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東京小諸会

'こ

行委it会

平
成
２８
年
度

東
京
小
諸
会
総
会

会
員
の
皆
様
ご
多

用
の
と
こ
ろ
、
東
京

小
諸
会
総
会

・
懇
親

会
に
ご
出
席
頂
き
誠

に
あ
り
が
と
う
御
座

い
ま
す
（
今
年
も
小
諸
市
か
ら
は
、
小
泉
俊

博
市
長
は
じ
め
山
岸
喜
昭
長
野
県
議
会
議
員
、

相
原
久
男
市
議
会
議
長
、
掛
川
興
太
郎
商
工

会
議
所
会
頭
、
花
岡
　
隆
観
光
協
会
会
長
ほ

か
ご
関
係
の
方
々
並
び
に
ご
来
賓
の
皆
様
に

ご
出
席
頂
き
厚
く
御
礼
中
し
上
げ
ま
す
。

東
京
小
諸
会
は
、
昭
和
３８
年

（１
９
６
３

年
）
に
当
時
参
議
院
議
員
の
小
山
邦
太
郎
氏

の
呼
掛
け
に
よ
り
、

８７
名
の
出
席
を
得
て
設

立
総
会
が
行
わ
れ
、
初
代
会
長
に
小
山
邦
太

郎
氏
が
選
出
さ
れ
発
足
し
ま
し
た
。
以
来
、
歴

代
の
会
長
、
役
員
を
は
じ
め
多
く
の
先
輩
方

の
ご
努
力
に
よ
り
現
在
は
５
０
０
余
名
の
会

員
を
擁
す
る
ま
で
に
発
展
し
て
参
り
ま
し
た
ｃ

こ
れ
か
ら
も
更
に
会
員
の
増
員
に
努
め
る
と

共
に
現
在
活
躍
し
て
い
る
会
員
の
発
掘
に
も

努
め
、
伝
統
あ
る
本
会
の
発
展
に
努
力
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

お
陰
様
で
、
今
回
５４
回
目
の
総
会

・
懇
親

会
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
本
会
の

・
懇
親
会
を
迎
え
て

墓

界
小
護

〓
会
長

渡

辺

静

雄

目
的
は
、
「会
員
相
互
の
親
睦
を
深
め
、
そ
の

向
上
と
そ
の
郷
土
の
発
展
並
び
に
社
会
文
化

に
貢
献
す
る
」
こ
と
で
す
。

今
ふ
る
さ
と
小
諸
は
、
新
市
庁
舎
、
図
書

館
、
こ
も
ろ
プ
ラ
ザ
、
ご
み
焼
却
施
設
な
ど

イ
ン
フ
ラ
設
備
も
整
い
ま
し
た
。
こ
の
４
月

に
は
、
小
泉
俊
博
新
市
長
が
誕
生
し
、
「小
諸

に
元
気
と
誇
り
を
と
り
も
ど
す
」
と
挨
拶
さ

れ
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
小
諸
も
例
外
な
く

人
口
減
少
と
超
高
齢
社
会
に
突
入
し
つ
つ
あ

り
、
こ
の
ま
ま
で
は
ま
ち
の
活
力
が
更
に
失

わ
れ
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
ち
の
活
性

化
の
為
に
は
、
居
住
人
国
の
増
加
策
を
あ
ら

ゆ
る
情
報

・
知
恵
を
集
め
市
民
と
の
共
働
で

確
実
に
推
進
し
て
欲
し
い
。
そ
し
て
子
ど
も

の
教
育
、
健
康
環
境
面
で
も
住
み
易
く
、
小

諸
に
住
み
た
い
と
云
う
人
が
増
え
る
こ
と
を

望
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
一
方
、
特
徴
あ
る
一

次
産
業
の
活
性
化
支
援
、
６
次
産
業
へ
の
発

展
、
商
都
小
諸
の
復
活
、
観
光
の
更
な
る
産

業
化
な
ど

一
歩

一
歩
進
め
て
欲
し
い
。

私
も
７
月
の
市
民
ま
つ
り
、
健
速
神
社
例

祭
、
第
７
４
回
藤
村
忌
に
出
席
し
て
参
り
ま

し
た
。
藤
村
忌
は
雨
に
も
関
わ
ら
ず
多
く
の

皆
様
の
気
持
ち
の
こ
も
っ
た
集
い
で
し
た
。

ま
た
市
民
ま
つ
り
で
は
、
小
泉
市
長
は
じ

め
市
の
幹
部
、
役
員
の
方
々
が
先
頭
に
立
ち

盛
り
上
げ
て
お
ら
れ
ま
し
た
ｃ
特
に
多
く
の

子
供
達
が
元
気
に
明
る
く
躍
動
し
て
い
る
姿

が
日
立
ち
ま
し
た
。
こ
ん
な
に
多
く
の
市
民

が
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
熱
気
温
れ
る
活
力

を
大
い
に
感
じ
ま
し
た
。

こ
の
様
な
催
事
を
積
極
的
に
内
外
に
ア

ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
ま
す
。

近
年
定
着
し
つ
つ
あ
る
お
人
形
さ
ん
め
ぐ

り
、
城
下
町
フ
エ
ス
タ
な
ど
各
種
イ
ベ
ン
ト

も
い
ず
れ
伝
統
行
事
と
し
て
定
着
す
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
今
年
は
各
種
イ
ベ
ン
ト
を

