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夏
の
青
少
年
を
伸
ば
す
運
動
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心
身
鍛
練
の
よ
い
季
節

　
七
月
二
十
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間
、
夏
の
青
少
年
を
伸
ば
す

運
動
が
行
な
わ
れ
ま
す
。

　
夏
は
、
多
く
の
青
少
年
が
学
校
や
職

場
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
自
主
的
な
楽
し

い
生
活
を
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
自
然

に
親
し
み
、
心
身
を
鍛
練
す
る
よ
い
季

節
で
す
。

　
し
か
し
反
面
夏
休
み
や
暑
さ
に
よ
る

解
放
感
か
ら
、
と
か
く
生
活
が
ル
ー
ズ

と
な
り
、
不
慮
の
事
故
や
非
行
を
招
き

が
ち
で
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
未
然
に

防
止
し
、
青
少
年
が
自
ら
の
自
覚
の
も

と
に
健
康
で
楽
し
い
夏
を
す
ご
せ
る
よ

う
に
、
関
係
機
関
を
は
じ
め
、
県
民
総

ぐ
る
み
で
こ
の
運
動
を
推
進
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
運
動
の
推
進
目
標
は
①
規
則
正

し
い
生
活
を
し
よ
う
②
明
る
く
楽
し
い

家
庭
に
し
よ
う
⑧
非
行
や
事
故
を
な
く

そ
う
④
団
体
、
グ
ル
ー
フ
活
動
を
推
進

し
よ
う
…
…
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
活
動
の
事
例
と
し
て
い
く
つ
か
あ
げ

て
み
ま
す
。
実
行
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
夏
休
み
の
解
放
感
か
ら
日
常
生
活
が

不
規
則
に
な
り
が
ち
で
す
。
毎
日
の
計

画
表
を
作
成
、
実
行
さ
せ
る
と
と
も
に

地
域
で
早
朝
体
操
を
す
る
な
ど
、
青
少

年
に
自
覚
あ
る
生
活
を
さ
せ
ま
し
ょ
う

　
つ
ぎ
に
、
青
少
年
の
豊
か
な
情
操
を

つ
ち
か
う
た
め
、
家
庭
の
日
を
す
す
め

親
子
の
心
の
結
び
つ
き
を
よ
り
高
め
る

よ
う
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
夏

は
解
放
的
な
気
分
か
ら
気
が
ゆ
る
み
が

ち
で
、
非
行
や
事
故
、
特
に
水
の
事
故

が
多
く
な
り
ま
す
。
水
泳
や
魚
つ
り
に

は
一
．
人
で
行
か
な
い
よ
う
に
し
ま
し
よ

う
。
な
お
、
夏
休
み
は
子
ど
も
会
活
動

を
活
発
に
す
る
絶
好
の
時
期
で
す
。
青

少
年
を
た
く
ま
し
く
育
て
ま
し
ょ
う
。
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第
三
日
曜
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二
十
一
日
）
は
家
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日
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カ
レ
ン
ダ
ー
を

見
る
と
、
こ
と
し

も
ち
ょ
う
ど
半
分
を
す
ぎ
た
と
こ
ろ

で
す
。
い
よ
い
よ
日
射
し
が
強
く
な

り
、
気
温
も
急
に
上
が
っ
て
、
い
よ

い
よ
本
格
的
な
夏
を
迎
え
ま
す
。

▽
一
．
日
は
「
国
民
安
全
の
日
」
で
す
。

安
全
と
は
一
体
な
ん
で
し
ょ
う
。
子

ど
も
に
聞
い
て
も
わ
か
る
こ
と
で
す

が
、
い
え
ば
、
私
た
ち
の
生
命
、
身

体
、
財
産
に
損
害
や
危
害
を
受
け
る

心
配
の
な
い
こ
と
で
す
が
、
そ
ん
な

完
全
な
安
全
は
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ

ん
。
毎
日
の
交
通
事
故
、
産
業
災
害

火
災
な
ど
私
た
ち
が
く
ら
し
て
い
る

環
境
は
、
危
険
と
災
害
に
と
り
か
こ

ま
れ
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

▽
こ
う
し
た
事
故
が
毎
日
く
り
返
さ

れ
て
い
る
の
は
悲
し
い
こ
と
で
す
。

家
庭
に
お
け
る
生
活
の
安
全
に
つ
い

て
家
族
間
で
話
し
合
い
、
各
自
が
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
で
、
自
主
的
に
責
任

を
も
っ
て
行
動
す
る
よ
う
に
し
ま
し

よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
危
険
の
多
く

は
さ
け
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

山
川
の
す
が
た
静
け

さ
ふ
る
さ
と
に
帰
り

来
て
わ
が
労
れ
た
る

か
も
　
　
　
牧
　
水
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入
場
券
を
お
届
け
し
ま
す
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第
十
回
参
議
院
通
常
選
挙
が
七
月
七

日
に
行
な
わ
れ
ま
す
。
今
回
の
選
挙
は

こ
れ
か
ら
六
年
間
、
国
の
政
治
を
あ
ず

か
る
参
議
院
議
員
を
選
ぶ
重
要
な
選
挙

で
す
。

　
私
た
ち
の
暮
し
を
よ
り
明
る
く
豊
か

に
す
る
た
め
に
は
、
い
ろ
い
ろ
解
決
す

べ
き
問
題
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

れ
ら
重
要
な
問
題
に
対
す
る
私
た
ち
の

意
思
を
国
政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
棄

権
’
9
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ま
し
よ
う
。

投
票
時
間
を
［
時
間
延
長

　
今
回
の
選
挙
は
、
投
票
時
間
が
「
時

間
延
長
さ
れ
ま
す
。
今
ま
で
は
午
前
七

時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
で
し
た
が
、
投

票
終
了
の
時
間
が
午
後
七
時
に
な
り
ま

し
た
。
な
お
、
下
渡
川
な
ど
今
ま
で
午

後
五
時
ま
で
で
あ
っ
た
投
票
所
も
一
時

間
延
長
さ
れ
て
、
午
後
六
時
ま
で
と
な

　
入
場
券
は
次
に
該
当
す
る
人
に
お
配

り
し
ま
す
。
も
し
、
届
か
な
い
と
き
は

町
選
挙
管
理
委
員
会
へ
わ
聞
い
合
せ
く

だ
さ
い
、
．
な
わ
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
て
い
る
人
は
、
当
日
入
場
券
が
な

