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子
ど
も
は
風
の
子

脇
元
小
学
校

（長
内
幸
右
衛
門
校
長
、
児
童
数
百
三
十
人
）
で
は
、
雪
で
こ

も
り
が
ち
な
子
ど
も
た
ち
の
健
康
保
持
増
進
を
目
的
に
、
体
育
の
時
間
と
ゆ
と

り
の
時
間
を
利
用
し
て
ス
キ
ー
の
指
導
を
行
っ
て
い
る
が
、
二
月
九
日
全
校
挙

げ
て
ス
キ
ー
大
会
と
も
ち
つ
き
大
会
を
開
き
、
父
母
と
と
も
に
楽
し
い
ひ
と
と

き
を
過
し
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（関
連
記
事
四
面
に
）

I

像

きヽヽ

昭和57年 2月号
吹きつける雪にほつべを真赤にしながらも子供たちは元気よく走

りまわる (脇小雪上スポーツ大会で)

ダ

No.172



―シ69-

贄

ム
↓

〓
撻 く

事

ポ

韓

■日曜鋼憮曝饉●燎

(絲器燿製 )

挙く 1単 ぺ■川+ギ崚く十E

枢ヨ  1攣 く■111ミく■E

(掴総贔製 )

挙く ぺ■‖コllキギほギ■E

枢■ 'I攣 巨■目栖ぺ+目 Rぺ■E

■樫00梃 綱椰報

挙く =■軍にE+ペミペ■E

枢三 =■
=置

ヨ+ぺ崚ぺ■E

。
３
杓
製

〉
く
゛
「

〉
ヽ

′）
Ｃ
契

Ｄ
輛
゛
）
ｅ
利
悩
）
蝋
つ
）
３
０
里
絲
響
Ｃ
緊
冬

林
遂
晨
出
叶
Ｃ
権
ぐ
晨
華

′権
ぐ
襄
―

′や
０

。
■
悦
Ｄ
ヤ
“
最
や
卿
Ｄ
悩
゛
ぐ
Ｃ

ヤ

′知
苺
粂
゛
３
）
二
£
黎
二
小
↓
Ｃ
知
築
Ｇ
翠

Ｃ
や

′粂
゛
〉
３
壼
ぐ
潔
契
ｅ
翼
集
ぐ
約
０
“

。
製
Ｄ
脩
ｓ

椰
Ｎ
＝
畔
Ｃ
Ｅ
十
ヽ
ｏ
．∞
［
）
Ｅ
十
Ｎ
ｍ
．お
Ｎ
．Ｈ
ヨ

悩
′Ｅ
＋
尋
Ｎ
．繹
Ｎ
．［
壼
騒
縫
く
悩
Ｃ
在
ぐ
襲
―

。
契
Ｄ
悩
二

約
朧
姜
）
ぐ
籠
韓
屋
製
眠
田

′築

林
ボ
Ｃ
在
“
晨
葦
檬

利
在
ぐ
襲
―
燃
辞
Ｒ
黒
雪

い
翠
Ｃ
緊
冬
謙
痣
展
出
■
維
ぐ
理
―
■

総
翠
ｅ
囃
纂
織
ボ
誤
瑯
壮
在
ぐ
誤
奪
錮
く
嗅
盤
■

で
ヽ
哺

専
目

（雲

紅絆ポ鰐ポピ

９
　

柵

絆
判

【

卜
一
い
。Ｎ

懸
嶽
痣

念

凶

濯

Щ

謬

測

無

製

回

潔

掛

儘

佃

響

謬

駆
澪

日

饉

契

謬
　
　
瞑
　
　
押

謬

辟

悪

本

Ｋ

謬
撫
堅
増
引
戻
非

在

雫甲甲平甲甲甲甲甲軍軍匡 E E EE EE

iS喜 喜き喜EE言 三言:[言 言:

田黒Bせ撻e州■椰報

Ｅ聰い識絆トエド
ギ

いｋい計
鵡ト

憔
贈ご

「ＮＣ
一”０
一ヽ
上

一自

」・ョ

調
コ
劇
刊

螢
§
３
上
層・■
整

Ｅ無
一轟



ス
串
‥
大
会
や

ス
キ
ー
大
会
と
雪
上
レ
ク
リ
ェ

ー
シ
ョ
ン
大
会
は
、
毎
年
こ
の
時

期
に
学
校
行
事
の

一
環
と
し
て
開

催
し
て
い
る
が
、
今
年
は
父
母
の

協
力
を
得
て
も
ち
つ
き
大
会
も
加

え
た
の
も
で
す
ｏ

同
小
学
校
は
、
サ
ッ
カ
ー
の
盛

ん
な
学
校
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、

冬
の
ス
ポ
ー
ツ
は
、
雪
上
サ
ッ
カ

ー
な
ど
と
合
わ
せ
て
、
最
近
で
は

も

っ
ぱ
ら
ス
キ
ー
だ
け
。

校
庭
の
す
ぐ
前
に
ス
キ
ー
場
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
の

ス
キ
ー
熱
は
年
々
高
ま

っ
て
お
り
、

暇
さ
え
あ
れ
ば
ソ
リ
や
ス
キ
ー
を

持
ち
出
し
て
練
習
を
し
て
い
る
。

こ
の
日
は
、
断
続
的
に
降
り
続

く
雪
と
吹
雪
に
み
ま
わ
れ
、
ス
キ

ー
大
会
に
は
最
悪
の
コ
ン
デ
ィ
シ

ョ
ン
で
し
た
が
、
子
ど
も
た
ち
は

元
気
そ
の
も
の
。

午
前
九
時
開
会
式
の
あ
と

一
年

生
か
ら
二
年
生
の
児
童
は
ソ
リ
と

ミ
ニ
ス
キ
ー
。
四
年
生
以
上
の
児

童
は
、
ア
ル
ペ
ン
滑
降
、
回
転
な

ど
の
ス
ピ
ー
ド
を
競
い
、
日
ご
ろ

の
練
習
ぶ
り
を
発
輝
し
、
か
け
つ

け
た
父
母
の
声
援
に
子
ど
も
た
ち

は
寒
風
に
顔
を
真
赤
に
し
な
が
ら

鮮
か
な
シ
ュ
プ
ー
ル
を
描
い
て
い

ス
キ
ー
大
会
を
終
え
た
子
ど
も

た
ち
は
、
体
育
館
に
四
つ
の
ウ
ス

―
曖
部

＝

と
キ
ネ
を
準
備
し
て
、
十

一
時
か

ら
父
母
と

一
緒
に
も
ち
つ
き
大
会

に
挑
み
ま
し
た
。

父
母
た
ち
が
朝
早
く
か
ら
用
意

し
た
三
十

（四
十
五
第
）
の
米
を

順
番
を
決
め
て
少
し
ず

つ
つ
い
て

も
ち
を

つ
く
る
。

女
の
子
た
ち
は
、
お
母
さ
ん
た

ち
に
も
ち
の
つ
く
り
方
の
指
導
を

受
け
、
ア
ン
コ
入
り
の
も
ち
を
上

手
に
丸
め
て
大
は
じ
ゃ
ぎ
。

昼
に
は
、
先
生
や
父
母
た
ち
と

一
緒
に
も
ち
や
熱
い
ぶ
た
汁
を
フ

ウ
、
フ
ウ
食
べ
な
が
ら
お
い
し
い

を
連
発
し
、
心
暖
か
な
ひ
と
と
き

を
過
し
て
い
ま
し
た
。

脇
元
小
学
校
で
は
、
二
月
五
日

午
後
二
時
か
ら
こ
の
四
月
入
学
す

る
新

一
年
生
の

一
日
入
学
を
行
い
、

お
母
さ
ん
に
付
き
添
わ
れ
た
子
ど

も
た
ち
は
、
目
を
輝
や
か
せ
て
学

校
気
分
を
味
わ
い
ま
し
た
。

同
校
の
新

一
年
生
は
、
男
二
人
、

女
六
人
の
合
わ
せ
て
九
人
。
六
学

級
の
中
で
も

″
ミ
ニ
学
級
″
と
な

り
ま
す
。

受
け
付
け
で
胸
に
リ
ボ
ン
を
つ

け
て
も
ら

っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、

胸
を
と
き
め
か
せ
て
、
校
長
先
生

や
仮
担
任
の
先
生
と
対
面
、
元
気

よ
く
あ
い
さ
つ
。

音
楽
教
室
に
お
母
さ
ん
と

一
緒

に
集
合
し
た
子
ど
も
た
ち
は
、
永

沢
教
頭
先
生
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
学

校
内
の
き
ま
り
や
、
楽
し
い
こ
と

を
聞
い
た
あ
と
、
お
兄
ち
ゃ
ん
、

お
姉
ち
ゃ
ん
の
教
室
を
み
て
ま
わ

り
、
新
入
学
児
童
の
仮
席
が
準
備

さ
れ
た
教
室
で
は
、
自
分
の
名
前

の
記
載
さ
れ
た
席
を
み
つ
け
て
は

ニ
ッ
コ
リ
と
テ
レ
笑

い
し
な
が
ら

着
席
。
名
前
を
呼
ば
れ
る
と
大
き

な
声
で
返
事
を
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
あ
と
、
現
在
の

一
、
二
年

生
が
童
謡
や
紙
芝
居
で
歓
迎
し
交

流
を
深
め
、
学
校
の
楽
し
い
雰
囲

気
を
満
喫
