬
の
冷
め
た
さ
驚
く
寒
の
入
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耕
　
人

孫
円
ら
瞳
に
映
る
ど
ん
ど
の
火

継
ぎ
梯
子
届
き
氷
柱
の
数
知
れ
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
さ
女女人人の人日堂伸山巡　花水水香お日

園
芸
一
ロ
メ
モ

“
松
代
園
芸
愛
好
会
”

籔
繕
礫
羅
花

・
蒙
講
　
　
濃
　
　
嶽
　
　
懸
欝

　
ゆ
り
科
で
、
地
下
茎
は
太
く
横
に

伸
び
て
、
多
く
の
根
を
出
す
多
年
草

で
す
。
葉
は
根
元
に
集
ま
っ
て
斜
め

に
立
ち
、
長
さ
一
八
～
二
三
セ
ン
チ

　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ

の
大
き
な
た
ま
ご
形
で
先
は
少
し
と

が
り
、
無
毛
で
、
脈
が
き
れ
い
に
一

○
～
一
五
本
走
っ
て
い
ま

す
。
葉
の
中
心
か
ら
一
本

長
い
茎
を
出
し
、
夏
淡
紫

色
の
ラ
ッ
パ
形
の
花
を
十

数
個
一
列
に
穂
状
に
つ
け

ま
す
。

　
お
い
し
い
食
べ
方

　
春
先
に
十
セ
ン
チ
位
の

も
の
を
取
っ
て
酢
み
そ
あ

え
、
か
ら
し
あ
え
、
ご
ま
あ
え
、
ひ

た
し
等
で
、
保
存
方
法
と
し
て
は
、

山
か
ん
ぴ
よ
う
の
名
が
あ
る
よ
う
に

茎
を
ゆ
で
て
日
乾
し
か
ん
ぴ
よ
う
に

準
じ
た
保
存
食
に
な
り
ま
す
。

　
な
ま
え
の
い
わ
れ
は
、
葉
が
宝
珠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
ぽ
う

に
似
た
美
し
い
葉
で
あ
る
の
で
擬
宝

し

珠
と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
仏
教
で

宝
珠
と
は
、
何
で
も
望
み
の
も
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま

出
し
て
く
れ
る
宝
の
珠
の
こ
と
だ
そ

う
で
、
む
か
し
か
ら
日
本
庭
園
な
ど

に
こ
の
草
が
よ
く
植
え
ら
れ
た
の
も

そ
う
し
た
こ
と
と
関
連
が
あ
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
．

　
バ
ぞ

乱
　
．
・
－

．
6
．
．
し
⊆
〆

誉
μ
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