く
て
も
投
票
は
で
き
ま
す
。

①
　
昭
和
二
十
九
任
－
七
月
八
日
以
前
に

　
生
ま
れ
た
人

②
　
昭
和
四
十
九
年
三
月
十
三
日
以
前

　
か
ら
町
内
に
居
住
し
て
い
る
人

③
昭
和
四
十
九
伍
，
三
月
十
三
日
以
前

　
か
ら
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ

　
れ
て
い
る
人

投
票
は
地
方
区
が
先

　
参
．
議
院
議
員
選
挙
は
地
方
区
と
全
国

区
の
選
挙
が
同
時
に
行
な
わ
れ
ま
す
。

投
票
の
順
序
は
、
地
方
区
が
先
で
全
国

区
が
後
に
な
り
ま
す
。

　
投
票
用
紙
の
色
は
地
方
区
が
う
す
黄

色
、
全
国
区
が
自
色
で
す
。

不
在
者
投
票
も
で
き
ま
す

　
他
の
市
町
村
に
旅
行
す
る
な
ど
、
選

挙
の
当
日
に
投
票
で
き
な
い
場
合
、
不

在
者
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
．
．

　
場
所
は
町
役
場
で
す
。

許
可
が
い
り
ま
す

愛
が
ん
用
小
鳥
の
捕
獲
と
飼
養

　
狩
猟
を
し
ょ
う
と
す
る
場
合
は
狩
猟

免
許
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
二
と

は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

愛
が
ん
用
害
鳥
類
の
捕
獲
と
飼
養
に
つ

い
て
、
県
知
事
の
許
可
が
必
要
だ
と
い

う
こ
と
は
余
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
．
．

　
今
ち
ょ
う
ど
、
こ
の
春
に
巣
だ
っ
た

メ
ジ
ロ
な
ど
が
林
の
内
を
飛
び
ま
わ
っ

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
次
の
こ
と
を
守

っ
て
、
違
法
捕
獲
や
違
法
飼
育
の
な
い

よ
う
に
ご
注
意
く
だ
き
い
．
、

　
マ
ヒ
ワ
、
ウ
ソ
、
ホ
ポ
ジ
ロ
、
ヒ
バ

リ
「
、
メ
ジ
ロ
、
ヤ
マ
ガ
ラ
、
ウ
グ
イ
ス

の
七
種
類
の
小
鳥
を
捕
獲
す
る
と
き
は

県
知
事
の
許
可
が
必
要
で
す
．
．
ま
た
、

そ
の
他
の
鳥
類
を
捕
獲
す
る
と
き
は
環

境
庁
長
官
の
許
可
が
必
要
で
す
。

　
捕
獲
許
可
の
で
き
る
期
間
は
、
毎
年

七
月
一
．
日
か
ら
翌
年
一
月
三
十
一
．
日
ま

で
の
期
間
で
、
一
人
に
対
し
十
五
日
以

内
の
許
可
が
一
．
回
限
り
と
な
〔
．
て
い
ま

す
。
ま
た
、
捕
獲
．
で
玉
、
－
る
羽
数
は
、
前

記
の
七
種
類
の
鳥
類
を
合
計
三
羽
以
内

で
、
そ
れ
以
上
捕
獲
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
こ
の
捕
獲
許
可
を
受
け
る
こ
と
の
で

き
る
人
は
、
未
成
年
者
、
白
痴
者
、
ふ

う
て
ん
者
以
外
の
人
で
、
次
の
条
件
に

該
当
す
る
人
で
す
。

①
過
去
一
．
年
以
内
に
、
愛
が
ん
飼
養

　
の
目
的
で
三
羽
以
上
の
飼
養
許
可
を

　
受
け
た
こ
と
の
な
い
人
。

◎
　
過
去
一
年
以
内
に
、
愛
が
ん
飼
養

　
の
目
的
で
飼
養
し
て
い
た
鳥
類
を
、

　
他
人
に
譲
り
渡
し
た
こ
と
の
な
い
人

③
県
外
の
人
に
は
許
可
し
ま
せ
ん
。

　
捕
獲
許
可
の
で
き
る
区
域
は
、
鳥
獣

保
護
区
、
休
猟
区
、
社
寺
境
内
、
公
園

墓
地
を
除
い
た
県
内
の
一
市
町
村
に
限

り
ま
す
。

　
な
お
、
捕
獲
許
可
証
の
期
限
の
す
ぎ

た
も
の
は
、
捕
獲
数
報
告
欄
に
捕
獲
し

た
数
を
記
入
し
て
返
納
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

飼
養
は
一
人
三
羽
ま
で

　
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
捕
獲
許
可

を
受
け
て
捕
獲
し
た
鳥
類
も
、
す
べ
て

飼
養
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
飼
養
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
．
．

　
飼
養
許
可
の
有
効
期
間
は
一
．
年
間

で
、
引
き
つ
づ
い
て
飼
養
す
る
と
き
に

は
、
期
限
が
切
れ
る
前
に
更
新
の
手
続

き
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
．
．

　
飼
養
し
て
い
る
鳥
類
を
図
入
に
譲
り

渡
す
と
｝
・
、
、
ま
ハ
ー
－
は
他
人
か
ら
譲
り
受

け
る
と
き
に
は
、
飼
養
許
可
証
と
と
も

に
譲
り
渡
し
ま
た
は
譲
り
受
け
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
許
可
証
の
つ
い
て