「信

州
小
諸
」
セ
ン
ゴ
ク
ま
つ
り
と
し
て
ま
と
め

大
々
的
に
行
わ
れ
る
そ
う
で
す
是
非
盛
り
上

が
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

私
た
ち
も
ふ
る
さ
と
発
展
の
為
に
何
か
お

手
伝
い
で
き
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
、）

「信
州
小
諸
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
」
を
提

案
し
ま
す
。
９
月
中
か
ら
内
容
が
大
幅
に
グ

レ
ー
ド
ア
ッ
プ
し
再
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。」
主

な
も
の
は
、
返
礼
品
が
４
種
類
か
ら
７３
種
類

に
、
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ツ
ト
か
ら
も
寄
附

受
付
が
出
来
る
様
に
な
り
ま
し
た
ｃ
皆
さ
ん

の
ご
支
援
で
ふ
る
さ
と
小
諸
を
元
気
に
し
て

頂
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。

次
に
ま
ち
が
発
展
す
る
為
に
は
、
交
流
人

Ｆ脇
‐△‐「「
鳴
酬
日
囲
日
□

一

、

一

、

開
会
の
辞

会
長
挨
拶

総
会
議
事

①
　
会
務
・
会
計
報
告

②
　
監
査
報
告

来
賓
紹
介
・
祝
辞

き
ら
ら
会
演
奏
会

懇
親
会

①

開
会
の
辞

②
　
県
歌
斉
唱

③
　
鏡
開
き

④

乾

杯

⑤
　
開
宴
・
歓
談

歌
。
故
郷
斉
唱

中
締
め

閉
会
の
辞
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回
の
増
大
が
望
ま
れ
ま
す
。
私
た
ち
が
協
力
で
き

る
こ
と
は
、
自
ら
帰
省
し
各
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し

て
ふ
る
さ
と
の
良
さ
を
再
発
見
し
て
広
く
Ｐ
Ｒ
す

る
こ
と
に
よ
り
観
光
客
を
誘
導
し
て
頂
き
た
く
提

案
し
ま
す
。
ま
た
、
小
諸
市
観
光
協
会
の

「小
諸

応
援
隊
」
に
も
入
会
し
積
極
的
に
参
加
し
て
観
ま

せ
ん
か
。

そ
の
為
に
は
魅
力
あ
る
小
諸
観
光
の
姿
を
常
に

追
求
し
て
頂
き
た
い
。
例
え
ば
観
光
ス
ポ
ッ
ト
の

連
鎖
と
し
て
、
現
存
す
る
神
社
、
寺
院
な
ど
の
ル
ー

ツ
を
訪
ね
る

「神
社

・
仏
閣
め
ぐ
り
」
な
ど
で
市

内
を
回
遊
し
て
貰
い
、
観
光
客
に
も
っ
と
小
諸
を

知
っ
て
頂
く
な
ど
。
ま
た
、
恵
ま
れ
た
地
形
を
活

か
し
高
地
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
メ
ッ
カ
と
し
て
国
内

外
に
Ｐ
Ｒ
し
知
っ
て
頂
く
努
力
も
必
要
と
考
え
ま

す
。ま

た

「そ
ば
」
に
並
ぶ
美
味
し
い
創
作
料
理
の

開
発
、
農
産
物
の
ブ
ラ
ン
ド
化
な
ど
、
来
訪
者
も

車
、
電
車
、
高
速
バ
ス
、
家
族
連
、
団
体
客
、
個

人
な
ど
多
様
な
ケ
ー
ス
を
想
定
し
た
イ
ン
フ
ラ
整

備
を
期
待
し
た
い
。
今
年
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ

マ
「真
田
丸
」
の
余
波
で
各
地
か
ら
の
観
光
客
が

小
諸
に
も
訪
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、
呆

た
し
て
宿
泊
客
の
お
も
て
な
し
は
、
又
魅
力
的
な

小
諸
お
み
や
げ
は
あ
り
ま
し
た
か
、
食
事
な
ど
の

満
足
度
は
如
何
で
し
た
か
。
こ
の
経
験
を
活
か
し

て
次
の
策
に
繋
げ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
か
ら
も
上
田
、
佐
久
、
軽
井
沢
な
ど
と
連
携
を