し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
長
内
幸
右
衛
門
校
長
か

ら
は

「待
ち
望
ん
で
い
た
入
学
も

あ
と
少
し
、
そ
れ
ま
で
ケ
ガ
や
病

気
を
し
な
い
よ
う
に
元
気
で
過
し

入
学
式
で
再
び
お
会

い
し
ま
し
ょ

う
―
―
。

」
と
励
ま
し
の
こ
と
ば
も

も
う
す
で
に

一
年
生
き
ど
り
で
す

広報
`ι

夕ろ

も
も

つ
き
に
圏
声

スキー大会を終えたあと父母と一緒にもちつき大会、
あったかいぶた汁を食べながら楽しいひとときをすご
しました

ち ょつと

きんちょう気味



こわいよう

二
月
二
日
は
節
分
…
。
津
軽

の

春
は
ま
だ
先
だ
が
、
暦
の
上
で
は

冬
に
別
れ
を
告
げ
る
日
。

村
内
各
保
育
所
で
は
、
こ
の
日

恒
例
の
豆
ま
き
行
事
が
に
ぎ
や
か

に
行
わ
れ
、
赤
、
青
お
に
、
ア
ト

保

育
所

で
豆
ま
き

ム
、
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
な
ど
、
手
製

の
面
を

つ
け
た
園
児
た
ち
は
、
キ

ャ
ー
キ
ャ
ー
歓
声
を
あ
げ
、
元
気

な
声
が
広
が

っ
て
い
ま
し
た
。

脇
元
保
育
所
で
も
、
無
病
息
災

を
願

っ
て
同
保
育
所
遊
戯
室
で
威

勢
よ
く
行
わ
れ
た
が
、
役
場
建
設

課
の
山
田
達
二
さ
ん
と
佐
藤
重
治

さ
ん
が
赤

・
青
お
に
に
扮
装
し
て

福
は
内
、
鬼
は
外

登
場
。

び

っ
く
り
し
て
泣
き
べ
そ
を
か

く
子
、
物
か
げ
に
か
く
れ
た
り
保

母
さ
ん
に
助
け
を
求
め
る
子
、
キ

ャ
ー
キ
ャ
ー
歓
声
を
あ
げ
な
が
ら

右
往
左
往
す
る
子
ど
も
な
ど
、
い

つ
も
な
が
ら
の
豆
ま
き
風
景
で
し

〔写
真
〕

あ
ま
り
に
も
大
き
い
泣
き
声
に

赤

・
青
お
に
も
び

っ
く
り
し
て
逃

げ
帰
り
ま
し
た
。

ひ
と
こ
と

家

庭

の
だ

ん

ら

ん

で

福

は
内

…

…

十
三
保
育
所

所
長
　
小
倉
　
銀

一

節
分
の
豆
ま
き
…
…
。

厄
を
は
ら
い
福
を
招
く
と
い
う
こ

の
行
事
は
、
遠
く
平
安
朝
の
こ
ろ

か
ら
伝
わ

っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て

お
り
、
今
で
は
家
庭
の
だ
ん
ら
ん

の
行
事
と
し
て
も
盛
ん
で
す
。

こ
の
ほ
ど
行
わ
れ
た
保
育
所
の

豆
ま
き
も
、
元
気
よ
く
走
り
ま
わ

る
子
ど
も
た
ち
の
健
康
を
願

っ
て

の
も
の
。

悪

い
カ
ゼ
が
流
行
し
、
学
級
閉

鎖
や
休
校
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

り
ま
す
が
、
特
に
子
ど
も
た
ち
の

い
た
ま
し
い
交
通
事
故
が
最
近
急

激
に
増
え
て
い
ま
す
。

福
は
内
、
鬼
は
外

　

・
。
健
康

で
元
気
に
走
り
ま
わ
る
子
ど
も
た

ち
を
交
通
事
故
か
ら
守
る
た
め
、

家
庭
の
だ
ん
ら
ん
の
中
で
話
し
あ

い
を
深
め
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
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もりあがるわ
か
く
さ
学
級
開
設

結
婚
前
に
予
備
知
識
を

青
な
ら
育
児
や
子
供
の
し
つ
け
、
　
核
家
族
化
が
進
み
、
そ
れ
が
当
た

家
庭
を
持
つ
こ
と
の
意
味
な
ど
は
　
　
り
前
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
現

親
や
近
親
者
、
近
隣
の
人
た
ち
か
　
　
在
、
子
育
て
や
し
つ
け
な
ど
に
も

ら
自
然
に
学
ん
だ
も
の
で
す
が
、
　
　
ぃ
ろ
い
ろ
な
弊
害
も
で
て
い
ま
す
。

第
六
〇
回
商
工
会
珠
算
検
定
試

験
が
二
月
十
三
日
、
各
小
学
校
で

行
わ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
受
験
者
は
、
六
七
人
そ

の
う
ち
、
二
五
人
が
合
格
し
ま
し

■
合
格
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▽
二
級
　
亀
田
綾
子
、
工
藤
柳