い
な
い
鳥
類
は
違
法
捕
獲
物
で
、
譲
り

渡
し
も
譲
り
受
け
る
こ
と
も
で
き
ま
せ

ん
。　

飼
養
許
可
証
の
期
限
が
き
れ
た
も
の

や
、
許
可
を
受
け
て
飼
養
し
て
い
た
鳥

類
を
放
鳥
し
た
と
｝
・
、
は
、
許
可
は
無
効

に
な
り
ま
す
の
で
、
返
納
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
捕
獲
許
可
証
と
飼
養
許
可
証

は
、
狩
猟
免
状
と
同
様
に
、
他
人
に
使

用
き
せ
た
り
、
他
人
の
も
の
を
使
用
す

る
こ
と
は
で
｝
・
」
ま
せ
ん
、

申
請
は
農
林
課
へ

　
で
は
、
愛
が
ん
用
の
小
鳥
な
ど
を
捕

獲
し
た
り
飼
養
し
た
り
す
る
許
可
を
受

け
る
手
続
き
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で

し
ょ
う
か
。

　
ま
ず
捕
獲
許
可
の
手
続
き
で
す
が
、

「，

ｹ
獣
捕
獲
許
可
申
請
書
」
を
、
飼
養

許
可
に
つ
い
て
は
「
鳥
獣
飼
養
許
可
証

交
付
申
請
書
」
を
そ
れ
ぞ
れ
県
知
事
宛

提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
飼
養
許
可

に
つ
い
て
は
一
羽
当
り
百
五
十
円
の
宮

崎
県
収
入
証
紙
が
必
要
で
す
。
　
（
収
入

証
紙
は
日
向
市
の
警
察
署
な
ど
に
あ
り

ま
す
。
）

　
こ
の
許
可
申
請
書
の
受
付
は
農
林
課

林
業
係
ま
た
は
町
森
林
組
合
で
行
な
っ

て
い
ま
す
。
申
請
書
の
用
紙
も
そ
れ
ぞ

れ
用
意
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
飼
養
許
可
証
は
小
鳥
一
羽
に

つ
㍉
、
二
枚
が
交
付
さ
れ
ま
す
。
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交
通
事
故
と
い
う
不
運
な
目
に
あ
っ

た
う
え
に
、
’
い
ろ
い
ろ
な
制
度
の
知
識

が
な
か
っ
た
ば
か
り
に
示
談
屋
や
加
害

者
の
口
車
に
乗
せ
ら
れ
、
あ
と
で
不
快

な
思
い
を
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
、
ふ
ん

だ
り
け
っ
た
り
の
で
き
ご
と
は
後
を
た

ち
ま
せ
ん
。

　
不
幸
に
し
て
交
通
事
故
で
ケ
ガ
を
し

た
と
き
、
国
保
は
ど
う
い
う
役
に
立
つ

の
で
し
ょ
う
か
．

国
保
で
治
療
が
で
き
る

　
交
通
事
故
は
保
険
で
治
療
を
受
け
ら

れ
な
い
と
思
っ
て
い
る
人
が
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
ち
が
い
ま
す
。

　
わ
た
し
た
ち
が
病
気
や
ケ
ガ
を
し
た

と
き
、
治
療
費
が
か
か
り
す
ぎ
て
、
生

活
に
困
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
わ

け
で
、
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
し
よ
う

と
い
う
大
き
な
目
的
を
も
っ
て
い
る
の

が
医
療
保
険
（
国
保
）
の
制
度
．
で
す
。

で
す
か
ら
、
た
と
え
交
通
事
故
に
よ
る

ケ
ガ
や
病
気
で
あ
っ
て
も
保
険
で
治
療
’

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

治
療
費
は
加
害
者
負
担

　
「
健
康
保
険
だ
と
、
タ
ダ
で
治
療
が

受
け
ら
れ
る
か
ら
…
…
」
と
い
う
加
害

者
が
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ウ
ソ
で
す
。

　
世
の
中
の
し
き
た
り
で
は
、
申
入
を

傷
つ
け
た
責
任
は
そ
の
本
人
が
負
う
の

が
当
然
の
こ
と
で
す
。
保
険
の
お
金
は

被
保
険
者
が
自
分
の
収
入
や
そ
の
ほ
か

に
応
じ
て
出
し
合
い
、
そ
れ
に
国
や
町

な
ど
も
負
担
し
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
る

の
で
す
。
も
と
は
と
い
え
ば
、
自
分
も

お
金
を
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、

タ
ダ
の
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
交
通
事
故
に
よ
る
ケ
ガ
の
治
療
費
は

あ
く
ま
で
も
加
害
者
が
負
担
す
る
も
の

で
す
。

ケ
ガ
は
待
っ
た
な
し

　
で
は
、
な
ぜ
国
保
で
治
療
を
受
け
ら

れ
る
か
と
い
う
と
、
ケ
ガ
は
「
待
っ
た

な
し
」
だ
か
ら
で
す
。
加
害
者
か
ら
治

療
費
を
と
り
た
て
て
か
ら
、
ケ
ガ
の
治

、
療
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
ゆ
と
り
は
な

い
わ
け
で
す
。
と
に
か
く
治
療
を
受
け

る
こ
と
が
先
決
で
す
。

　
そ
こ
で
、
保
険
で
も
治
療
が
受
け
ら
．

れ
る
道
を
開
き
、
そ
の
治
療
費
を
国
保

が
「
時
た
て
替
え
て
お
こ
う
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
交

通
事
故
に
よ
る
ケ
ガ
の
治
療
代
を
国
保

が
医
療
費
と
し
て
支
払
う
の
で
は
な

く
、
加
害
者
か
ら
被
害
者
に
賠
償
さ
れ

る
う
ち
の
治
療
代
を
た
て
替
え
て
支
払

い
、
あ
と
で
加
害
者
か
ら
返
し
て
も
ら

う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

示
談
は
慎
重
に

　
交
通
事
故
で
保
険
診
療
を
受
け
た
と

き
は
、
必
ず
「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷

病
届
」
と
い
う
届
け
を
出
し
て
く
だ
さ

い
。
こ
の
用
紙
は
住
民
課
保
健
衛
生
係

に
あ
り
ま
す
。

　
係
に
こ
の
届
け
を
出
す
前
に
は
、
絶

対
に
示
談
を
結
ば
な
い
よ
う
気
を
つ
け

て
く
だ
さ
い
。
示
談
を
結
ん
で
治
療
費

を
も
ら
っ
て
し
ま
う
と
、
保
険
で
治
療

を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
ば
か
り
か
、
示

談
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
以
後
、
後
遺

症
が
お
き
て
も
国
保
で
治
療
が
受
け
ら

れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
言
葉
た
く
み
に
話
を
も
ち
か
け
ら
れ