図
リ
エ
リ
ア
で
観
光
客
を
誘
致
す
る
戦
略
も
立
て

て
頂
け
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
地
産
地
消
、　
一
次

産
業
育
成
充
実
、
６
次
産
業
育
成
強
化
な
ど
が
働

く
場
の
提
供
と
な
り
居
住
人
口
の
増
加
に
も
繋
が

る
と
考
え
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
や
る
こ
と
が
い
っ
ぱ

い
小
諸
に
は
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も

積
極
的
に
推
進
さ
れ
る
こ
と
を
願
つ
て
お
り
ま
す
。

私
た
ち
も
微
力
な
が
ら
応
援
し
た
い
と
思
い
ま
す

の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

終
わ
り
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
年
も
総
会

・
懇

親
会
の
開
催
に
当
り
、
小
諸
市

（株
）
香
坂
建
設
、

常
盤
館
、
コ
ミ
ー

（株
）
三
和
シ
ヤ
ッ
タ
ー
エ
業

（株
）
の
ぞ
み
グ
ル
ー
プ

（株
）
つ
る
や
ホ
テ
ル

（株
）
コ
ト
ブ
キ

（有
）
草
笛
　
中
棚
荘
　
布
引
温

泉
こ
も
ろ
　
尾
沼
リ
ン
ゴ
園
　
大
池
リ
ン
ゴ
園

（有
）
丁
子
庵
　
お
人
形
さ
ん
め
ぐ
り
実
行
委
員
会

（株
）
ツ
ル
ヤ

（株
）
三
ッ
和
小
諸
そ
ば
事
業
部

（株
）
大
塚
酒
蔵
　
信
州
味
噌

（株
）
マ
ン
ズ
ワ
イ

ン

（株
）
サ
ッ
ポ
ロ
ビ
ー
ル

（株
）

ま
た
新
規
に
、

高
峰
高
原
ホ
テ
ル
、
小
諸
高
原
ゴ
ル
フ
コ
ー
ス
さ

ん
に
ご
協
賛
頂
き
ま
し
た
）

ま
た
、
例
年
に
倣
い
本
会
の
役
員
有
志
の
方
々

に
も
ご
協
力
頂
き
ま
し
た
こ
改
め
て
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
（）

「小
諸
に
元
気
と
誇
り
を
と
り
も
ど
す
」

―
私
の
基
本
姿
勢
―

東
京
小
諸
会

「平
成
２８

年
度
総
会

・
懇
親
会
」
が
、

大
勢
の
会
員
の
皆
様
並
び

に
ご
来
賓
各
位
の
ご
出
席

の
も
と
盛
大
に
開
催
さ
れ

ま
す
こ
と
を
心
よ
り
お
慶
び
中
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
「ふ
る

さ
と
小
諸
」
を
離
れ
、
お
元
気
で
ご
活
躍
さ
れ
て

お
ら
れ
ま
す
こ
と
に
、
重
ね
て
お
慶
び
を
申
し
上

げ
ま
す
。

そ
し
て
平
素
よ
り
小
諸
市
に
対
し
ま
し
て
温
か

く
力
強
い
ご
支
援
、
ご
協
力
を
賜
つ
て
お
り
ま
す

こ
と
に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
ま
し
て
厚
く
御
礼

を
申
し
上
げ
ま
す
（）

さ
て
、
私
は
本
年
４
月
１９
日
、
第
八
代
の
小
諸

市
長
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
　
早
い
も
の
で
７
カ

月
を
迎
え
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
３

今
回
は
、
せ
っ
か
く
頂
い
た
機
会
で
ご
ざ
い
ま

す
の
で
、
私
が
小
諸
市
政
を
運
営
す
る
に
あ
た
り
、

常
に
心
掛
け
て
い
る
基
本
姿
勢
に
つ
い
て
、
そ
の

一
端
を
ご
紹
介
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
回
の
市
長
選
挙
に
お
き
ま
し
て
、
私
は
繰
り

返
し
「小
諸
に
元
気
と
誇
り
を
と
り
も
ど
す
」
と
訴

え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
か
つ
て
の
小
諸
は

小
諸
市
長

小
泉
　
俊
博

商
都
と
し
て
栄
え
、
歴
史
や
文
化
の
中
心
地
と
し

て
輝
か
し
い
街
で
し
た
が
、
近
年
で
は
多
く
の
課

題
が
山
積
し
、
元
気
と
誇
り
を
失
い
つ
つ
あ
る
こ

と
、
そ
こ
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
急
激
な

人
口
減
少
と
超
高
齢
社
会
が
到
来
す
る
な
か
、
更

に
ま
ち
の
活
力
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
の
大
き
な

危
機
感
に
よ
る
も
の
で
す
。

現
在
、
全
国
の
多
く
の
自
治
体
は
、
か
つ
て
経

験
し
た
こ
と
の
な
い
、
大
変
厳
し
い
状
況
を
迎
え

て
お
り
ま
す
が
、
幸
い
に
し
て
我
が
小
諸
市
に
は
、

先
人
達
が
遺
し
て
く
れ
た
素
晴
ら
し
い
歴
史
や
文

化
、
豊
か
な
自
然
な
ど
、
数
多
く
の
資
源
が
残
さ

れ
て
い
ま
す
。
市
民
一
人
ひ
と
り
が
、
そ
の
財
産

を
再
認
識
し
、
そ
れ
を
か
け
が
え
の
な
い
小
諸
の

財
産
と
し
て
誇
り
に
思
い
、
自
分
た
ち
が
新
た
な

時
代
を
切
り
拓
こ
う
と
の
想
い
を
結
集
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
小
諸
市
は
再
び

「元
気
と
誇
り

を
と
り
も
ど
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
確
信
し
て
お

り
ま
す
。

そ
の
実
現
に
向
け
、
私
は
次
の
３
つ
の
基
本
姿

勢
で
市
政
運
営
に
あ
た
る
こ
と
を
掲
げ
、
施
策
の

推
進
に
あ
た
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
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１
．
民
間
出
身
の
市
長
と
し
て

