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自
然
を
い
つ
ま
で
も

キ
ャ
ン
パ

　
大
自
然
の
中
で
の
歓
喜
に
み
ち
た
生

活
、
せ
せ
ら
ぎ
の
さ
さ
や
き
、
小
鳥
の

さ
え
ず
り
、
ど
こ
ま
で
も
青
く
澄
ん
だ

空
、
そ
し
て
そ
の
空
に
浮
ぶ
真
白
い
雲

そ
う
し
た
も
の
が
み
ん
な
自
分
た
ち
の

友
だ
ち
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
時
、
そ

こ
に
私
た
ち
は
生
き
る
喜
び
と
新
し
い

希
望
が
わ
き
あ
が
る
の
を
感
じ
ま
す
．
、

　
キ
カ
、
ン
ピ
ン
グ
と
は
そ
う
し
た
自
然

の
中
に
お
け
る
生
活
で
あ
り
、
都
会
生

活
で
は
す
で
に
失
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た

自
然
に
身
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
単

調
な
日
々
の
生
活
の
疲
れ
を
い
や
し
、

明
日
へ
の
新
し
い
力
を
養
う
も
の
で
す

　
最
近
は
シ
ー
ズ
ン
と
も
な
る
と
町
内

の
川
原
な
ど
に
テ
ン
ト
を
張
っ
て
キ
瀞
，

ン
プ
を
楽
し
む
人
が
ふ
え
て
い
ま
す
。

中
に
は
羽
目
を
は
ず
し
て
さ
わ
い
だ
り

後
始
末
も
し
な
い
で
立
ち
去
る
人
も
い

ま
す
が
、
こ
ん
な
の
は
本
当
の
意
味
で
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に
お
ね
が
い

の
キ
わ
、
ン
プ
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

　
・
〃
自
然
に
か
え
れ
”
と
い
っ
た
ル
ソ

ー
の
言
葉
は
今
で
も
新
し
く
、
大
自
然

の
中
で
人
間
の
真
の
姿
に
か
え
っ
て
、

自
分
を
と
り
も
ど
し
、
生
き
る
喜
び
を

発
見
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
キ
カ
．
ン
ピ
ン

グ
な
の
で
す
。

　
「
立
つ
鳥
後
を
に
ご
さ
ず
」
と
い
う

言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
た
き
火
の
後
、

紙
ク
ズ
等
は
も
ち
ろ
ん
、
テ
ン
ト
の
ま

わ
り
に
掘
っ
た
溝
な
ど
を
元
の
よ
う
に

し
、
燃
え
な
い
、
ビ
ン
や
空
か
ん
は
持

ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。
キ
ャ
ン
プ
は
自

然
の
生
活
で
す
。
い
つ
も
自
然
を
自
然

の
ま
ま
に
保
っ
て
お
く
こ
と
、
こ
れ
が

キ
あ
、
ン
パ
ー
の
エ
チ
ケ
ッ
ト
で
す
。

　
町
で
は
、
キ
ャ
ン
プ
場
に
看
板
や
ビ

ラ
を
掲
示
し
て
キ
ヵ
，
ン
パ
ー
の
反
省
を

う
な
が
し
ま
す
が
、
町
民
の
み
な
さ
ん

の
ご
協
力
を
お
ね
が
い
し
ま
す
。

第
三
日
曜
日
（
十
九
日
）
は
家
庭
の
日

こ
水
は

ひ
ご
い

、、

、

　
り鱒

　
、

一
つ

自然に親しも

それには自然を大切に
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県
下
い
っ
せ

　
幼
い
生
命

　
　
　
　
　
　
　
い
に
夏
の
交
通

安
全
運
動
が
行
な
わ
れ
て
い
た
七
月

十
七
日
の
午
後
三
時
ご
ろ
、
帰
宅
中

の
東
郷
幼
稚
園
児
が
自
宅
近
く
の
横

断
歩
道
で
、
安
全
旗
を
持
っ
て
渡
っ

て
い
た
と
こ
ろ
、
ト
ラ
ッ
ク
に
し
か

れ
て
幼
い
生
命
を
な
く
し
ま
し
た
。

▽
こ
の
二
．
「
－
ス
を
聞
い
て
、
子
を

持
つ
親
と
し
て
、
ま
た
ド
ラ
イ
バ
ー

の
一
人
と
し
て
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を

受
け
ま
し
た
、
耳
に
タ
コ
の
で
｝
、
－
る

ほ
ど
聞
く
コ
父
通
事
故
を
な
く
そ
・
り
」

と
い
う
声
、
余
り
に
も
多
い
悲
し
い

事
故
に
そ
の
声
も
む
な
し
い
感
じ
が

し
ま
す
。
い
ま
い
ち
ど
原
点
に
か
え

り
、
ど
う
し
た
ら
交
通
事
故
を
な
く

す
こ
と
が
で
き
る
か
、
町
民
み
ん
な

で
考
え
て
み
ま
し
よ
う
。

▽
町
青
年
団
で
は
、
こ
の
五
日
西
郷

村
で
開
か
れ
る
郡
大
会
を
め
ざ
し
て

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
の
儲
練
習
を
つ
ん
で
き

ま
し
た
。
そ
の
情
勢
と
努
力
の
結
果

が
大
会
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
発
揮
さ
れ
る

よ
う
期
待
し
、
声
援
を
送
り
ま
す
。

と
ほ
り
雨
朝
の
ダ
リ

ア
の
園
に
降
・
り
青
蛙

な
ど
な
き
い
で
に
け

つ

牧
　
水
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v‘夏の青少年をすこやカ

夏の青少年を伸ばす運動

7月2旧～8月31日
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町
お
よ
び
町
教
育
委
員
会
で
は
、
七