て
、
つ
い
印
か
ん
を
押
し
た
り
、
署
名

を
し
た
ば
っ
か
り
に
当
然
の
賠
償
責
任

を
失
っ
て
し
ま
っ
た
例
は
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
慎
重
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
×
　
　
　
×
　
　
　
×

　
治
療
を
受
け
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て

は
、
国
保
の
係
に
遠
慮
な
く
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
そ
の
ほ
か
、
警
察
の
家
事
相

談
室
、
交
通
事
故
相
談
所
な
ど
、
信
用

の
あ
る
と
こ
ろ
で
相
談
す
る
よ
う
に
し

ま
し
よ
う
。

　
示
談
屋
と
い
わ
れ
る
人
と
の
相
談
は

避
け
る
よ
う
に
す
べ
き
で
す
。

，
く
＼
　
　
ご
＼
」
、
ど
、
、
、
ζ
、
＼
・
（
、
～
．
へ
＼
．
《
．
、
＼
ζ
、
、
Z
、
．
＼
－
＼
．
．
．
，
＼
／
・
、
　
＼
．
，
（
・
、
　
、
－
　
　
、
　
」
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牧
水
と
ふ
る
さ
と
展

　
七
月
十
八
日
か
ら
二
十
九
日
ま
で

の
十
一
日
間
（
二
十
四
日
目
休
み
）

宮
崎
市
の
山
形
屋
百
貨
店
で
「
牧
水

と
ふ
る
さ
と
展
」
が
開
催
さ
れ
る
。

　
昨
年
の
秋
、
県
の
博
物
館
で
美
術

展
が
開
か
れ
て
い
た
と
き
、
た
ま
た

ま
宮
崎
日
日
新
聞
社
の
事
業
部
長
に

会
っ
た
。
話
の
つ
い
で
に
、
宮
崎
市

で
牧
水
記
念
館
所
蔵
の
資
料
を
公
開

す
る
牧
水
展
を
や
っ
て
は
ど
う
だ
ろ

う
か
と
い
う
話
が
で
た
。
一
．
瞬
た
じ

ろ
い
だ
が
、
で
き
な
い
こ
と
は
な
い

　
と
考
え
た
。
し
か
し
、
あ

　　

卿
表

趨
籾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
貨
店
で
は

－
火
災
が
た
び
た
び
起
っ
て
い
る
し
、

盗
難
に
し
て
も
し
か
り
。
貴
重
な
資

料
は
一
点
で
も
汚
し
て
は
な
ら
な

い
。
ま
た
、
こ
の
催
し
が
記
念
館
の

運
営
に
将
来
ど
う
影
響
す
る
で
あ
ろ

う
か
。

　
し
か
し
、
こ
の
公
開
に
よ
っ
て
よ

り
多
く
の
人
が
牧
水
先
生
の
す
ぐ
れ

た
業
績
を
認
識
し
、
こ
れ
か
ら
の
お

互
い
の
生
活
に
光
と
潤
い
を
感
じ
て

い
た
だ
く
な
ら
ば
、
多
少
の
困
難
は

あ
っ
て
も
公
開
に
踏
み
き
る
べ
き
で

は
な
い
か
。

　
五
月
二
十
日
に
正
式
に
申
入
れ
が

あ
り
、
六
月
七
日
細
部
の
打
合
せ
を

齢覇

V
麗

　
　
　
　
る
。
共
通
の
輪
を
持
つ
こ

‘
，
㍉
～
．
へ
、
轟
轟
＼
之
．
、
乏
覧
～
、
＼
《
覧
～
、
“
芝
．
も
～
．
亀
セ
．
へ
を
蔦
k
を
．
へ
～
、
凄

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
た
び
の
催
し
に
よ
っ
て
、
牧

水
先
生
を
さ
ら
に
深
ぐ
理
解
し
て
も

ら
う
と
同
時
に
、
牧
水
先
生
の
生
れ

た
ふ
る
さ
と
東
郷
町
の
風
光
に
も
目
．

を
む
け
て
い
た
だ
く
な
ら
ば
幸
せ
だ

と
思
う
。
こ
の
こ
と
が
さ
ら
に
、
将

来
の
町
の
発
展
に
つ
な
が
る
な
ら
、
　
『

こ
の
た
び
の
催
し
は
大
き
な
成
果
を

得
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

恐
ら
く
・
二
度
と
門
外
へ
出
る
匙

誰
嬢
灘
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種ごまの活着状況
（しいたけ作業メモ）
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こ
と
し
伏
込
ん
だ
し
い
た
け
原
木
の