子

（十
三
小
）

▽
三
級
　
竹
谷
順
子
（脇
元
小
）

柳
谷
由
美
子
、
松
江
賀
子

（十
三

小
）▽

四
級
　
宮
川
恵
美
子

（脇
元

小
）
相
川
和
子

（十
二
小
）

▽
五
級
　
黒
川
麻
美
、
山
田
美

紀

（脇
元
小
）
岩
間
清
人
、
島
津

護
、
三
和
卓
、
佐
藤
裕
香

（辻
分

珠
算
塾
）
丸
山
鉄
也

（太
田
小
）

▽
六
級
　
後
藤
恵
、
横
山
る
つ

子

（脇
元
小
）
古
川
正
彦

（太
田

小
）▽

七
級
　
太
田
美
奈
子
、
黒
川

え
り
、
新
岡
ツ
カ
子

（脇
元
小
）

亀
田
幸
子

⌒十
三
小
）
山
内
理
恵

子
、
松
村
千
保

（辻
分
珠
算
塾
）

奈
良
悦
子
、
三
上
智
美
（太
田
小
）

▽
八
級
　
竹
谷
洋
子
、
黒
川
公

美
子
、́
佐
々
木
淳
子
、
和
島
真
奈

美

（脇
元
小
）
豊
島
夏
子
、
本
荘

恵
理
香

（十
二
小
￥
一和
琢
治
（辻

分
珠
算
塾
）
下
沢
昭
治
（太
田
小
）

▽
九
級
　
相
沢
公
美
、
萬
谷
静

子

（脇
元
小
）

やまびこ大学

夫婦とは…理想的な父母になるために
勉強する学級生

醍
剛赫れい脚”胸
憎

健
康
で
安
心
し
て
生
活
で
き
る

明
る
く
美
し
い
村
づ
く
り
の

一
環

と
し
て
、
村
で
は

「
や
ま
び
こ
大

学
」
を
開
設
し
て
い
る
が
、
″結
婚

適
齢
者
″
新
婚
者
、
幼
児
を
持
つ

父
母
、
楽
し
い
老
後
と
生
き
が
い

を
望
む
お
年
寄
り
た
ち
が
そ
れ
ぞ

れ
の
学
習
と
実
践
に
積
極
的
な
取

り
組
み
を
し
て
い
ま
す
。

や
ま
び
こ
大
学
は
、
地
域
に
お

け
る
健
康

へ
の
み
ち
と
生
き
が
い

を
探
究
し
、
日
常
生
活
に
即
し
た

教
育
を
行
う
と
と
も
に
、
住
民
自

身
の
生
活
の
向
上
と
快
適
を
地
域

づ
く
り
へ
の
実
践
を
目
的
に
開
設

し
て
い
る
も
の
で
す
。

同
大
学
で
は
、
十
八
歳
以
上
の

未
婚
者
を
対
象
に
し
た

「
わ
か
く

さ
学
級
」
三
十
九
歳
以
下
の
女
性

を
対
象
に
し
た
「す
ず
ら
ん
学
級
」

四
十
九
歳
か
ら
五
十
九
歳
以
下
の

女
性
を
対
象
に
し
た

「
さ
わ
や
か

学
級
」
六
十
歳
以
上
の
男
女
を
対

象
に
し
た

「
こ
と
ぶ
き
学
級
」
に

分
け
ら
れ
、
年
齢
階
層
別
の
学
習

が
す
す
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

わ
か
く
さ
学
級

⌒米
谷
正
三
学

級
長

・
生
徒
二
十
人
）
で
は
、　
一

月
か
ら
毎
週

一
回
海
洋
セ
ン
タ
ー

で
学
習
を
積
み
重
ね
て
い
ま
す
が
、

学
習
内
容
は

「男
女
の
か
ら
だ
の

し
く
み

。
性
病
「
理
想
の
夫
婦

新
し
い
家
庭
づ
く
り
「
受
胎
と
出

産

・
妊
婦
中
の
夫
婦
の
在
り
方
」

「
し
つ
け
と
家
庭
の
在
り
方
」
な

ど
盛
り
だ
く
さ
ん
。

講
師
、
助
言
者
も
．医
師
、
保
健

婦
、
中
学
校
の
教
頭
、
社
教
主
事

な
ど
の
顔
を
そ
ろ
え
、
理
想
の
父
、

か
し
こ
い
母
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

核
家
族
化
は
都
市
化
の
進
行
の

な
か
で
は
食
い
止
め
る
こ
と
は
難

し
い
と
も
い
わ
れ
る
が
、
わ
か
く

さ
学
級
で
は
、
悩
み
や
相
談
な
ど

を
気
軽
に
話
し
あ
え
る
場
を
設
け

る
な
ど
、
充
実
し
た
学
級
運
営
を

し
て
い
ま
す
。

日
本
赤
十
字
社
青
森
県
支
部
で

は
、
昭
和
五
十
七
年
度
の
赤
十
字

事
業
資
金
を
調
達
す
る
た
め
の
社

員
増
強

。
社
資
増
収
運
動
を
二
月

一
日
か
ら
県
下

一
斉
に
展
開
し
て

本
村
で
も
地
域
ぐ
る
み
で
こ
の

運
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、

こ
の
ほ
ど
、
浜
田
昭
彦
さ
ん

（十

二
地
区
）
が
役
場
を
訪
れ
、
銀
色

有
功
章
特
別
社
員
の
入
社
申
し
込

み
を
し
ま
し
た
。

浜
田
さ
ん
は
、
日
赤
の
博
愛
人

道
の
趣
旨
に
賛
同
し
、
社
費
二
十

万
円
を
出
資
し
た
も
の
で
す
が
、

「
こ
の
社
費
が
赤
十
字
の
人
道
的

諸
活
動
に
少
し
で
も
役
立

っ
て
く

れ
れ
ば
、
そ
の
意
義
は
大
き
い
も

の
で
す
。

」
と
語

っ
て
い
ま
し
た
。

１
０
Ｒ
一
―
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少年非行
連
日
の
よ
う
に
、
少
年
非
行
が
ニ
ュ
ー
ス
で
報
じ

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
深
刻
な
状
況
は
、
数
字
の

上
に
も
、
は
っ
き
り
表
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
第

一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
刑
法
犯
少
年
、

つ
ま
り
刑
法
に
触
れ
る
罪
を
犯
し
た
十
四
歳
以
上
、

二
十
歳
木
満
の
少
年
が
増
え
て
い
る
こ
と
で
す
。
五

十
六
年

一
月
か
ら
十

一
月
ま
で
に
補
導
さ
れ
た
少
年

は
十
六
万
八
千
人
を
超
え
、
前
の
年
の
同
じ
時
期
に

比
べ
て
約

一
万
八
千
五
百
人
、　
〓

一％
強
の
増
加
率

こ
れ
を
年
齢
別
に
見
ま
す
と
、
最
も
多
い
の
が
十

四
歳
、
続

い
て
十
五
歳
、
十
六
歳
の
順
で
、
こ
れ
ら

三
つ
の
年
齢
を
合
わ
せ
る
と
十
二
万
人
を
超
え
、
全

体
の
七
割
以
上
を
占
め
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
低
年
齢
化
、
と
り
わ
け
中
学
生
の

非
行
増
加
が

一
層
目
立

っ
て
き
た
の
が
、
最
近
の
特

徴
的
な
傾
向
で
す
。

非
行
の
種
類
で
最
も
多
い
の
は
窃
盗
。
単
純
な
動

機
で
万
引
き
を
し
た
り
、
自
転
車
な
ど
を
盗
む
、
い

わ
ゆ
る

″遊
び
非
行
型
″
が
依
然
と
し
て
目
立

っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
年
々
減

っ
て
い
た
粗
暴

犯
、
知
能
犯
が
増
加
に
転
じ
て
い
る
の
も
新
た
な
傾

傾
向
で
、
校
内
暴
力
事
件
の
増
加
は
そ
の
表
れ
の

一

つ
で
す
。

え
た
よ
う
な
と
き
は
、
学
校
帰
り

に
寄
り
道
し
た
り
、
何
か
を
食
べ

歩
き
し
て
い
る
場
合
が
多

い
よ
う

で
す
。

生
活
時
間
を
キ
チ
ン
と
守
ら
せ
、

友
達
づ
き
あ
い
に
つ
い
て
も
、
時

に
は
親
同
士
が
連
絡
を
と
っ
て
確

認
し
合
う
な
ど
、
子
供
の
生
活
の

輪
郭
を
し

っ
か
り
つ
か
ん
で
お
く

こ
と
が
大
切
で
す

一
方
、
非
行
に
向
か
う
初
期
の

要
注
意
で
す
。
も
し
、
近
所
の
少

年
が
た
ば
こ
を
吸

っ
て
い
る
姿
を

見
か
け
た
ら
、
ひ
と
声
か
け
て
注

意
し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

通
学
路
に
あ
る
ポ
ル
ノ
雑
誌
な

ど
の
自
動
販
売
機
は
、
撤
去
し
た

り
規
制
す
る
方
法
を
地
域
ぐ
る
み

で
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

大
人
が
し
っ
か
リ
ス
ク
ラ
ム
を

組
ん
で
、
早

い
う
ち
に
非
行
の
芽

を
摘
み
取
る
よ
う
に
し
た
い
も
の

で
す
。

進
む
低
年
齢
化

‐４
、

‐５
、

‐６
歳
で
全
体
の
七
割
を
占
め
る

非
行
の
兆
し
を

知
る
こ
と
が

防
止

へ
の
道

少
年
非
行
の
防
止
は
、
今
や
国

民
的
な
課
題
と
言

っ
て
も
い
い
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、
少
年
た
ち
は
、

あ
る
日
突
然
、
非
行
に
走
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
注
意
し
て
い