月
二
十
「
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で

の
期
間
、
県
と
県
青
少
年
育
成
県
民
会

議
の
提
唱
に
よ
る
「
夏
の
青
少
年
を
伸

ば
す
運
動
」
を
す
す
め
て
い
ま
す
。

　
最
近
は
、
本
町
で
も
青
少
年
の
非
行

が
発
生
し
て
お
り
、
夏
休
み
の
解
放
感

も
手
伝
っ
て
こ
れ
か
ら
ふ
え
る
こ
と
も

心
配
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
夏
は
交
通
事
故
や
水
の
事
故

も
急
激
に
増
加
し
ま
す
。
先
月
も
福
瀬

の
耳
川
で
十
七
歳
の
青
年
が
水
難
事
故

で
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
青
少
年
が
心
身
と
も
に
明
る
く
、
健

や
か
に
非
行
や
事
故
の
な
い
楽
し
い
夏

を
す
ご
せ
る
よ
う
に
、
町
民
総
ぐ
る
み

の
ご
協
力
を
お
ね
が
い
し
ま
す
。

お
が
子
を
知
る

　
七
月
二
十
一
日
か
ら
町
内
各
学
校
と

も
夏
休
み
に
．
は
い
り
、
こ
ど
も
た
ち
は

せ
ま
い
教
室
か
ら
広
い
大
自
然
に
と
び

だ
し
て
、
若
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
躍
動
き

せ
、
心
身
を
鍛
練
す
る
楽
し
い
期
間
で

す
。
ま
た
、
こ
の
期
間
は
家
庭
や
社
会

の
　
員
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
経

験
す
る
家
庭
教
育
、
社
会
教
育
の
ま
た

と
な
い
期
間
で
あ
り
、
父
兄
に
と
っ
て

は
「
わ
が
子
を
知
る
」
期
間
で
も
あ
り

ま
す
．
．

　
と
も
す
れ
ば
「
夏
休
み
は
子
ど
も
に

世
話
が
や
け
る
」
「
親
は
夏
休
み
が
な

い
方
が
楽
だ
」
な
ど
と
い
っ
た
声
も
聞

か
れ
る
よ
う
で
す
。
こ
の
夏
休
み
の
意

義
を
認
識
し
て
、
そ
の
期
閲
を
有
意
義

に
活
用
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
夏
休
み
の
教
育
的
意
義
を
ま
と
め
て

み
ま
す
と
…
…
、

5
　
学
校
生
活
で
は
で
き
な
い
研
究
、

　
趣
味
な
ど
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
取
り
組
み

　
個
性
、
特
性
を
伸
．
ば
す
こ
と
が
で
き

　
る
。

②
家
庭
人
、
社
会
人
と
し
て
の
経
験

　
や
理
解
を
ひ
ろ
め
、
自
主
、
自
律
の

　
生
活
態
度
を
や
し
な
う
こ
と
が
で
き

　
る
。

③
　
心
身
の
休
養
と
健
康
の
増
進
を
は

　
か
る
こ
と
が
で
き
る
．

　
夏
休
み
は
学
校
か
ら
家
庭
へ
と
子
ど

も
が
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
さ
れ
る
期
間
で
す

か
ら
、
家
庭
の
心
が
ま
え
が
い
ち
だ
ん

推
進
目
標
と
活
動
事
例

　
次
の
例
示
を
参
考
に
し
て
具
体
的
な

目
標
を
｝
、
・
め
よ
う
。

O
規
律
正
し
い
生
活
を
し
よ
う

　
夏
休
み
の
解
放
感
か
ら
日
常
生
活
が

不
規
則
に
な
り
が
ち
な
の
で
、
家
庭
や

地
域
ぐ
る
み
の
あ
た
た
か
い
指
導
に
よ

り
青
少
年
に
自
覚
あ
る
生
活
を
さ
せ
る

・
　
起
床
、
就
寝
、
勉
強
、
遊
び
な
ど

　
の
予
定
表
を
つ
く
ら
せ
、
規
則
正
し

　
い
生
活
を
さ
せ
る
。

・
「
お
は
よ
う
」
　
「
お
や
す
み
」
　
「
あ

　
り
が
と
う
」
な
ど
の
あ
い
き
つ
を
励

　
行
き
せ
る
。

・
　
家
庭
内
で
の
役
割
と
責
任
を
も
た

　
せ
る
。

・
　
子
ど
も
会
な
ど
の
単
位
で
ラ
ジ
オ

　
体
操
を
す
る
。

。
　
み
ん
な
の
奉
仕
で
地
域
を
き
れ
い

　
に
す
る
。

O
明
る
く
楽
し
い
家
庭
に
し
よ
う

家
庭
の
愛
情
と
信
頼
の
結
び
つ
き
を

と
大
事
で
す
。
家
庭
の
協
力
の
も
と
に

「
親
と
こ
ど
も
の
き
ず
な
を
高
め
る
夏

休
み
」
に
し
た
い
も
の
で
す
。

み
の
り
多
い
夏
休
み
に

　
こ
の
よ
う
な
匂
え
方
に
た
っ
て
、
夏

の
青
少
を
差
伸
ば
す
運
動
の
推
進
目
標

が
た
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

①
規
則
正
し
い
生
活
を
し
よ
う
．

よ
り
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
青
少
年
の

豊
か
な
情
操
を
つ
ち
か
う
。

・
　
家
庭
の
日
　
は
ス
ポ
ー
ツ
や
レ
ク

　
リ
ェ
…
シ
ョ
ン
に
親
し
む
。

・
　
家
族
．
み
ん
な
で
話
し
合
う
機
会
を

　
も
つ
よ
う
に
す
る
。

・
　
親
子
い
っ
し
ょ
に
本
を
読
ん
だ
り

　
そ
の
内
容
を
話
題
に
す
る
。

・
　
よ
そ
の
働
き
に
出
て
い
る
家
族
に

　
手
紙
を
出
す
。

O
非
行
や
事
故
を
な
く
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
夏
は
解
放
的
な
気
分
か
ら
気
が
ゆ
る
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