種
ご
ま
の
活
着
状
況
は
、
全
般
的
に
は

良
好
に
す
す
ん
で
い
る
よ
う
で
す
が
、

雨
期
か
ら
夏
に
か
け
て
は
最
も
注
意
を

要
す
る
時
期
で
す
か
ら
、
生
産
者
の
み

な
さ
ん
は
種
ご
ま
の
着
き
具
合
を
確
認

し
、
あ
わ
せ
て
笠
木
は
適
当
か
、
通
風

は
良
好
か
、
も
う
一
度
確
か
め
て
く
だ

さ
い
。

　
こ
と
に
、
移
入
原
木
や
伐
採
時
期
の

遅
れ
た
も
の
は
注
意
を
要
し
ま
す
。

　
し
い
た
け
菌
糸
の
伸
び
る
適
期
に
は

害
菌
の
菌
糸
も
は
び
こ
り
や
す
い
わ
け

で
、
青
カ
ビ
な
ど
を
見
た
ら
赤
信
号
で

す
か
ら
、
他
の
仕
事
の
合
間
を
見
て
点

検
し
て
く
だ
さ
い
。

　
こ
と
し
は
、
割
合
に
気
温
が
低
か
っ

た
こ
と
、
雨
期
も
雨
が
少
な
い
こ
と
な

ど
が
幸
い
し
て
い
ま
す
が
、
伏
込
み
場

国
民
年
金
の
再
発
見

年
金
は
先
の
こ
と
で
は
な
い

　
誰
で
も
、
年
金
は
先
の
こ
と
と
感
じ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
年
老
い
て
あ
る

い
は
不
幸
に
あ
っ
て
、
今
、
年
金
が
も

ら
え
た
ら
と
思
い
か
え
す
と
き
、
人
は

国
民
年
金
の
よ
さ
・
あ
り
が
た
さ
…
を

感
じ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ

れ
で
は
、
せ
っ
か
く
の
年
金
も
生
か
さ

所
の
適
当
で
な
い
と
こ
ろ
も
か
な
り
あ

り
ま
す
。

　
つ
ぎ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
は
、
ぜ
ひ
手

入
れ
を
し
て
く
だ
さ
い
。
・

①
く
ぼ
地
の
風
通
し
の
悪
い
と
こ
ろ

　
に
、
こ
ず
み
と
こ
ず
み
の
間
を
開
け

　
ず
に
並
べ
て
伏
せ
て
あ
る
も
の
や
、

　
密
に
す
ぎ
る
伏
せ
方
の
も
の
は
、
天

　
地
返
し
を
兼
ね
て
さ
っ
そ
く
に
も
高

　
く
組
み
か
え
る
こ
と
。

②
移
入
原
木
は
乾
燥
が
不
十
分
で
ム

　
ラ
が
あ
る
の
で
、
天
地
返
し
や
周
囲

　
の
風
通
し
を
は
か
る
こ
と
。

③
ス
ギ
幼
令
野
饗
の
日
射
し
が
強
い

　
と
こ
ろ
は
笠
木
を
補
充
し
、
そ
の
他

　
の
林
内
の
も
の
は
笠
木
を
薄
く
し
、

　
場
合
に
よ
っ
て
は
取
除
く
こ
と
。

④
野
伏
の
西
日
の
強
い
と
こ
ろ
は
、

　
常
に
注
意
を
お
こ
た
ら
な
い
こ
と
。

れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
国
民
年
金
が
で
き
た
の
は
昭
和
三
十

四
年
、
昨
年
は
大
幅
な
改
善
が
な
さ
れ

受
給
者
も
「
段
と
増
え
ま
し
た
。
今
年

は
十
五
周
年
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
の
機
会
に
国
民
年
金
を
考
え
、

再
発
見
に
つ
と
め
た
い
も
の
で
す
。

65

ﾎ
か
ら
老
齢
年
金

　
六
十
歳
ま
で
に
二
十
五
年
以
上
（
加

入
し
た
人
の
年
齢
に
応
じ
て
二
十
四
年

か
ら
十
年
に
短
縮
）
保
険
料
を
納
め
た

人
が
六
十
五
歳
に
な
っ
た
と
き
「
老
齢

年
金
」
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
年
金
額
は
、
八
百
円
X
保
険
料
を
納

め
た
月
数
で
計
算
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ

に
付
加
年
金
に
も
加
入
し
て
い
れ
ば
、

二
百
円
×
付
加
保
険
料
を
納
め
た
月
数

が
加
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
国
民
年
金
に
加
入
し
た
期
間

厚
生
年
金
や
共
済
組
合
な
ど
に
加
入
し

た
期
間
な
ど
を
あ
わ
せ
て
ご
十
五
年
以

上
あ
る
人
が
、
六
十
五
歳
に
な
っ
た
と

き
に
は
「
通
算
老
齢
年
金
」
が
受
け
ら

れ
ま
す
。

思
わ
ぬ
と
き
の
年
金

　
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
て
、
最
近

の
一
年
以
上
の
期
間
保
険
料
を
納
め
て

い
る
人
が
、
思
わ
ぬ
病
気
や
ケ
ガ
な
ど

に
よ
っ
て
不
幸
に
し
て
身
体
障
害
者
に

な
っ
た
と
き
「
障
害
年
金
」
が
受
け
ら

れ
ま
す
。

　
年
金
額
は
、
一
級
の
場
合
が
三
十
万

円
、
二
級
の
場
合
が
二
十
四
万
円
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　
最
近
の
一
年
以
上
の
期
間
保
険
料
を

納
め
て
い
る
妻
が
、
夫
を
亡
く
し
、
十

八
歳
未
満
の
子
と
「
緒
に
生
活
し
て
い

る
と
き
「
母
子
年
金
」
が
、
ま
た
、
最

近
の
一
．
年
以
上
の
期
間
保
険
料
を
納
め

て
い
る
女
の
人
が
、
夫
や
父
、
息
子
を

亡
く
し
、
十
八
歳
未
満
の
孫
や
弟
、
妹

と
生
活
し
て
い
る
と
き
「
準
母
子
年
金
」

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
年
金
額
は
、
ど
ち
ら
も
二
十
四
万
円

で
す
が
、
十
八
歳
未
満
の
子
な
ど
の
う

ち
二
人
目
は
九
千
六
百
円
、
三
人
目
か

ら
四
千
八
百
円
の
加
算
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
最
近
の
一
年
以
上
の
期
間
保