「
民
間
の
発

想
と
着
眼
点
で
市
政
を
創
り
、
行
動
す
る
」

送
り
手
で
あ
る

「官
」
か
ら
、
受
け
手
で
あ

る

「民
」
の
発
想
と
着
眼
点
に
よ
り
、
戦
略
的
か

つ
効
率
的
な
市
政
運
営
を
進
め
て
い
ま
す
。
市
民

の
皆
様
の
満
足
度
を
高
め
る
こ
と
は
当
然
と
し
て
、

「
コ
ス
ト
を
意
識
し
た
効
率
的
な
業
務
の
徹
底
」
や
、

「自
ら
考
え
て
行
動
す
る
」
よ
う
仕
向
け
る
こ
と
に

よ
り
、
小
諸
市
役
所
が
文
字
通
り

「市
民
の
役
に

た
つ
所
」
と
し
て
、
市
民
の
皆
様
に
ご
満
足
い
た

だ
け
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
ま
い
り
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

こ
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
徐
々
に
で
は
あ
り
ま

す
が
、
小
諸
版
カ
イ
ゼ
ン
方
式
に
よ
り
職
員
が
相

互
に
知
恵
を
出
し
合
い
、
汗
を
流
し
て
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
に
努
め
た
り
、
作
業
効
率
の
改
善
に
よ
り

時
間
の
削
減
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
こ
れ
か
ら
の
小
諸
市
役
所
を
担
う
若
手
職
員

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
特
に
重
要
で
あ
る

と
考
え
、
私
と
昼
食
を
と
り
な
が
ら
意
見
交
換
を

行
う

「
ラ
ン
チ
ミ
ー
テ
イ
ン
グ
制
度
」
を
導
入
し
、

提
言
や
ア
イ
デ
ア
を
共
有
す
る
取
り
組
み
も
開
始

し
ま
し
た
。

２
．
「地
域
の
課
題
解
決
に
市
民
と
共
に
協

働
す
る
」
姿
勢
で
取
り
組
む

人
々
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
多
様
化
す
る
今
日
、

従
来
の
よ
う
に
行
政
だ
け
で
様
々
な
課
題
を
解
決

す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
中
、
地
域
の
身
近
な
課
題
を
解
決
し
て

い
く
た
め
に
は
、
市
民
や
各
種
団
体
、
そ
し
て
行

政
が
同
じ
ベ
ク
ト
ル
で
、
共
に
汗
を
流
し
な
が
ら

解
決
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
「地
域

の
皆
さ
ん
の
持
つ
力
」
を
結
集
し
、
そ
れ
を
行
政

が
増
幅
し
て
い
く

「協
働
と
連
携
」
こ
そ
が
、
地

域
の
課
題
を
解
決
す
る
唯

一
の
手
段
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
地
域
で
頑
張
っ
て
い
る
人
や
団
体
、
企

業
な
ど
を
応
援
す
る
仕
組
み
を
構
築
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
職
員
が
地
域
の
実
情
に