み
が
ち
で
あ
り
、
非
行
や
事
故
、
特
に
…

水
難
事
故
が
多
く
な
る
の
で
、
青
少
年
…

に
細
心
の
注
意
を
は
ら
わ
せ
る
よ
う
指
．

導
す
る
。

・
　
夜
間
の
外
出
は
ひ
と
り
歩
㍉
・
－
を
さ
．

　
け
、
家
族
と
い
っ
し
ょ
に
す
る
。
　
一

・
　
交
通
規
則
を
身
に
つ
け
さ
せ
、
事

　
故
を
防
ぐ
よ
う
に
す
る
。
　
　
　
　
一

・
　
水
泳
や
魚
つ
り
は
父
兄
や
責
任
あ

　
る
人
と
同
行
さ
せ
る
。

・
　
水
泳
場
に
は
監
視
人
を
配
置
し
、

　
救
急
器
具
や
薬
品
を
備
え
つ
け
る
。

②
　
明
る
く
楽
し
い
生
活
を
し
よ
う
。

③
非
行
や
事
故
を
な
く
そ
う
、

　
と
く
に
非
行
や
事
故
防
止
は
、
家
庭

は
も
ち
ろ
ん
、
地
域
社
会
の
協
力
が
必

要
で
す
。
　
「
あ
の
子
も
こ
の
子
も
み
ん

な
の
子
」
の
考
え
で
、
子
ど
も
を
中
心

に
、
家
庭
、
社
会
、
学
校
の
協
力
体
制

を
確
立
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て

も
、
父
兄
に
と
っ
て
も
み
の
り
の
多
い

夏
休
み
に
し
た
い
も
の
で
す
。
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身
体
障
害
者
に
対
す
る

自
動
車
．
税
の
減
免

歩
行
困
難
な
障
害
の
あ
る
人

　
身
体
障
害
者
に
対
し
て
自
動
車
税
の

減
免
借
置
が
あ
り
ま
す
。

　
身
体
の
不
自
由
な
人
が
身
体
の
健
全

な
人
に
ま
じ
っ
て
、
り
っ
ぱ
に
社
会
生

活
が
で
き
る
よ
う
に
と
、
従
来
か
ら
足

や
胴
体
が
不
自
由
な
人
が
所
有
す
る
自

動
車
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
そ
の
人
が
運

転
す
る
場
合
は
、
も
は
や
、
そ
の
自
動

車
は
そ
の
人
の
肉
体
の
一
部
で
あ
る
と

い
う
考
え
方
か
ら
そ
の
自
動
車
に
対
す

る
自
動
車
税
は
減
免
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
ほ
か
に
も
身
体
が
不

自
由
な
た
め
に
自
分
で
は
歩
く
こ
と
が

で
き
ず
、
他
人
や
機
械
等
の
手
助
け
を

受
け
な
け
れ
ば
自
分
の
思
う
と
こ
ろ
に

行
け
な
い
人
も
い
ま
す
の
で
、
こ
の
よ

う
な
人
に
も
自
動
車
税
を
減
免
す
る
こ

ワと
に
な
っ
て
い
ま
す
。

軽
自
動
車
税
も
減
免

（
障
害
の
範
囲
）

．
次
の
よ
う
な
身
体
障
害
者
（
軽
い
人

コ　

ｰを
除
く
）
で
歩
く
こ
と
が
困
難
な
人
。

　
　
目
が
見
え
な
い
。
耳
が
聞
こ
え
な

い
。
身
体
が
フ
ラ
フ
ラ
す
る
。
手

を
な
く
し
て
い
る
。
足
が
悪
い
。

胴
体
が
悪
い
。
心
臓
が
悪
い
。
呼

吸
器
が
悪
い
。

（
減
税
の
対
象
と
す
る
自
動
車
）

・
身
体
障
害
者
が
所
有
す
る
自
動
車

た
だ
し
、
満
十
八
歳
に
な
ら
な
い

身
体
障
害
者
の
場
合
は
、
そ
の
身

体
障
害
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者

が
所
有
す
る
自
動
車
で
も
よ
い
こ

と
。

・
自
動
車
を
運
転
す
る
人
は
、
そ
の

身
体
障
害
者
か
、
ま
た
は
そ
の
身

体
障
害
者
と
生
計
ん
二
に
す
る
者

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

・
そ
の
自
動
車
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の

身
体
障
害
者
の
通
学
、
通
院
も
し

く
は
職
業
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
減
免
さ
れ
る
自
動
車
税
の
税
額
）