険
料
を
納
め
た
父
や
母
が
な
く
な
り
、

十
八
歳
未
満
の
子
だ
け
が
残
さ
れ
た
と

き
「
遺
児
年
金
」
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
年
金
額
は
、
二
十
四
万
円
で
す
。

　
老
齢
年
金
を
受
け
る
資
格
の
あ
る
夫

が
、
年
金
を
受
け
ず
に
亡
く
な
っ
た
と

き
、
妻
に
六
十
歳
か
ら
六
十
五
歳
ま
で

の
間
「
か
婦
年
金
」
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
年
金
額
は
、
亡
く
な
っ
た
夫
が
二
十

五
年
間
納
め
た
場
合
、
十
二
万
円
と
な

り
ま
す
。

　
ほ
か
に
、
三
年
以
上
保
険
料
を
納
め

て
亡
く
な
っ
た
場
合
「
死
亡
一
時
金
」

が
あ
り
ま
す
。

福
祉
年
金
は

経
過
的
な
制
度

　
ま
た
、
保
険
料
を
納
め
な
い
で
年
金

を
受
け
る
「
福
祉
年
金
」
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
明
治
四
十
四
年
四
月
↓

日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
が
七
十
歳
に
な

っ
た
と
き
、
あ
る
い
は
、
決
め
ら
れ
た

期
間
の
保
険
料
を
納
め
ら
れ
な
か
っ
た

た
め
に
き
ょ
出
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い

と
き
な
ど
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
明
治
三
十
九
年
四
月
一
日
以

前
に
生
ま
れ
た
人
で
、
七
十
歳
に
達
し

て
い
な
い
と
き
に
「
老
齢
特
別
給
付

金
」
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
福
祉
年
金
は
経
過
的
な
制

度
で
あ
っ
て
、
毎
月
保
険
料
を
納
め
て

い
く
き
ょ
出
年
金
が
国
民
年
金
の
た
て

ま
え
な
の
で
す
。

　
年
金
を
受
け
る
年
代
に
な
れ
ば
、
人

よ
り
少
し
で
も
多
い
年
金
が
ほ
し
い
と

思
う
の
は
、
人
誰
し
も
が
持
つ
欲
望
で

は
な
い
だ
し
よ
う
か
。
つ
ま
り
、
保
険

料
を
納
め
た
期
間
が
多
い
ほ
ど
年
金
額

も
高
く
な
り
、
安
心
す
る
老
後
が
約
束

さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　
み
ん
な
で
、
改
め
て
国
民
年
金
に
つ

い
て
考
え
直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
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⑳

製…航空便で幸せの花

幕別町からすずらんの花

　
航
空
便
で
北
海
道
幕
別
町
か
ら
す
ず

ら
ん
の
花
が
送
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
き

っ
そ
く
花
ビ
ン
に
生
け
、
役
場
の
町
長

公
室
、
住
民
課
窓
口
な
ど
に
お
い
て
、

用
事
で
訪
れ
る
人
た
ち
に
も
北
海
道
の

香
り
を
楽
し
ん
で
も
ら
い
ま
し
た
。

　
す
ず
ら
ん
は
ユ
リ
科
の
多
．
年
草
で
、

君
影
草
（
キ
ミ
カ
ゲ
ソ
ウ
）
と
も
い
い

ま
す
。
北
海
道
や
本
州
中
部
の
高
原
に

野
生
し
て
お
り
、
長
だ
円
形
の
葉
が
二

枚
ず
つ
出
て
い
ま
す
。
初
夏
の
こ
ろ
、

高
き
二
十
勘
ン
か
ら
三
十
五
初
．
の
花
茎
を

出
し
、
約
；
．
の
鐘
状
の
花
を
十
個
ぐ

ら
い
つ
け
ま
す
。
花
は
芳
香
が
あ
り
、

愛
ら
し
い
姿
を
し
て
い
ま
す
。

　
幸
福
が
も
ど
一
．
て
く
る
と
い
う
花
こ

と
ば
の
意
味
が
あ
り
、
両
町
に
幸
せ
が

訪
れ
る
こ
と
を
祈
一
．
て
い
ま
す
。

今
で
も
地
下
足
袋
が
け

99

ﾎ
に
な
っ
た
徳
次
郎
さ
ん
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寺
田
の
海
野
徳
次
郎
さ
ん
は
先
日
満

九
十
九
日
中
誕
生
日
を
迎
え
ま
し
た
。

　
徳
次
郎
，
さ
ん
は
明
治
八
年
六
月
ニ
セ

ニ
日
生
ま
れ
で
、
今
は
フ
ロ
わ
か
し
が

毎
日
の
仕
事
で
す
．

　
孫
の
与
七
き
ん
（
寺
迫
区
長
）
の
話

で
は
、
今
年
も
田
ん
ぼ
の
ア
ゼ
草
切
り

を
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
取
材
に
訪
れ

た
と
｝
、
・
に
は
地
下
足
袋
が
学
で
畑
の
見

ま
わ
り
に
で
か
け
て
不
在
で
し
た
．

　
近
ご
ろ
耳
は
遠
く
な
っ
た
が
、
新
聞

な
ど
は
メ
ガ
ネ
な
し
で
よ
み
、
暇
を
み

て
は
竹
ぼ
う
き
も
作
っ
て
い
ま
す

　
今
で
も
晩
し
ゃ
く
の
焼
ち
ゅ
う
五
勺

は
欠
か
し
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
、
最
後
に
、
長
生
き
の
秘
決
は
規
則

正
し
い
生
活
で
あ
る
一
と
元
気
な
声

で
話
し
て
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
ρ
　
）
r
》
　
」
　
f
季
夢
≧
、
ζ
F
》
　
》
モ
4
．
、