れ
ば
必
ず
見
い
だ
せ
る

″前
触
れ
″

が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
子
供
の
言
葉
使

い
や

態
度
に
変
化
が
見
ら
れ
た
場
合
で

す
。
何
か
と
い
う
と
、
投
げ
や
り

を
言
葉
を
吐

い
て
、
真
面
目
な
生

気
と
い
う
よ
う
な
様
子
が
見
ら
れ

る
時
な
ど
は
、
非
行
化
へ
の
注
意

信
号
が
と
も

っ
て
い
る
と
考
え
ら

ま
た
、
親
の
よ
く
知
ら
な
い
友

達
が

い
つ
の
間
に
か
増
え
て
い
て
、

名
前
を
聞

い
て
も
あ
い
ま
い
な
返

事
を
す
る
と
か
、
外
出
先
や
帰
宅

時
間
が
は

っ
き
り
し
な
く
な

っ
て

く
る
こ
と
な
ど
も
、
要
注
意
で
す
。

そ
の
ほ
か
、
食
べ
盛
り
な
の
に
、

夕
食
に
手
を
付
け
な
い
こ
と
が
増

き
方
を
軽
蔑

（
け
い
べ
っ
）
す
る
　
　
段
階
で
、
少
年
た
ち
の
ほ
と
ん
ど

よ
う
な
態
度
を
見
せ
た
り
、
す
ぐ
　
　
が
喫
煙
を
経
験
し
ま
す
。
ポ
ケ
ッ

に
分
か
る
よ
う
な
う
そ
を
言

っ
て
、
　

卜
に
た
ば
こ
が
入

っ
て
い
た
り
、

そ
れ
が
親
や
先
生
に
知
れ
て
も
平
　
　
に
お
い
が
す
る
よ
う
な
と
き
は
、

非行の芽は早いうちに摘み取るようにしたいもの

ひ
と
こ
と

層
ら

い
の
場
を
多
く
し
て

米
谷
　
正
三

（相
内

う
）

や
ま
び
こ
大
学

「
わ
か
く
さ

学
級
」
は
毎
週
木
曜
日
に
市
浦

海
洋
セ
ン
タ
ー
で
開
催
し
て
い

ま
す
が
、
私
も
こ
れ
か
ら
の
人

生
に
お
い
て
少
し
で
も
知
識
を

吸
収
し
て
お
き
た
い
と
い
う
こ

と
か
ら
参
加
し
て
い
ま
す
。

「
新
し
い
夫
婦
生
活
Ｌ
家
族
計

画
Ｌ
性
生
活
」
な
ど
…
。

講
師
も
五
所
川
原
保
健
所
長

や
保
健
婦
、
市
浦
中
学
校
教
頭

な
ど
専
門
家
の
立
場
で
の
講
義

は
、
私
た
ち
未
婚
者
に
と
っ
て

は
関
心
の
多

い
テ
ー
マ
ば
か
り

で
す
。

時
に
は
ダ
ン
ス
な
ど
を
楽
し

み
な
が
ら
の

「
わ
か
く
さ
学
級
」

も
二
月
で
閉
級
さ
れ
ま
す
。

若

い
人
た
ち
が
自
分
の
悩
み

や
考
え
方
を
述
べ
る
語
ら
い
の

場
の
少
な
く
な
っ
た
こ
の
ご
ろ
、

こ
の
種
の
学
習
の
場
を
今
後
も

継
続
さ
せ
て
ほ
し
い
も
の
だ
。
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開
山
初
代
釈
雪
典