・
新
車
を
買
わ
れ
る
場
合
は
、
そ
の

月
以
後
に
納
税
す
る
税
額
。

・
中
古
車
を
買
わ
れ
る
場
合
は
、
買

　
つ
た
日
の
属
す
る
期
の
翌
期
分
の

税
額
（
買
っ
た
日
の
属
す
る
期
分

に
つ
い
て
は
、
売
っ
た
人
が
納
税

し
ま
す
）

（
減
免
さ
れ
る
自
動
軍
販
得
祝
の
税
額

自
動
車
を
買
わ
れ
る
際
に
課
税
さ

れ
る
自
動
車
取
得
税
（
価
格
の
三

％
）
の
全
額
。

．
（
減
免
の
手
続
き
）

　
・
新
車
を
買
わ
れ
る
易
合

　
　
陸
運
事
務
所
に
自
動
車
登
録
を

　
さ
れ
る
際
に
自
動
車
税
お
よ
び
自

　
動
車
取
得
税
の
減
免
申
請
書
を
提

．
．
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
軽
自

　
’
動
車
税
に
つ
い
て
は
軽
自
動
車
税

　
減
免
申
請
書
を
町
税
務
課
へ
提
出

　
し
て
く
だ
さ
い
。

　
・
中
古
車
を
買
わ
れ
る
場
合

　
　
自
動
車
発
車
を
さ
れ
る
と
き
に

　
自
動
車
取
得
税
減
免
申
請
書
を
、

　
ま
た
、
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、

　
納
期
限
前
七
日
ま
で
に
県
税
事
務

　
所
（
軽
自
動
車
税
は
町
税
務
課
）

　
へ
自
動
車
税
減
免
申
請
書
を
提
出

　
し
て
く
だ
き
い
。

（
減
免
の
理
由
証
明
）

　
身
体
障
害
者
が
自
ら
運
転
す
る

場
合
を
除
き
、
県
の
福
祉
事
務
所

長
ま
た
は
援
護
課
長
が
発
行
す
る

証
明
書
を
必
要
と
し
ま
す
。

（
そ
の
他
）

　
町
税
で
あ
る
軽
自
動
車
税
の
減

免
申
請
書
の
用
紙
は
税
務
課
に
用

意
し
て
あ
り
ま
す
。
減
免
の
対
免

と
す
る
車
は
「
台
限
り
で
す
。

～
　
こ
の
八
女
林
業
地
の

｛
中
心
地
と
い
わ
れ
る
矢

へ

～
部
村
を
み
る
機
会
を
得

審
論
議
桐

一
》
≧
一
　
γ
」
　
7
N
　
ζ
　
　
　
　
7
　
　
【
　
　
　
　
ζ
　
，

」へ
一
八
女
林
業
を
み
る

　，～　
　
九
州
の
気
候
は
温
暖
多
湿
で
、
樹

「（．

～
木
の
生
育
に
は
適
し
て
い
る
。
八
女

～
小
国
、
日
田
、
飯
肥
の
林
業
は
そ
れ

回
そ
れ
の
歴
史
を
も
ち
な
が
ら
、
こ
の

へ
気
候
を
好
条
件
と
し
て
発
達
し
た
。

～　
　
こ
の
中
で
八
女
林
業
は
福
岡
県
八

へ

～
女
郡
を
中
心
と
し
て
百
数
十
年
の
昔

．一

謚
o
者
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
、
特
に

　

一
明
治
の
中
期
か
ら
人
工
造
林
の
推
進

　

～
と
篤
林
家
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に
よ
っ

ン
」
今
日
の
美
林
を
み
る
に
至
っ
た
の

勢
で
あ
る
。

｛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
V

矢
部
川
の
は
ん
ら
ん
は
、
地
坂
に
大
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

災
害
を
も
た
ら
し
た
が
㌦
住
民
の
治
V

山
に
対
す
る
熱
意
は
い
ち
早
く
清
流
）

に
も
ど
す
を
が
で
き
た
．
年
産
＋
一

七
億
円
の
木
材
代
金
が
村
民
の
経
済
）

を
う
る
お
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
Ψ

あ
よ
う
に
恵
ま
れ
た
矢
部
村
氏

閣
い
ろ
い
ろ
の
悩
み
が
あ
る
。
短
伐
V

期
の
く
り
返
し
に
よ
る
地
か
の
減
退
M

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

を
い
か
に
し
て
防
止
す
る
か
、
労
働
ゾ

力
不
足
に
対
し
て
施
萎
い
か
に
省
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

力
化
す
る
か
、
以
上
の
問
題
は
各
地
㌔

共
通
の
悩
み
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
大
一
．

き
な
悩
み
は
林
地
の
六
二
％
が
村
飢

所
有
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
傾
い

向
が
進
ん
で
名
ば
か
り
の
詞
林
に
な
〕

っ
た
ら
村
の
経
済
は
ど
う
な
る
で
あ
慌

　
　
　
　
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
V

趨
想

～
は
八
六
％
に
あ
た
る
七
千
四
十
三
診

げ

へ
で
あ
る
。
人
口
は
三
千
四
百
四
十
五

国
人
で
過
勢
山
村
で
あ
る
．
矢
部
川

～
の
源
流
に
そ
っ
て
山
と
い
う
山
は
谷

訊
ば
た
か
ら
頂
上
ま
で
杉
の
植
林
で
、

　
雑
委
見
な
い
．
人
工
禁
は
巻

～
％
と
い
う
か
ら
お
そ
ら
く
日
本
一
で

醜
は
な
い
か
・
畳

轟
北
日
は
雑
木
に
お
お
わ
峯
」
い
た
山

べ
で
、
炭
を
焼
き
、
そ
の
跡
地
を
こ
ば

ロ

欝
監
擁
護
暴

へ　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
《
《

か
。

ノ
「
昏
チ
ξ

　
ま
た
、
後
継
者
で
あ
る

中
学
校
卒
業
者
が
一
（
．
．
）
C

％
村
を
離
れ
る
。
後
継
ぎ

を
失
な
っ
た
林
業
経
営
が

将
来
ど
の
よ
う
に
な
る
の

　
林
業
の
町
を
め
ざ
す
本
町
で
も
全

く
他
人
ご
と
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
V

す
る
。
諸
塚
村
で
は
林
地
の
売
買
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

必
ず
村
内
で
と
い
う
申
し
合
わ
せ
が
）

強
く
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
　
　
　
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け

　
住
民
の
一
致
し
た
意
識
が
町
を
つ
｝

く
り
、
町
を
ま
も
り
、
や
が
て
理
想
v

郷
を
築
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
．
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
野
弘
）
㌔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
v

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～

　
　
　
・
、
ク
ミ
《
く
一
　
　
　
　
　
・
ζ
一
影
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所
得
比
例
制
度
で

よ

昭48．8．1

ご

り

高
い
年
金
を

月
額
三
百
五
十
円
の
保
険
料

F難・

（晦1

　5橘06」β

ρ
O

（

豊・幌1ミ
陛

．編紛
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％吻円

　
国
民
年
金
の
所
得
比
例
制
度
は
、
被

保
険
者
の
「
よ
り
高
い
保
険
料
を
納
め

て
、
よ
り
高
額
な
年
金
を
受
け
と
り
た

い
」
と
い
う
強
い
要
請
に
こ
た
え
て
設

け
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
こ
の
制
度
は
、
定
額
保
険
料
五
百
五