応
じ
た
助
言
や
、
要
望
・課
題
を
お
聞
き
す
る
た
め

に
、
地
域
に
寄
り
沿
う

「地
区
担
当
職
員
制
度
」

も
、
機
能
の
充
実
強
化
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

３
．
「政
財
産
学
官
、
中
央
と
の
太
い
パ
イ

プ
や
先
人
達
が
遺
し
て
く
れ
た
元
々
小
諸

市
が
有
し
て
い
る
様
々
な
財
産
を
市
政
経

営
の
戦
略
に
活
か
す
」

私
自
身
が
こ
れ
ま
で
の
経
験
で
蓄
積
し
た
人
脈

や
、
小
諸
が
有
し
て
い
る
様
々
な
資
源
を
小
諸
市

の
チ
カ
ラ
に
変
え
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
政
治

や
経
済
分
野
に
限
つ
た
こ
と
で
は
な
く
、
文
化
や

芸
術
な
ど
も
同
様
で
あ
り
、
小
諸
市
が
持
つ
素
晴

ら
し
い
資
源
を
活
か
し
磨
き
上
げ
、
「小
諸
ブ
ラ
ン

ド
」
と
し
て
新
た
な
価
値
を
創
り
上
げ
て
ま
い
り

ま
す
。
こ
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
東
京
小
諸
会
の

会
員
の
皆
様
の
お
力
並
び
に
そ
の
人
脈
を
活
用
さ

せ
て
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
。

紙
面
の
都
合
上
、
具
体
的
な
政
策
に
つ
い
て
お

伝
え
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
私
が
小
諸
市
の

行
政
運
営
を
行
う
に
あ
た
り
、
常
に
心
掛
け
て
い

る
基
本
姿
勢
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

最
後
に
、
最
近
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
と
し
て
、
こ
れ

ま
で
も
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す

「信
州

小
諸
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金
制
度
」
（ふ
る
さ
と
納

税
）
を
、
９
月
１５
日
よ
り
大
幅
に
拡
充
し
、
自
主

財
源
の
確
保
の
強
化
と
信
州
小
諸
を
広
く
Ｐ
Ｒ
す

る
取
り
組
み
を
開
始
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で

も
、
本
制
度
に
よ
り
ご
寄
附
頂
い
た
方
に
は
、
お
礼

の
品
と
し
て
小
諸
の
特
産
品
を
お
送
り
し
て
お
り

ま
し
た
が
、
今
回
の
拡
充
に
よ
り
、
返
礼
品
の
数

を
４
種
類
か
ら
一
気
に
７３
種
類
へ
と
増
や
し
、
魅

カ
ア
ッ
プ
を
図
っ
て
お
り
ま
す
。
東
京
小
諸
会
会

員
の
皆
様
に
は
、
ふ
る
さ
と
小
諸
の
発
展
の
た
め
、

引
き
続
き
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
と
と
も
に
、

ご
家
族
や
ご
友
人
の
方
に
も
Ｐ
Ｒ
を
し
て
頂
け
ま

し
た
ら
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

今
後
も
、
ふ
る
さ
と
小
諸
に
温
か
い
ご
支
援
ょ
」

協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
重
ね
て
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
と
と
も
に
、
皆
様
の
更
な
る
ご
健
勝
と
、
東

京
小
諸
会
の
限
り
な
い
発
展
を
心
か
ら
ご
祈
念
中

し
上
げ
ま
し
て
、
平
成
２８
年
度
総
会
・
懇
親
会
に

あ
た
り
ま
し
て
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

Ｋ
ｏ
ｍ
ｙ

物
語
選
書

吉
村
克
己
　
著

「主
張
で
き
る
日
本
人
に
な
る
」

発
行
所
　
コ
ミ
ー
株
式
会
社

（代
表
取
締
役

社
長
　
小
宮
山

栄
氏
（鶴
巻
じ

本
体
価
格
　
８
８
０
円

鶴
田
国
昭
に
学
ぶ
　
世
界
に
通
用
す
る
人

間
力
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

丸
山
隆
平
　
著

（六
供
）

「ま
る
わ
か
り

コ
コ
＝
の
６
コ
の
教
科
書
」

出
版
社
　
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
社

本
体
価
格
　
１
３
０
０
円
＋
税

今
の
世
の
中
、
Ｉ
Ｔ
と
関
わ
り
な
し
に
生

き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
お
金
と
関
係
な
し
に

暮
ら
す
こ
と
も
無
理
だ
。
今
、
米
国
発
の
新

し
い
動
向
―
―
金
融
と
Ｉ
Ｔ
が

ク相
乗
ク
し

た

「フ
ィ
ビ
ア
ッ
ク
」
（コ
・
弓
８
じ

を
解
説
。

山
峙
和
邦
　
著

（与
良
町
）

武
蔵
野
学
院
大
学
　
名
誉
教
授

「投
資
市
場
に
お
け
る
、

賢
者
の
習
慣
、
愚
者
の
習
慣
」

日
本
実
業
出
版
社

（■
月
発
刊
）

著
者
自
身
、

５６
年
間
の
実
践
と
理
論
で
結

果
を
築
い
た
不
滅
の
相
場
常
勝
哲
学
。
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小
諸
市
の
観
光
の
現
状
と
今
後
の
小
諸
観
光
の
姿

□
一　
近
年
の
観
光
の
現
状

小
諸
市
は
、
「小
諸
城
址
懐
古
園
」
や
「北
国
街

道
」
を
始
め
と
し
た
歴
史
的
な
資
源
、
「島
崎
藤

村
」
や

「白
鳥
映
雪
・
小
山
敬
三
」
な
ど
の
文
化

人
、
ま
た

「浅
間
山
」
や

「千
曲
川
」
と
い
っ
た

雄
大
な
自
然
と
美
し
い
景
観
な
ど
、
多
く
の
観
光

資
源
に
恵
ま
れ
、
昔
か
ら
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ

る
ま
ち
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在

は
観
光
客
の
価
値
観
や
ニ
ー
ズ
は
多
様
化
し
、
団

体
旅
行
か
ら
個
人
旅
行
へ
と
観
光
の
形
態
が
変
化

し
て
き
て
い
る
中
で
、
ニ
ー
ズ
に
合
つ
た
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
体
制
が
十
分
に
で
き
て
い
な
い
こ

と
や
観
光
施
設
の
老
朽
化
な
ど
も
あ
り
、
近
年
の

観
光
客
数
は
ゆ
る
や
か
な
減
少
傾
向
と
な
っ
て
い

る
の
が
実
情
で
す
。

懐
古
園
も
か
つ
て
は
列
を
な
し
て
い
た
団
体
バ

ス
の
数
は
大
き
く
減
少
し
、
そ
の
か
わ
り
に
年
配

初夏の三の問

小
諸
市
経
済
部
商
工
観
光
課
長

平

井

　