前
号
で
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、

開
山
初
代
釈
雪
典
法
師
は
、
佐

渡
ケ
島
の
相
川
城
下
人
間
町
の

願
龍
寺
の
長
子
と
し
て
、
永
禄

十
二

（西
紀

一
五
六
九
）
年
に

咀
々
の
声
を
あ
げ
ま
し
た
。

―
卜
の
リ
ー

真
宗
開
祖
継
撃
上
人
が
越
後

国

⌒今
の
新
潤
県
）
に
お
い
て

布
教
し
た
関
係
で
し
４
う
か
、

佐
渡
国
願
龍
寺
も
真
宗

（俗
に

門
徒
宗
と
呼
ぶ
）
の
宗
派
で
す
。

雪
典
も
幼
時
か
ら
僧
侶
と
し
て

の
修
行
を
積
ん
で
い
ま
し
た
が
、

真
宗
の
精
神
に
よ
っ
て
衆
生
を

済
度
し
た
い
と
考
え
て
、
鎌
倉

時
代
か
ら
日
本
三
津
七
湊
に
指

定
さ
れ
て
い
た
十
三
湊
を
目
指

し
て
行
脚
の
旅
に
出
た
の
が
年

齢
二
十
八
歳
の
時
で
す
。
実
に

慶
長
元

⌒西
紀

一
五
九
六
）
年

で
、
津
軽
藩
主
初
代
為
信
の
治

制
下
の
時
代
で
す
。

こ
こ
に
願
龍
寺
を
建
立
し
、

ホ
来
五
十
四
年
間
も
の
長
い
年

月
を
十
二
湊
邪
階
の
人
々
の
霧

化
に
当
た
り
、
慶
安
二

（西
紀

一
六
四
九
）
年
二
月
十
五
日
八

十

一
歳
の
天
寿
を
完
う
し
遅
化

（仰
郡
養
ユ”
忙
）
な
さ
れ
た

名
僧
で
し
た
。

歴

代

住

僧

筆
者
不
敏
に
し
て
、
ま
だ

同
寺
の
調
査
を
完
了
し
て
い

ま
せ
ん
が
、
歴
代
住
僧
を
列

記
し
て
み
ま
す
。
誤
り
も
あ

る
と
思
い
ま
す
か
ら
御
叱
正

下
さ
い
。

第
二
世
釈
可
典
廷
宝
五

（

⌒西
紀

一
六
七
七
年
）
遷
化
。

第
二
世
釈
隆
典
宝
永
三

（西

紀

一
七
〇
六
）
年
遅
化
。
第
四

世
釈
旦
随
事
保
十
八

（西
紀

一

七
三
二
）
年
遅
化
。
第
五
世
釈

旦
応
天
明
八

（
西
紀

一
七
八

八
）
年
遅
化
。
第
六
世
釈
湛

緑
寛
政
七

（西
紀

一
七
九
五
）

年
遅
化
。
第
七
世
釈
湛
受

（慶

？
）
享
和
二

（西
紀

一
八
〇
二
）

年
遅
化
。
第
人
世
釈
湛
承
文
化

十
二

（西
紀

一
人
一
五
）
年
遅

化
。
第
九
世
釈
湛
栄
嘉
永
六

（

⌒西
紀

一
人
五
三
）
年
遅
化
。

第
十
世
通
照
院
釈

一
天
明
治
六

⌒西
紀

一
八
七
三
）
年
遅
化
。

第
十

一
世
欣
浄
院
釈
隆
典
明
治

三
十
七

⌒西
紀

一
九
〇
四
）
年

遅
化
。
第
十
二
世
超
世
院
釈
隆

證
昭
和
十
四

（西
紀

一
九
二
九
）

年
八
月
五
日
遷
化
。
第
十
三
世

大
間
正
雄
師
。
創
建
か
ら
現
在

ま
で
三
百
八
拾
七
年
、
東
本
願

寺
大
谷
派
に
属
し
て
い
る
名
刹

で
す
。
第
十

一
世
は
加
治
田
の

長
楽
寺
、
第
十
二
世
は
鰺
ケ
沢

町
願
行
寺
、
現
正
雄
師
は
飯
詰

法
林
寺
か
ら
迎
え
ら
れ
た
お
和

尚
さ
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

御
宝
物
の

一
部

寺
宝
と
し
て
は
、
親
鶴
上
人

の
御
親
筆

「南
無
阿
弥
陀
仏
」

の
六
字
の
名
号
が
保
存
さ
れ
、

六
角
堂
の
證
明
書
が
添
布
さ
れ

て
い
ま
す
。
第
十
世
通
照
院

一

天
師
が
京
都
か
ら
入
手
し
た
も

の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、

什
物
と
し
て
は
、
桂
川
添
え
の

田
地
か
ら
発
堀
さ
れ
た
茶
臼

⌒

天
平
八
年
の
銘
）
が
あ
り
ま
す
。

昭
和
二
十
年
米
機
の
爆
撃
に
よ

り
一
部
破
損
さ
れ
て
い
る
そ
う

で
す
が
、
珍
品
だ
と
記
録
に
は

書
か
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
同

寺
の
隣
畑
か
ら
出
土
し
た
ガ
ラ

ス
製
の
緑
色
が
か
っ
た
腕
輪
の

よ
う
な
も
の
も
仕
器
と
し
て
珍

蔵
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
爆

撃
で
見
る
こ
と
が
出
来
な
く
な

り
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
、
ギ
ヤ

マ
ン
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

筆
者
は
眼
に
今
で
も
は
っ
き

り
焼
き
つ
い
て
い
ま
す
。
ま
だ

ま
だ
寺
宝
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
が
、
写
真
で
二
品
だ
け
御
紹

介
し
て
お
き
ま
す
。

二
月
二
日
は
ひ
な
祭
り
。
女
の

子
の
お
節
句
で
、
桃
の
節
句
と
も

い
わ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
お
ひ
な
さ
ま
の
内

裏

（だ
い
り
）
さ
ま
の
男
び
な
と

女
び
な
は
、
ど
ち
ら
が
右
で
、
ど

ち
ら
が
左
で
し
ょ
う
か
。
多
分
ほ

と
ん
ど
の
方
が
向
か
っ
て
左
が
男

び
を
、
右
が
女
び
な
と
答
え
る
で

し
ょ
う
。
そ
し
て
京
都
な
ど
の
一

部
地
方
の
方
は
、
そ
の
反
対
と
答

え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

実
は
、
昔
は
、
京
都
式
だ
っ
た
の

が
、
そ
の
後
変
わ
っ
て
き
た
の
だ

そ
う
で
す
。

そ
れ
と
ひ
な
壇
の
数
で
す
が
、

十
五
体
の
人
形
だ
け
の
五
段
か
、

道
具
類
を
い
ろ
い
ろ
飾
っ
た
七
段

が
普
通
で
す
。
今
は
、
こ
れ
に
三

歌
人
―
―
小
野
小
町
、
柿
本
人
麿
、

菅
原
道
真
を
加
え
た
八
段
も
の
も

あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
戦
後
、
こ

の
八
段
も
の
が
お
目
見
え
し
た
時
、

業
界
の
一
部
で
は
、
祝
い
事
は
奇

数
が
普
通
だ
と
か
、
八
段
は
破
談

に
通
じ
る
の
で
、
女
の
子
の
お
祭

り
に
は
ど
う
も
と
い
う
声
も
あ
っ

た
よ
う
で
す
。

(2)