十
円
の
ほ
か
に
所
得
比
例
保
険
料
三
百

五
十
円
を
か
け
る
と
、
そ
の
か
け
た
期

間
に
応
じ
て
、
一
定
の
額
が
上
積
み
さ

れ
た
年
金
が
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　
た
と
え
ば
、
老
齢
年
金
を
受
け
る
に

は
二
十
五
年
間
保
険
料
を
納
付
す
る
こ

と
が
原
則
で
す
か
ら
、
定
額
保
険
料
を

二
十
五
年
、
所
得
比
例
保
険
料
を
二
十

五
年
納
め
ま
す
と
、
定
額
．
部
分
の
年
金

額
九
刀
六
工
－
円
（
月
額
八
千
円
）
と
、

所
得
比
例
部
分
の
年
金
額
五
万
四
千
円

（
月
額
四
千
五
百
円
）
と
を
合
算
し
た

十
五
万
円
（
月
額
一
万
二
千
五
百
円
）

を
一
生
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

伸
び
る
平
均
寿
命

　
最
近
の
統
計
に
よ
る
と
六
十
五
歳
の

人
の
平
均
寿
命
は
、
男
子
が
十
三
年
、

女
子
が
十
六
年
と
な
っ
て
い
ま
す
か
ら

納
め
た
所
得
比
例
保
険
料
の
額
十
万
五

千
円
（
二
十
五
年
納
付
）
の
数
倍
と
な

っ
て
返
っ
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
年
金
を
二
年
間
受
給
す
れ
ば

納
め
た
保
険
料
は
か
え
っ
て
く
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
年
金
額
は

経
済
成
長
に
伴
な
う
生
活
水
準
の
上
昇

に
あ
わ
せ
て
増
額
さ
れ
ま
す
の
で
、
非

常
に
有
利
な
制
度
で
す
。

　
加
入
手
続
き
は
、
住
民
課
に
備
え
て

あ
る
「
所
得
比
例
制
加
入
申
出
書
」
に

簡
単
な
事
項
を
記
入
し
、
提
出
す
る
だ

け
で
す
み
ま
す
。
所
得
比
例
制
度
に
加

入
し
た
と
き
の
「
ヵ
月
分
の
保
険
料
は

定
額
保
険
料
五
百
五
十
円
と
所
得
比
例

保
険
料
三
百
五
十
円
を
合
わ
せ
た
九
百

、
円
と
な
り
ま
す
。

　
国
民
年
金
の
所
得
比
例
制
度
に
加
入

し
て
、
よ
り
高
額
の
年
金
を
受
け
、
豊

か
な
明
る
い
老
後
を
す
ご
す
よ
う
に
い

た
し
ま
し
よ
う
。

割
引
の
あ
る

前
納
保
険
料

　
保
険
料
を
毎
月
、
あ
る
い
は
三
ヵ
月

ご
と
に
納
め
る
こ
と
が
め
ん
ど
う
な
人

や
農
業
な
ど
の
よ
う
に
収
穫
期
に
ま
と

ま
っ
た
収
入
の
あ
る
人
は
将
来
の
保
険

料
を
前
払
い
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
前
納
の
方
法
に
は
印
紙
で
納
め
る
方

法
と
現
金
で
納
め
る
方
法
と
の
二
通
り

が
あ
り
ま
す
。

　
い
ず
れ
の
場
合
も
、
一
年
分
以
1
．
の

保
険
料
を
前
納
し
ま
す
と
、
そ
の
保
険

料
は
年
五
・
五
％
の
割
合
で
計
算
し
て

割
引
か
れ
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
つ
ど
納

め
る
手
数
も
は
ぶ
け
る
こ
と
に
な
り
た

い
へ
ん
便
利
で
す
。

　
た
と
え
ば
、
こ
と
し
八
月
か
ら
一
年

分
の
保
険
料
を
毎
月
納
め
る
場
合
は
、

そ
の
額
は
六
千
六
百
円
と
な
り
ま
す
が

こ
れ
を
前
納
し
ま
す
と
そ
の
額
は
六
千

四
百
四
十
円
に
な
り
ま
す
。

　
現
金
で
前
納
す
る
と
き
は
役
場
福
祉

係
で
発
行
す
る
納
付
書
を
使
っ
て
、
郵

便
局
な
ど
で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
な
お
、
前
納
し
て
い
た
人
が
途
中
で

会
社
な
ど
に
勤
め
た
り
、
死
亡
し
た
り

し
た
と
き
は
、
ま
だ
経
過
し
て
い
な
い

期
間
の
保
険
料
を
お
返
し
し
ま
す
。

佐
藤
さ
ん
の
肥
培
林

　
鳶らド

嫌

衆
・
％
・

全
国
コ
ン
ク
ー
ル
で
入
賞

磁

　
迫
野
内
区
の
佐
藤
儀
三
郎
さ
ん
の
肥

培
林
が
四
十
七
年
度
の
第
十
三
回
全
国

林
地
肥
培
コ
ン
ク
ー
ル
（
日
本
林
地
肥

培
協
会
主
催
）
で
入
賞
し
、
こ
の
ほ
ど

表
彰
状
の
伝
達
が
あ
り
ま
し
た
。

　
佐
藤
さ
ん
は
三
十
診
の
山
林
を
所
有

し
て
お
り
、
こ
の
う
ち
二
十
五
診
が
人

工
造
林
地
で
全
部
を
肥
培
管
理
し
て
い

ま
す
。
樹
種
は
オ
ビ
ス
ギ
で
林
令
九
年

一
〇
ノ
当
り
の
本
数
は
二
百
九
十
八
本

平
均
樹
高
九
三
三
十
四
貿
、
、
平
均
胸
高

周
囲
は
四
十
三
・
二
抽
・
、
と
、
樹
高
で
九

年
間
に
年
平
均
一
層
も
成
長
し
て
い
ま

す
。　

佐
藤
さ
ん
は
十
年
く
ら
い
前
か
ら
林

地
に
肥
料
を
施
し
て
い
ま
す
が
、
最
初

は
硫
安
な
ど
を
自
分
な
り
に
使
っ
て
失

敗
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
森
林
肥

料
を
使
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
失
敗

も
な
く
な
り
、
林
木
の
成
長
が
よ
い
の

で
下
刈
り
な
ど
の
管
理
費
も
節
減
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
林
地
肥
培
の