～郷土
の
あ
ゆ
み
（
1
9
）

妙
　
　
　
塩
月
儀
市

｛
＋
萌
出
時
代
（
四
）

へ　
　
明
治
十
年
、
西
南
の
役
の
際
は
三

熱
羅
　

喚
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
山
陰
の

》
総
指
輝
官
を
桐
野
利
秋
と
し
、
加
治

）
木
奇
兵
隊
、
豊
後
口
応
援
の
奇
兵
四

）
番
及
び
他
の
　
隊
を
福
瀬
に
配
備

》
し
、
奇
兵
六
番
、
奇
兵
十
四
番
、
奇
兵

　
三
番
の
四
百
名
と
砲
数
門
を
山
陰
に

…
配
し
て
、
桐
野
利
秋
自
か
ら
防
備
の

窯
揮
に
当
り
ま
し
た
。
時
は
明
治
＋

一
年
八
月
三
日
で
す
。

駕
胆
の
線
導
管
騰

、
隊
は
、
児
洗
で
坪
谷
に
通
ず
る
聞
道

窒
警
備
し
、
他
の
「
隊
護
川
を
立

　
っ
て
鬼
神
野
、
神
門
を
経
て
田
口
原

ゐ

．
に
進
撃
し
ま
し
た
。
薩
軍
は
鎌
柄
の

ψ
峠
の
山
頂
の
要
地
に
よ
っ
て
こ
れ
を

．
迎
撃
し
ま
し
た
。

M
　
八
月
六
日
鎌
柄
峠
の
薩
軍
は
破
れ

総
軍
は
坪
谷
を
経
て
羽
坂
の
沖
水
流

》
に
進
撃
し
ま
し
た
。
耳
川
は
連
日
の

」
雨
で
増
水
し
て
渡
る
こ
と
が
で
き
ま

　

ぶ
せ
ん
。
八
月
七
日
午
前
中
村
中
佐
の

　
一
隊
は
沖
水
流
一
帯
に
散
開
し
、
他

繁
の
「
個
小
隊
を
冠
岳
の
頂
上
に
配
し

毬
墨
廊
蘭
勧
瑠
誰
郭
漆

斉
に
東
岸
の
薩
軍
を
砲
撃
銃
撃
し
ま
》

し
た
。
そ
の
間
に
決
死
の
宮
本
伍
長
》

二
野
櫛
磐
醐

軍
・
山
陰
・
ミ
え
き
れ
ず
小
野
田
蝉

方
面
に
退
却
し
大
谷
川
を
は
き
ん
で
》

醐
掩
鍍
演
隷
㌍
縄

三
・
高
方
面
に
敗
走
・
ま
し
・
・
現
鳩

額
劉
三
瀬
轄
驚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
桐
野
利
秋
は
当
日
門
川
に
い
ま
し
㍉

藤
融
橘
鞍
馨
黒

た
が
、
同
僚
に
慰
留
き
れ
ま
し
た
．
》

謡
の
蟹
・
蔭
の
戦
・
擾
W

に
向
う
途
中
敗
報
に
接
し
間
道
か
ら
》

門
川
に
到
ウ
ま
し
た
。
　
　
》

灘
轍
二

三
鞭
薩
軍
は
す
で
に
…

　
八
月
十
日
富
高
地
方
を
落
と
し
入
ゾ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

れ
春
軍
は
、
延
岡
攻
馨
議
が
え

購
劉
凋
一
廻
舗
灘
町

営
を
警
、
八
月
＋
四
・
延
岡
方
£

へ
進
撃
し
ま
し
た
。
こ
の
時
戦
場
の
【
　

住
民
は
家
財
道
具
は
地
中
に
埋
め
て
～

安
全
地
帯
に
避
難
し
ま
し
た
。
当
時
》

使
用
し
た
砲
弾
綾
を
町
教
委
が
劇

存
し
て
い
ま
す
。
ま
た
出
口
の
野
に
煙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ

は
「
西
郷
南
洲
家
来
の
墓
」
の
銘
の
煙

墓
石
が
あ
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
y
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お知らせ

ノ

／
」唄噸騙

　
庭
田
と
二
瀬
下
村

　
で
統
計
調
査
実
施

　
こ
の
た
び
、
寺
旧
里
庭
田
と
福
二
区

下
村
で
就
業
構
造
基
本
調
査
が
行
な
わ

れ
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
三
年
ご
と
の
七
月
一

日
現
在
で
、
わ
が
国
人
口
の
う
ち
ふ
だ

ん
働
い
て
い
る
入
が
何
人
で
、
ど
ん
な

産
業
や
職
業
に
従
事
し
て
、
ど
の
く
ら

い
の
時
間
働
い
て
ど
の
く
ら
い
収
入
を

得
て
い
る
か
な
ど
、
国
民
の
就
業
状
態

に
関
す
る
基
本
的
構
造
を
全
国
お
よ
び

自然に親しもう

でもその前に
マナーを守ろう

、
麟
…

　
　
　
地
域
別
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的

　
　
　
と
し
て
い
る
統
計
調
査
で
す
。

　
　
　
　
調
査
の
対
象
は
ク
ジ
引
き
の
原
理
に

　
　
　
よ
っ
て
全
国
で
約
百
分
の
一
の
世
帯
を

　
　
　
抽
出
す
る
、
い
わ
ゆ
る
標
本
調
査
法
に

　
　
　
よ
っ
て
行
な
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

　
　
　
こ
の
両
地
区
の
世
帯
も
三
分
の
一
．
か
ら

　
　
　
四
分
の
一
の
割
合
に
よ
っ
て
抽
出
さ
れ

　
　
　
た
世
帯
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
　
　
　
七
月
上
旬
に
そ
れ
ぞ
れ
担
当
の
調
査

　
　
　
員
が
伺
い
ま
す
の
で
、
調
査
の
目
的
を

　
　
　
ご
理
解
の
う
え
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
牧
水
記
念
館
を
休
館