桂川沿えの田地から発堀   寺宝の親■ L人の御
された茶臼         親筆「南無阿弥陀仏」

′
沸
こ脅
球
豹

園□記

ひ な 祭 り
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役場 の電 話 は
2111番で す おしらせ Q

スポーツを

楽しみませんか

第11回 村民冬期 スポーツ大会は、

3月 7日 (日 曜 日)午前 8時 30分

か ら市浦海洋 セ ンター (卓球・ パ

ドミン トン)と 市浦中体育館 (パ

レーボール)で開催 します。

地区班対抗 によるこの大会は、

これ まで体育協会の事業 として主

催 して きたが、夏期大会 との総合

優勝制 を取 り入 れ ることになった

ため、教育委員会 で一体化 しての

開催 となります。

現在、各班 の団長、監督 がチー

ム編成 に取 り組 んでいますが、競

技の組 み合 わせ は次の とお りです。

●バレ…ボール

太田

十三 2

相内 4

脇元 1

相内 1

職松

十三 1

相内 3

脇元 2

相内 2

脇元 1

脇元 2

太田

磯松

十三 1

十二 2

相内 1

相内 4

相内 2

相内 3

相内 4

相内 2

脇元 2

十三 2

脇元 1

十二 1

磯松

相内 1

太田

相内 3

租 目によって特別 ルールを定めて

いますので、参加者は、各班の団

長、監督、 または市浦海洋セ ンタ

ー (電話 。3016番)へお問い合 わ

量録 されてい ますか

昭和57年 1月 1日 現在で日製 し
た市浦村農業委員会委員選挙人名

簿を下記のとおり経覧に供 します。

農桑委員会委員選挙人名簿は3月

31日 に確定 しますが、名簿確定期

日までに登録 されなかった者は、

名簿確定後は登録 されることがで

きませんので、経覧期間内に自分
の選挙権の有無を確めてみてくだ

豪来年 2月 28日 で農桑委員会委員
の任期が満了となり選挙が行われ

ます。
O登録要件

イ、住所要件

市浦村に住所を有する者。
口、年齢要件

昭和37年 4月 1日 以前の出生

者.

ハ、耕作の業務を営む要件
(1■ 0ア ール以上の農地につき

耕作 に従事す る者。

(21■ 記(1め同居の規族 又はそ

の配偶者で、年間おおむね

60日 以上耕作 に従事す る者

(3■ 0ァ ール以上の農地 につ き

耕作の業務 を営 む農桑生産

法人の組合員又は社員で、

年間おおむね60日 以上耕作

に従事す る者。

O異議の申 し出

異議の申 し出は、縦覧期 間内

に選挙管理委員会 まで文書で申

遭遭取り扱い地域

跛定のお知 らせ
次の地域 は、来 る 3月 11日 から

遠 逮郵便物 の配逮 をいた しますの

で ご利 用下 さい。

地域名

相内 。太田・ 鵬元・ 曖松
―相内郵便局 ―

(57年 2月 1日 現在 )

ひ
と
こ
と

宮

崎

崚

子

（十
一こ

先
般
、
県
で
主
催
し
た

「
手
話

購
習
」
に
参
加
し
ま
し
た
が
、
私

と
同
年
代
の
人
た
ち
の
多
か

っ
た

こ
と
に
、
お
ど
ろ
き
と
感
激
を
新

た
に
し
た
も
の
で
す
。

人
間
だ
れ
で
も
幸
せ
に
な
る
権

利
を
持

っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す

が
、
現
実
に
は
恵
ま
れ
な
い
人
も

数
多
く
い
ま
す
。

社
会
福
祉
協
議
会
の
仕
事
を
す

る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
七
カ
月
。

体
の
不
自
由
な
人
、

い
ろ
い
ろ

な
悩
み
を
か
か
え
て
相
談
に
訪
れ

る
人
た
ち
に
対
し
、
少
し
逃
げ
腰

で
あ

っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す

が
、
こ
う
し
た
恵
ま
れ
な
い
人
た

ち
に
こ
そ
暖
か
い
手
を
差
し
の
ベ

る
こ
と
が
私
の
役
目
だ
と
思
う
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。
講
習
で
身
に

つ
け
た
手
話
を
生
か
し
、
高
校
生

を
対
な
に
し
た
手
話
サ
ー
ク
ル
の

育
成
、
地
域
の
ポ
ラ
ン
テ
ァ
活
動

の
輸
も
広
げ
て
ゅ
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。



脇 金 磯 市 弘 脇

元 木 松 川 前 元

学
校
事
業
と
同
時
に

「勉
強
」

の
二
字
か
ら
解
放
さ
れ
た
よ
う
に

考
え
て
い
る
人
が
、
以
外
に
多

い

よ
う
に
思
え
る
。
そ
の
た
め
学
習

に
対
す
る
意
識
も
う
す
れ
、
仮
に

あ
る
と
し
て
も
趣
味
的
な
も
の
に

偏

っ
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
、
生

活
課
題
的
な
も
の
で
も
、
自
分
か

磁
た
水
↑
似
夕
Ｆ
てヽ
①

派
遣
社
教
主
事
　
片
　
山
　
永
　
繁

ら
積
極
的
な
取
り
組
み
方
を
す
る
　
　
で
十
分
か
ど
う
か
を
考
え
合
わ
せ

の
で
な
く
、
何
か
の
つ
い
で
に
話
　
　
る
と
、
人
間
、
生
涯
に
わ
た
っ
て

で
も
聞
い
て
み
る
と
い
う

「
う
け
　
　
学
習
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
の
必

た
ま
わ
り
学
習
」
的
な
も
の
に
な
　
　
要
性
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
更
に
は
、
生
き
が
い
を
求
め
、

し
か
し
、
今
日
生
活
上
あ
る
い
　
　
可
能
性
を
確
か
め
、
人
格
を
高
め

は
職
業
上
多
種
多
様
な
課
題
を
抱
　
　
教
養
を
身
に
つ
け
る
な
ど
の
精
神

え
て
い
る
現
状
か
ら
み
る
と
、
趣
　
　
的
な
内
面
を
充
実
し
、
生
き
が
い

味
的
な
も
の
や
断
片
的
な
学
習
で
　
　
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
豊
か