結
果
、
生
産
性
の
向
上
と
省
力
化
の
両

面
か
ら
好
成
績
を
あ
げ
で
い
目
す
。

必
要
な
林
地
肥
培

　
わ
が
国
の
林
業
は
用
材
の
需
給
の
均

衡
を
は
か
る
手
段
と
し
て
、
拡
大
造
林

を
す
す
め
、
人
工
林
は
急
速
に
増
大
し

つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
さ
ら
に
そ
の
成
長

を
促
進
す
る
必
要
が
生
じ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
広
い
面
積
の
造
林
地
が
多
く

な
っ
た
た
め
、
こ
の
林
地
保
全
と
水
源

か
ん
養
な
ど
の
見
地
か
ら
林
を
早
く
茂

ら
せ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
手
段
と
し

て
施
肥
に
よ
る
林
木
成
長
の
促
進
が
あ

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
下
刈

り
な
ど
の
管
理
期
聞
も
短
か
く
な
り
、

省
化
力
の
面
か
ら
も
効
果
が
あ
げ
ら
れ

ま
す
。

　
最
近
は
林
業
の
機
械
化
が
す
す
み
、

伐
木
し
た
ま
ま
の
状
態
で
集
材
し
、
枝

葉
ま
で
林
外
に
運
び
出
す
た
め
林
地
は

い
ち
じ
る
し
く
や
せ
て
き
て
い
ま
す
。

ま
た
、
短
い
期
間
の
う
ち
に
皆
伐
が
く
．

り
か
え
さ
れ
る
の
で
以
前
の
よ
う
な
有
．

機
肥
料
の
環
元
が
な
く
な
り
、
ま
す
ま

す
林
地
は
や
せ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
や
せ
た
林
地
の
回
復
を
は
か
る
た