義

人

の
ご
夫
婦
や
子
ど
も
連
れ
の
家
族
な
ど
、
個
人
の

旅
行
者
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
又
そ
の
日
的
も
、

藤
村
の

「小
諸
な
る
古
城
の
ほ
と
り
」
の
懐
古
園

で
は
な
く
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「真
田
丸
」
に

出
て
く
る

「小
諸
城
」
で
あ
つ
た
り
、
テ
レ
ビ
ア

ニ
メ

「あ
の
夏
で
待
っ
て
る
」
の
舞
台
と
な
つ
た

「懐
古
同
」
で
あ
つ
た
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検

索
サ
イ
ト
く
”〓
ｏ
Ｑ
で
も
紹
介
さ
れ
人
気
と
な
っ

て
い
る
小
諸
市
動
物
園
の
ベ
ン
ギ
ン
の

「流
し
ア

ジ
」
で
あ
つ
た
り
と
様
々
で
す
。

浅
問
山
や
高
峰
高
原
は
、
近
年
若
い
女
性
か
ら

年
配
者
ま
で
年
齢
層
を
問
わ
ず
登
山

・
ト
レ
ツ
キ

ン
グ
が
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
来
訪
者

は
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
が
、
平
成
２７
年
６
月

に
ご
く
小
規
模
な
噴
火
が
あ
つ
て
以
降
、
浅
間
山

の
噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
が
上
が
り
前
掛
山
頂
ま
で
の

登
山
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
つ
た
こ
と
か
ら
平

成
２７
年
度
の
来
訪
者
は
大
き
く
減
少
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。

□
一　
小
諸
市
観
光
地
域
づ
く
リ
ビ
ジ
ヨ
ン
の

策
定

こ
の
よ
う
に
観
光
客
の
ニ
ー
ズ
が
多
様
化
し
た

状
況
の
中
に
お
い
て
、
従
来
と
同
じ
よ
う
な
観
光

振
興
策
を
続
け
て
い
て
も
観
光
客
の
減
少
に
歯
止

め
を
か
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
ニ
ー

ズ
に
合
っ
た
、
新
た
な
価
値
観
に
対
応
し
た
戦
略

(春)布引観音

を
立
て
、
観
光
関
連
団
体
に
限
ら
ず
様
々
な
事
業

者
や
団
体
、
ま
た
住
民

一
人
ひ
と
り
が
同
じ
想
い

を
持
っ
て
、
オ
ー
ル
小
諸
で
観
光
を
基
軸
に
地
元

を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
の
方
向
性
を
示
し
た

「小

諸
市
観
光
地
域
づ
く
リ
ビ
ジ
ヨ
ン
」
を
平
成
２５
年

か
ら
３
年
間
の
検
討
期
間
を
経
て
平
成
２８
年
２
月

に
策
定
し
ま
し
た
。

ビ
ジ
ョ
ン
の
中
で
定
め
た
「観
光
地
域
づ
く
り
」

の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
「詩
情
あ
ふ
れ
る
高
原
の
城
下

町
～
よ
う
こ
そ
ス
ケ
ッ
チ
文
化
都
市
ヘ
ー
～
』
で

す
（　
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
将
来
と
も
こ
う
あ
つ

て
ほ
し
い
と
い
う
小
諸
の
理
想
像
で
あ
る
と
と
も

に
、
そ
れ
こ
そ
が
唯

一
無
二
な
小
諸
市
の
価
値
で

あ
リ
ブ
ラ
ン
ド
価
値
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
た
も

の
で
す
。
こ
の
コ
ン
セ
フ
ト
に
よ
り
、
自
分
た
ち

だ
け
で
な
く
子
ど
も
た
ち
の
世
代
の
郷
土
愛
を
醸

成
し
、
将
来
も
住
み
続
け
た
い
と
思
え
る
よ
う
な

ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

ビ
ジ
ョ
ン
で
は
、
観
光
地
域
づ
く
り
に
向
け
た

今
後
の
課
題
が
い
く
つ
か
示
さ
れ
て
い
ま
す
）^
「観

■
■
■
■
■
■
硼

光
に
関
わ
る
各
団
体
・
組
織
の
連
携
が
希
薄
」
「住

民
の
郷
土
愛
低
下
に
よ
り
、
観
光
・
交
流
客
に
対

す
る
お
も
て
な
し
意
識
が
不
十
分
Ｌ
観
光
施
設
な

ど
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
、
多
様
な
関
係
者
が
参
画
し

た
滞
在
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
不
備
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
特
に

「観
光
地
域
づ
く
り
を
推
進

す
る
か
じ
取
り
役
が
い
な
い
」
と
い
う
課
題
は
全

て
の
土
台
と
な
る
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
ｃ

□
　
（仮
称
）
小
諸
市
観
光
局
の
設
立
に
向

け

て

「観
光
地
域
づ
く
り
」
に
向
け
て
、
行
政
や
観

光
協
会
の
み
な
ら
ず
住
民
や
団
体
が
し
つ
か
り
と

連
携
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
明
確
に
し
な
が

ら
そ
れ
ぞ
れ
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
そ
の
か
じ
取
り
役
と
な
る
組
織
の
設
立
準
備