そ
れ
が
解
決
で
き
る
の
か
。
　
　
　
　
な
明
日
を
つ
く
る
た
め
に
も
や
は

ま
た
学
校
時
代
に
学
習
し
た
も
の
　
　
り
学
習
は
大
切
な
の
で
す
。

自
分
で
考
え
行
動
す
る
、
人
に

頼
ら
ず
自
分
の
力
で
や
り
ぬ
く
―

自
主
性
と
は
こ
の
よ
う
な
心
理

的
特
性
を

い
い
ま
す
が
、
子
供
の

場
合
は
親
子
関
係
、
家
庭
環
境
に

左
右
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で

で
す
。

子
供
に
自
主
性
を
持
た
せ
る
た

め
に
は
、
と
や
か
く
干
渉
し
な

い

こ
と
が
ま
ず
第

一
で
、
思
い
通
り

に
さ
せ
て
や
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

日
日
∪

り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
功
感
を
味
わ
わ
せ
る
よ
う
に
し

こ
れ
で
は
、
子
供
が
自
主
的
に
　
た
い
も
の
で
す
。

何
か
を
し
た
、
自
分
の
考
え
と
力
　
　
大
切
な
こ
と
は
、
子
供
が
く
じ

で
行

っ
た
と
い
う
経
験
が
持
て
ず
、
け
そ
う
に
な

っ
た
と
き
は
励
ま
し

自
主
性
は
育
ち
ま
せ
ん
。
　
　
　
　
て
や
る
こ
と
と
、
成
功
し
た
と
き

に
は
ほ
め
て
あ
げ
、
喜
び
を
と
も

に
す
る
こ
と
で
す
。

成
功
感
を
味
わ
わ
せ
よ
う

　

を
］舞
響
消
”
デ
認

子
供
が
自
分
で
何
か
を
し
よ
う
　
　
子
供
が
自
分
で
物
事
を
考
え
、
　

か
ら
生
じ
ま
す
が
、「や
る
気
」
を

と
す
る
と
き
、
お
膳
立
て
を
し
て
　
自
分
の
行
動
と
責
任
で
行
う
よ
う
　
自
主
性
に
ま
で
育
て
て
い
く
に
は
、

や

っ
た

り

、

ま

た

逆

に

「
い
け

ま

　

に

し

む

け

ま

し

ょ
う

。
　

　

　

　

　

親

の
激

励

や

助
言

な

ど

が

必

要

で

せ

ん
」

と

か

「
あ

と

に

し

な

さ

い
」

　

見

て

い
て
、

じ

れ

っ
た

い

こ
と

　

す

。

そ

の
意

味

で

は

、

子

供

の
自

と

い

っ
て
、

親

の

一
方

的

な

指

示

　

が

あ

っ
て

も

、
口

や

手

を

出

さ
ず

、
　

主

性

は

、

親

が

つ
く

り
育

て

る

も

に
従

わ

せ

よ

う

と

す

る

こ

と

が

あ

　

自

分

一
人

で

成

し

と
げ

た

と

い
う

　

の

で

あ

る

と

い
え

る

で

し

よ

う

。

―

∞
ｏ
Ю

Ｉ
い
ず
れ
に
せ
よ
、
成
人
期
に
お

け
る
学
習
は
、
集
団
学
習
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
、
自

分
自
身
の
啓
発

・
向
上
を
図
ろ
う

と
す
る

一
人

一
人
の
学
習
意
欲
と

自
主
性

に
ま
つ
ほ
か
な
い
。

生
涯
の
中
で
最
も
責
任
の
あ
る

そ
し
て
働
き
ぎ
か
り
の
こ
の
時
期

を
、
有
能
な
価
値
あ
る
社
会
人
と

し
て
、
ま
た
、
よ
き
家
庭
人
と
し

て
よ
り

一
層
自
分
に
み
が
き
を
か

け
、
充
実
し
た
人
生
を
お
く
る
た

め
に
は
、
「
学
習
す
る
」

こ
と
が
欠

く
こ
と
の
出
来
な
い
条
件
で
あ
り
、

学
校
を
卒
業
し
て
か
ら
が
本
当
に

身
に
な
る
学
習
時
期
で
は
な
い
だ

純

お
壁

矢
本
千
由
希

（十
三
）
良
　
博

三
和
　
一
寿

⌒相
内
）
章
　
治

櫛
引
　
陽
子

⌒脇
元
）
政
　
之

秋
田
谷
　
翔

（相
内
）
　

博

編

集

童

一
般
会
計
で
約

一
千
人
百
九
十

一
万
七
千
円
の
黒
字
…
…
。

昭
和
五
十
五
年
度
の
決
算
状
況

を
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、
診
療

所
の
累
積
赤
字
や
特
別
会
計
等
を

含
め
る
と
村
の
台
所
も
厳
し
い
も

太 十

歳 歳

宮本 兼政さん長男 ●元)

恵司ち やん (1lヶ 月)

笑顔が素敵だつて?

ウン、恵ちやんの写真いっぱいあ

るんだよ″

覗
）緯

（帥略由勁書

（輔崎　篤郷

（凛略由難脅
∩
剛

∪

若
山
　
タ
カ

木
村
　
長
吉

の
と
な
っ
て
い
る
。

国
、
県
が
行
政
改
革
に
取
り
組

ん
で
い
る
よ
う
に
、
当
村
で
も
苦

し
い
時
こ
そ
住
民
と
と
も
に
考
え

た
行
政
改
革
に
取
り
組
み
、
物
件

費
や
経
常
経
費
の
節
減
に
努
め
な

が
ら
健
全
な
財
政
運
営
を
図
る
こ

と
が
必
要
だ
と
思
う
。