め
に
も
肥
料
を
使
う
．
こ
と
が
必
要
な
の

で
す
。
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青年の手で案内標識

寺迫の町道に4ヵ所

　
寺
迫
青
年
団
（
高
野
今
朝
男
会
長
ほ

か
二
十
三
人
）
で
は
寺
迫
小
学
校
下
の

町
道
を
は
じ
め
四
ヵ
所
に
寺
迫
地
区
の

案
内
標
識
を
設
置
し
て
多
く
の
人
た
ち

か
ら
感
謝
さ
れ
て
い
ま
す
．
．

　
会
員
た
ち
は
、
夜
間
の
集
会
が
終
っ

た
後
で
自
分
た
ち
で
持
ち
よ
っ
た
材
料

を
工
作
し
て
ペ
ン
キ
を
塗
り
、
文
字
や

略
図
を
書
き
入
れ
た
り
し
て
作
り
あ
げ

た
も
の
で
、
し
ろ
う
と
と
は
思
え
な
い

り
っ
ぱ
な
で
き
ば
え
で
す
。

　
寺
追
地
区
は
日
向
市
や
都
農
町
と
隣

接
し
た
と
こ
ろ
で
、
道
路
が
い
り
こ
ん

で
い
る
た
め
、
初
め
て
訪
れ
た
人
は
目

的
地
に
行
く
の
に
困
っ
て
い
ま
し
た
。

　
青
年
が
少
な
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
ま

す
が
、
地
元
の
青
年
た
ち
は
明
る
く
た

く
ま
し
く
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
．
．

老
人
教
室
で
学
ぶ

共
生
会
の
お
と
し
よ
り

薫
。
轟

蕩
・

　
七
月
十
七
日
、
午
前
十
時
半
ら
老
人

福
祉
舘
で
老
人
教
室
が
開
か
れ
、
仲
深

目
の
老
人
ク
ラ
ブ
共
生
会
の
会
員
ら
三

十
五
人
が
受
講
し
ま
し
た
。

　
小
野
町
長
か
ら
町
政
の
動
き
に
つ
い

て
の
話
が
あ
り
、
つ
づ
い
て
日
向
保
健

所
の
馬
場
文
子
保
健
婦
か
ら
「
お
と
し

よ
り
の
健
康
管
理
」
に
つ
い
て
の
話
が

あ
り
ま
し
た
．
、
そ
し
て
、
北
方
町
慈
眼

禅
寺
の
久
我
正
意
住
職
か
ら
「
老
後
も

た
く
ま
し
く
」
と
題
し
て
講
義
を
う
け

ま
し
た
。

　
集
ま
っ
た
お
と
し
よ
り
た
ち
は
、
か

ら
だ
と
心
の
両
面
か
ら
健
康
に
つ
い
て

の
勉
強
を
し
た
わ
け
で
、
熱
心
に
メ
モ

を
と
る
人
も
い
ま
し
た
。
講
義
が
終
一
．

て
入
浴
し
た
り
、
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン

で
一
日
を
有
意
義
に
す
ご
し
ま
し
た
。

～ぺのほ輪戸柑
酔
　
鎌
倉
時
代
の
末
期
か
ら
南
北
朝
の

｝
こ
ろ
に
な
る
と
、
広
大
な
荘
園
は
し

び
だ
い
に
分
割
さ
れ
は
じ
め
ま
し
た
。

ご
建
久
正
慶
帖
し
に
は
嚢
の
寄
郡

解
鞭
題
額
縮

》
地
の
こ
と
）
そ
れ
が
天
正
十
九
年

一
　
（
一
五
五
〇
）
の
「
日
向
五
礼
分
」

贈
に
は
山
毛
三
十
町
、
田
代
六
町
、
神

あ
門
六
町
、
水
志
望
三
町
、
坪
谷
三
町

幅
宇
納
間
穴
町
、
入
下
一
町
、
黒
木
八

需
齢
繰
賢
謙

荊
は
崩
壊
し
表
ウ
、
こ
れ
に
伐
．
ザ
、

ナ
新
し
く
台
頭
し
た
の
が
郷
村
で
あ
り

ゃ
ま
す
。
わ
が
町
の
成
立
の
基
盤
も
ま

渉
た
こ
の
時
に
あ
っ
た
の
で
す
。

Ψ　

{
町
の
多
く
の
人
た
ち
の
信
仰
す

》
る
曹
洞
宗
は
、
こ
の
時
代
宗
か
ら
伝

　
鑛
鞍
馨
坪
谷

映
な
ど
に
伝
え
ら
れ
て
い
・
Q
臼
太
鼓
お

Ψ
ど
り
は
、
こ
の
時
代
に
農
村
娯
楽
と

卦
し
て
奨
励
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て

Ψ
い
ま
す
。

ナ
　
こ
の
こ
ろ
、
農
村
青
年
た
ち
が
夢

み

㍉
倉
に
上
っ
て
武
士
に
と
り
立
て
て
も

繁
桜
羅
藥

　
引
き
♪
勇
．
Q
た
め
に
農
村
に
若
衆
を

テ
組
織
さ
せ
、
そ
の
娯
楽
が
臼
太
鼓
お

み

曲
ど
り
で
す
。
こ
れ
は
進
軍
、
凱
旋
、
退

．
ア
　
　
　
㌔
・
〆
「
、
ぼ
、
）
　
　
、
、
）
ウ
　
　
　
　
　
　
　
一
、
．
．
r
　
，
、
」
｝
死
＼
堅
～
鴫
、
渉
＼
態
、
7
学
玉
ン
ー
～
’
7
5
㌦
」
～
，
、
7
　
　
“

　
郷
土
の
あ
ゆ
み
（
8
）

　
　
　
　
　
　
　
塩
月
　
儀
市

七
、
鎌
倉
時
代
（
二
）

陣
を
表
わ
し
た
お
ど
り
で
、
福
瀬
と

滞
納
繕
藩
塑
凱
旋
の
～

八
、
室
町
時
代
（
一
）

　
足
利
尊
氏
が
二
二
三
八
年
に
京
都

に
幕
府
を
開
い
て
か
ら
、
一
五
七
三

年
に
幕
府
が
亡
ぶ
ま
で
の
二
百
四
十
　
一

年
の
間
を
室
町
時
代
と
呼
び
ま
す
が

そ
の
間
に
南
北
朝
時
代
、
戦
国
時
代

と
呼
ば
れ
る
時
代
を
含
ん
で
い
ま
す

南
北
朝
時
代
は
約
六
十
年
、
戦
国
時

代
は
約
百
年
の
間
で
す
。

　
戦
国
時
代
は
郡
雄
割
拠
し
て
相
攻

伐
し
弱
肉
強
食
で
法
令
は
行
な
わ
れ

ず
、
習
慣
の
規
制
も
失
な
わ
れ
、
地

頭
や
荘
司
な
ど
は
武
人
化
し
て
、
そ

の
荘
園
の
子
弟
を
率
い
て
起
ち
、
荘

園
は
自
か
ら
彼
等
の
領
地
と
化
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。

　
農
民
た
ち
は
共
同
団
体
に
結
合
し

農
民
全
体
の
名
に
よ
っ
て
意
を
表
示

し
、
ま
た
行
動
し
ま
し
た
。
こ
の
団

体
を
惣
ま
た
は
惣
中
と
呼
び
ま
し
た

　
南
北
朝
時
代
に
都
於
郡
に
入
一
．
た

伊
東
氏
は
五
代
祐
発
が
長
禄
元
年

（
一
四
五
七
〉
七
月
財
部
城
（
高
鍋
）

を
攻
め
ま
し
た
。
県
（
延
岡
）
の
土

持
氏
は
こ
れ
を
聞
き
直
ち
に
諸
将
を

派
し
て
財
部
城
主
を
援
け
ま
し
た
が

祐
尭
に
迎
撃
さ
れ
て
大
敗
し
、
祐
尭

は
財
部
城
を
手
中
に
収
め
、
十
邑
を

も
併
有
し
ま
し
た
。
そ
の
十
邑
の
中

に
山
陰
が
あ
り
ま
す
。

ニー華〃一裾ρ4母一層4　碍凧解4心一解購福4一幽層一一一》．舞
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お知ちせ