の
た
め
に
、
今
年
６
月
に

「小
諸
市
観
光
局

（仮

称
）
設
立
準
備
委
員
会
」
が
発
足
さ
れ
ま
し
た
。
小

諸
市
観
光
協
会
の
花
岡
会
長
を
準
備
委
員
会
長
に
、

商
工
会
議
所
、
金
融
団
、
農
協
、
商
店
街
連
合
会
、

市
議
会
、
市
民
公
募
委
員
な
ど
幅
広
い
分
野
か
ら

の
委
員
を
募
り
、
か
じ
取
り
役
と
な
る

（仮
称
）

小
諸
市
観
光
局
の
設
立
に
向
け
た
準
備
を
進
め
て

い
ま
す
（）

（仮
称
）
小
諸
市
観
光
局
は
年
内
に
は
一
般
社
団

法
人
と
し
て
法
人
化
し
、
旅
行
会
社
の
よ
う
に
旅

行
ツ
ア
ー
商
品
の
企
画
販
売
も
で
き
る
よ
う
に
旅

行
業
の
登
録
も
行
い
、
来
年
４
月
に
は
運
営
を
ス

タ
ー
ト
す
る
予
定
で
す
。

小
諸
の
魅
力
を

一
元
的
に
情
報
発
信
す
る
と
と

も
に
、
小
諸
の
素
晴
ら
し
さ
を
体
感
で
き
る
滞
在

―

m・lm・ ,,,・●,,■ |● |||● ●●|
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プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
意
し
て
お
客
様
に
楽
し
ん
で
い

た
だ
け
る
よ
う
、
準
備
委
員
会
で
は
現
在
、
専
門

部
会
と
し
て
幅
広
く
関
係
者
に
集
ま
っ
て
い
た
だ

き
、
ア
イ
デ
イ
ア
を
出
し
合
い
、
地
域
の
観
光
資

源
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
小
諸
の
魅
力
を
伝
え
る
旅

行
商
品
づ
く
り
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

４
月
以
降
に
は
、
小
諸
の
魅
力
を
体
感
し
、
楽

し
め
る
、
滞
在
型
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
供
も
開

始
し
な
が
ら
多
く
の
観
光
客
を
お
迎
え
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
小
諸
へ
お
出
か
け
い

た
だ
き
、
そ
れ
を
体
験
し
、
又
宣
伝
し
て
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。