　
　
　
　
七
月
十
八
日
か
ら
二
十
九
日
ま
で
の

　
　
　
期
間
、
宮
崎
市
の
山
形
屋
で
「
牧
水
と

　
　
　
ふ
る
さ
と
展
」
が
開
か
れ
ま
す
。

　
　
　
　
こ
れ
に
と
も
な
い
、
七
月
十
六
日
か

　
　
　
ら
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
、
牧
水
記
念

　
　
　
館
を
や
む
な
く
休
館
い
た
し
ま
す
の
で

　
　
　
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
「
・
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［

ノ
多
．
、
　
魅
♂
　
と

／
／
　
紛

身
夢

6
」
　
　
， 欝

響
　
　
e
　
　
　
煮

　
、

差
潤

い
ニ
レ
謬
廊

嫁

　
今
月
の
納
税

固
定
資
産
税
　
　
二
期

　
納
　
期
　
　
七
月
三
十
一
日

道
路
交
通
の
制
限

　
国
道
三
二
七
号
二
八
重
原
と
大
内
原

発
電
所
の
区
間
で
、
道
路
工
事
の
た
め

次
の
と
お
り
道
路
交
通
制
限
が
あ
り
ま

す
。◎

期
間

◎
時
間

昭
和
四
十
九
年
六
月
↓
三
日

～
四
十
九
年
十
二
月
十
五
日

目
八
・
　
、
五
～
　
八
・
五
五

　
九
・
二
五
～
一
〇
・
∩
．
）
∩
）

一
〇
・
一
五
～
一
一
・
●
五

一
二
・
四
五
～
一
．
三
・
四
〇

一
五
。
二
五
ピ
一
六
・
五
●

一
七
・
一
五
～
一
八
・
○
○

印
か
ん
の
置
き
忘
れ

　
住
民
課
窓
口
に
は
、
印
か
ん
の
置
き

忘
れ
が
あ
り
ま
す
。
次
の
印
か
ん
に
心

当
り
の
方
は
窓
口
ま
で
お
い
で
く
だ
さ

い
。
　
（
寸
法
は
印
か
ん
の
長
さ
）

　
塩
月
1
1
人
造
、
白
色
、
八
鈍
．

　
黒
木
1
ー
ツ
ゲ
、
柿
色
、
六
抽
．

　
金
丸
1
1
入
造
、
柿
色
、
五
・
九
袖
．

　
濱
元
1
1
自
動
印
、
六
暫
．

　
古
川
吐
・
水
晶
、
二
・
八
抽
．

　
矢
野
一
人
造
、
黒
色
、
ケ
ー
ス
入

　
海
野
n
人
造
、
黒
色
、
六
抽
．

簡
保
資
金
の
還
元
融
資

　
昭
和
四
十
八
年
度
に
お
け
る
本
町
の

建
設
事
業
の
う
ち
、
公
営
住
宅
の
建
設

資
金
の
一
．
部
に
七
百
七
十
万
円
、
東
郷

小
学
校
プ
ー
ル
の
建
設
資
金
の
一
部
に

五
百
三
十
万
円
そ
れ
ぞ
れ
郵
使
局
の
簡

易
生
命
保
険
種
違
金
か
ら
還
元
融
資
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
本
町
で
は
こ
の
ほ
か
に
、
小

中
学
校
の
体
育
館
、
坪
谷
中
学
校
の
校

舎
、
福
瀬
橋
、
公
営
住
宅
の
建
設
に
も

簡
易
生
命
積
立
保
険
金
の
還
元
融
資
を

受
け
て
い
ま
す
。

善
意
の
と
も
し
び

　
◎
迫
野
内
区
の
永
田
ミ
ツ
ヱ
き
ん
か

ら
故
栄
さ
ん
の
忌
明
け
に
香
典
返
し
と

し
て
町
社
会
福
祉
協
議
会
に
ご
寄
付
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　
こ
こ
に
慎
ん
で
故
人
の
ご
冥
福
を
お

祈
り
し
ま
す
と
と
も
に
厚
く
お
礼
を
申

し
あ
げ
ま
す
。

　
　
　
　
夷
郷
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
一
＝
＝
＝
＝
＝
＝
一
一
一
一
：
＝
ニ
＝
二
＝
一
■
ニ
＝
ニ
＝
一
＝
＝
＝
一
一
＝
＝
一
一
一
＝
＝
一
一
一
；

口人

　　49年6月1日現在
　　　〔　）は亭圃前1，比

　　男　　3，378人

　　　　　　（＋8）
　　女　3，632人
　　　　　　（＋6）

総　数　　7，010人
　　　　　　（＋14）
世帯数　　1，785世帯

　　　　　　（＋4）
ll川川1川lIlll川lll川ll「ll駒11川1匿■■lIllll川川1

コ
＝
ニ
，
＝
ニ
＝
＝
ニ
＝
一
＝
ニ
ニ
一
一
＝
二
一
≡
一
一
一
＝
＝
＝
一
＝
＝
一
「
二
曽
＝
；
冒
＝
：
」

副
直
て
り
ノ
ー
μ
・
轟
＾
諮
薯
輩
だ
構
へ

　
　
　
　
　
五
月
届
出
分

出
生
お
め
で
と
う

　
赤
ち
ゃ
ん
の
名
　
一
父
の
名
一
部
落

酔
臥
三
見
、

中岩田谷松山村村寺

島田村口原本木木原

賢美厚直美二二由淳
　　　　千三
治恵二美留子生美子
孝嘉寿博美達窮月仁

雄夫士幸生雄己巳郎
羽福八田羽越　八坪
　　重　　　 〃重
坂瀬原野坂表　原谷．

結
婚
お
め
で
と
う

池黒　黒黒

氏

田木　木木

ツ　智喜

ル　栄　名
工悟子長

迫　寺部
櫃”迫落

一

ご
冥
福
を
祈
り
ま
す

永岩黒黒黒佐黒．氏

田田木木木藤木
　ツカ健セ三勘
栄。ル露。郎羅1名

吾全金毛灸吾き：窪

福
　
瀬

迫
野
内
「

　
〃

寺
　
迫

　
〃

福
　
瀬

迫
野
内
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