爆歴．

戸
籍
手
教
料
の
改
正

　
戸
籍
に
関
す
る
手
数
料
等
が
、
七
月

一
日
か
ら
全
国
い
っ
せ
い
に
改
正
に
な

り
ま
し
た
。
戸
籍
の
手
数
料
等
は
そ
の

額
を
国
が
定
め
て
い
る
た
め
、
町
が
独

自
に
改
正
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
住
民
票
の
写
、

印
鑑
証
明
書
等
に
つ
い
て
は
改
正
し
て

い
ま
せ
ん
。

　
改
正
さ
れ
た
手
数
料
等
は
次
の
と
お

り
で
す
。

〔
閲
覧
料
〕

　
▽
戸
籍
簿
（
除
籍
、
原
戸
籍
含
む
㌔

噌
件
七
十
円
▽
戸
籍
の
届
書
一
件
七
十
円

〔
作
成
手
数
料
〕

　
▽
戸
籍
簿
（
除
籍
、
原
戸
籍
含
む
）

の
謄
抄
本
一
枚
七
十
円
▽
戸
籍
記
載
事

項
証
明
書
一
枚
七
十
円
▽
戸
籍
の
届
書

の
受
理
証
明
書
一
枚
七
十
円
▽
身
元
証

明
書
一
枚
五
十
円
▽
法
務
省
令
で
定
め

る
戸
籍
届
書
の
証
明
書
一
枚
五
百
円

昭48．8．1

　
狩
猟
者
の
講
習
会

　
狩
猟
者
の
講
習
会
が
次
の
と
お
り
開

か
れ
ま
す
の
で
、
希
望
者
は
都
合
の
よ

い
日
に
受
講
し
て
く
だ
さ
い
。

〔
経
験
者
〕

▽
期
日
と
場
所
・
八
月
十
日
犀
日
向
市

花
火
の
季
節

こ
ど
も
の
花
火

あ
そ
び
に
は

お
と
な
が

、
つ
し
ょ
こ

し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

虐
．
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

＼
、
基

☆

，
‘

　
0

鑑
噛

　
　
　
　
役
所
・
八
月
十
五
日
一
延
岡

　
　
　
　
市
県
総
合
庁
舎

▽
時
間
　
い
ず
れ
も
午
前
九
時
か
ら

▽
受
講
料
　
四
百
円

〔
初
心
者
〕

▽
期
日
と
場
所
・
八
月
二
十
七
日
～
二

　
　
　
　
十
八
日
・
．
日
向
市
役
所

　
　
　
　
・
八
月
三
十
日
～
三
十
一
日

　
　
　
　
1
1
延
岡
市
県
総
合
庁
舎

△
法
問
　
い
ず
れ
も
午
前
九
時
か
ら

▽
受
講
料
　
甲
種
1
1
七
百
円
　
乙
種
お

　
　
　
　
よ
び
丙
種
け
千
百
円

〔
受
講
手
続
き
〕

　
狩
猟
者
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

は
申
込
用
紙
に
手
数
料
（
宮
崎
県
収
入

証
紙
）
お
よ
び
最
近
六
ヵ
月
以
内
に
撮

影
し
た
正
面
、
上
半
身
、
無
帽
、
ラ
イ

カ
判
の
写
真
る
二
枚
添
え
て
、
講
習
会

の
期
日
十
日
前
ま
で
に
東
臼
杵
農
林
振

興
局
林
務
課
（
延
岡
市
愛
宕
町
二
）
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
込
用
紙
は
町
級
友
会
か
東
臼
杵
農

林
振
興
局
へ
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

行
　
政
　
相
　
談

　
八
月
一
日
か
ら
二
十
日
ま
で
、
「
道

路
に
関
す
る
行
政
相
談
」
が
行
な
わ
れ

ま
す
。

　
道
路
に
関
し
て
、
　
「
こ
れ
は
困
る
」

「
こ
う
し
て
も
ら
い
た
い
」
な
ど
苦
情

や
要
望
の
あ
る
方
は
、
遠
慮
な
く
相
談

に
お
い
で
く
だ
さ
い
。
お
忙
し
い
方
は

文
書
や
電
話
で
も
結
構
で
す
。

　
行
政
相
談
委
員

　
　
　
小
野
田
　
塩
月
儀
市

　
　
　
（
電
話
）
山
陰
局
五
八
二
三

家
庭
看
護
の
講
習
会

　
ね
た
き
り
老
人
の
看
護
の
し
か
た
を

中
心
と
し
た
日
赤
の
家
庭
看
護
講
習
会

が
次
の
と
お
り
開
か
れ
ま
す
。
受
講
を

希
望
さ
れ
る
人
は
当
日
会
場
で
受
け
つ

け
ま
す
。
受
講
料
は
無
料
で
す
．
．

▽
期
日
　
八
月
二
十
三
日

▽
時
間
　
午
後
一
時
か
ら
三
時
ま
で

▽
場
所
　
町
老
人
福
祉
舘

駐
車
禁
止
の
区
間

　
七
月
「
日
か
ら
、
国
道
三
二
七
号
線

の
東
郷
病
院
前
か
ら
東
郷
橋
東
詰
ま
で

の
区
間
が
全
面
駐
車
禁
止
に
な
り
ま
し

た
。

青
年
が
盆
踊
り
大
会

　
八
月
十
五
日
の
午
後
七
時
三
十
分
か

ら
、
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
町
青
年
団
連

絡
協
議
会
（
藤
井
柳
太
郎
会
長
ら
百
二

十
人
）
主
催
の
盆
踊
り
大
会
が
開
か
れ

ま
す
。
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

1
1
香
典
返
し
目

　
◎
鶴
野
内
区
の
三
原
文
夫
さ
ん
か
ら

故
ヨ
シ
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
。

　
　
　
東
郷
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
今
月
の
納
税

町
県
民
税
　
　
二
期

　
　
　
納
期
　
八
月
三
十
一
日

灘
懸
驚

　
　
　
　
　
六
月
届
出
分

出
生
お
め
で
と
う

　
赤
ち
ゃ
ん
の
名
　
交
の
名
部
落

．
塩
月
瑞
穂
信
広
富
瀬

寺
原
盛
幸

晴
　
迫
野
内

死
亡
ご
冥
福
を
祈
り
ま
す

　
氏
名
一
年
令
　
部
落

寺三田葛三
原原辺和原
ハヨ辰栄
ナシ弥市信
七六六六五
五九二六七

羽
　
麺

越
　
表

鶴
野
内
－

　
　
　
［

　
〃

坪

往
　
一

押一一人　ロー一㌦
≡　　　48年7月1日現在　　≡

≡　　　　　　（　　》は対前月此　　　　≡

1　　　男　　3，362人　…

≡　　　　　　　（一3）　≡

1　女3，651人妻
…　　　　　　　（＋6）　垂

…総　数　　7．013人　　≡

…　　　　　　　　（＋3）　…
茎世帯数　1，768世帯≡
≡　　　　　　　　（＋1）　≡
’幽㎜㎜r旧闘闘鱒ll醐鱒棚　o・嚇瞬順㎜剛㎜㎜噂
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