最
後
に
、
東
京
小
諸
会
の
皆
様
に
は
、
観
光
協

会
小
諸
応
援
隊
へ
の
加
入
を
は
じ
め
小
諸
市
の
魅

力
発
信
に
積
極
的
に
お
取
組
み
い
だ
だ
い
て
お
り

ま
す
こ
と
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

今
後
と
も
小
諸
市
の
観
光
振
興
、
地
域
活
性
化

に
対
す
る
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

信
州
小
諸
観
光

国
田
ロ
イ
ベ
ン
ト
情
報

（小
諸
市
観
光
協
会
等
提
供
資
料
か
ら
抜
粋
）

１
　
小
諸
城
展
　
２
０
１
６
年
９
月
１０
日

（土
）

～
１０
月
１６
日

（日
）

真
田
丸

「第
二
次
上
田
合
戦
」
で
徳
川
軍
が
本

陣
と
し
た
小
諸
城
は
戦
国
時
代
の
複
雑
堅
固
で
難

攻
不
落
の
城
の
姿
を
し
て
い
た
。

市
立
小
諸
高
原
美
術
館

。
白
鳥
映
雪
館

お
問
合
せ
　
電
話
０
２
６
７
１
２６
‐
２
０
７
０

２
　
小
諸
城
展
開
催
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

ー０
月
８
日

（土
）
午
後
１
時
３。
分
よ
り

「地
域
文
化
財
の
活
か
し
方
」
語
る
。
討
論
す
る

出
席
予
定
者
は
下
記

森
江
　
宏

公
死
博
報
堂
総
合
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
）

田
中
法
博

（長
野
大
学
企
業
情
報
学
部
教
授
）

小
泉
俊
博

（小
諸
市
長
）

斉
藤
洋

一
（郷
土
博
物
館
館
長
）

場
所
　
白
鳥
映
雪
館

（先
着
１
５
０
名
限
定
、
入
館
料
含
み
無
料
）

３
　
第
５
回
　
信
州
小
諸

「城
下
町
フ
エ
ス
タ
」

９
／
‐７

（土
）
～
９
／
２２

（木
／
祝
）

小
諸
宿
の
町
屋
と
蔵
が
、

１６
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
、

ア
ー
ト
・
手
仕
事

。
味
文
化
を
め
ぐ
る
６
日
間

町
屋
＆
ギ
ャ
ラ
リ
ー

ｏ

ｐ

ｅ

ｎ

ｌＯ

¨
００

～

１６

一
〇〇

小
諸
セ
ン
ゴ
ク
甲
冑
隊
展

（大
手
門
２
階
）

小
諸
城
と
城
下
町
店

（本
陣
主
屋
）

主
催

¨
城
下
町
に
ぎ
わ
い
協
議
会

問
合
わ
せ
一
〇
２
６
７
１
２４
‐
７
７
８
８

（本
陣
主
屋
）

同
時
開
催
　
小
諸
の
工
芸
家
展

主
催

一
小
諸
商
工
会
議
所

（本
陣
主
屋
）

４

「信
州
小
諸
」
セ
ン
ゴ
ク
ま
つ
り
　
秋
の
陣

２
０
１
６
／
０９
。
‐６
～
‐１
・
２。

＊
北
国
街
道
蕎
麦
グ
ル
メ
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

ー０
月
１
日

（土
）
大
会
受
付
７
¨
１５

仙
石
秀
久

・
伝
来
４
０
０
年
の

「蕎
麦
切
り
」

発
祥
の
地
　
蕎
麦
三
味

。
蕎
麦
グ
ル
メ
め
ぐ
り

ス
タ
ー
ト

「追
分
宿
」
▼

「三
ツ
谷
」
▼

「平

原
宿
」
▼

「小
諸
城
。
大
手
門
」
ゴ
ー
ル

主
催

¨
浅
間
サ
ン
ラ
イ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（主
幹

・
小
諸
市
観
光
協
会
）

＊
セ
ン
ゴ
ク
合
戦
ウ
オ
ー
キ
ン
グ

ー０
月
１６
日

（日
）
大
会
受
付
　
７
¨
００

小
諸
城
か
ら
出
陣
じ
ゃ
―
　
戦
回
歴
史
め
ぐ
り

い
ざ
―
　
上
田
城
ヘ

ス
タ
ー
ト

「小
諸
城
」
▼

「海
野
宿
」
▼

「信
濃

国
分
寺
」
▼

「上
田
城
跡
公
園
広
場
」
ゴ
ー
ル

主
催

一
小
諸
市
観
光
協
会

（０
２
６
７
１
２２
‐
１
２
３
４
）

小
諸
市
相
生
町
１
１
１
１
１
小
諸
駅
舎
内

お
気
軽
に
お
寄
り
下
さ
い
。

＊
第
１６
回
城
下
町
忍
者
ラ
リ
ー

ーー
月
２０
日

（日
）
１０
時
ヽ
１４
時
　
無
料

子
ど
も
た
ち
を
対
象
に
家
族
で
参
加
で
き
る

「楽
し
く
て
た
め
に
な
る
一
イ
ベ
ン
ト
で
す
〕

守
り
の
同
い
小
諸
城
を
、
ク
イ
ズ
を
解
き
な
が

ら
体
験
し
、
忍
者
修
行
に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
ー

主
催

一
小
諸
街
並
み
研
究
会

（０
２
６
７
１
２３

１
１
８
８
１
）
エ
イ
ワ
税
理
士
法
人
内

＊
小
諸
城
址
懐
古
園
紅
葉
ま
つ
り

場
所
　
懐
古
国

期

間

　

１０
月

１５

日

（土

）

～

１１
月

２０

日

（
日

）

甲
冑
野
点
　
１０
月
２９
日

（土
）

１１
月
５
日

（土
）
ｎ
月
１２
日

（土
）

５
　
第
１３
回
北
国
街
道

「お
人
形
さ
ん
め
ぐ
り
」

平
成
２９
／
２
／
‐８

（土
）
～
３
／
５

（日
）

本
町
通
り
・
ほ
ん
ま
ち
町
屋
館
・
小
諸
本
陣
主

屋
　
相
生
町
・
市
町
・
荒
町
・
与
良
町

冬
の
小
諸
を
味
わ
う
Ｈ

見
て
、
食
べ
て
、
歩
い
て
…
…
癒
し
の
時
を
お

楽
し
み
下
さ
い
ｃ

連
絡
先
は
　
ほ
ん
ま
ち
町
屋
館

（０
２
６
７
１
２５

１
２
７
７
０
）

小
諸
市
本
町
２
１
２
１
９

６
　
無
料
ガ
イ
ド
の
ご
案
内

「小
諸
城
址
懐
古
園
」

「北
国
街
道
小
諸
宿
・城
下
町
小
諸
・商
都
小
諸
」

小
諸
城
址
懐
古
国
コ
ー
ス
・
北
国
街
道
Ａ
コ
ー

ス

（本
町
・
市
町
）
Ｂ
コ
ー
ス

（荒
町
・
与
良
）

そ
の
他
コ
ー
ス

（布
引
観
音
・
虚
子
の
散
歩
道
・

藤
村
の
散
歩
道
他
）
小
諸
観
光
ガ
イ
ド
協
会

抜
粋
ま
と
め
　
東
京
小
諸
会
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姉
妹
都
市
一
滑
川
市
の
紹
介

東
京
小
諸
会
総
会

・
懇
親
会
に
は
東
京
滑
川
会

（富
山
県
滑
川
市
ご
出
身
の
方
々
の
同
郷
会
）
か
ら

毎
年
、
役
員
の
方
々
に
ご
出
席
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。

昭
和
４９
年
に
滑
川
市
と
小
諸
市
は
姉
妹
都
市
に

な
り
ま
し
た
。
滑
川
市
は
富
山
湾
に
面
し
た
海
の

街
、
小
諸
市
は
浅
間
山
の
麓
の
山
国
の
街
、
海
と
山
、

生
活
も
文
化
も
歴
史
も
異
な
る
２
つ
の
街
で
す
。

日
本
海
を
望
む
潮
騒
の
街
、
滑
川
市
は
、
北
ア

ル
プ
ス
立
山
連
峰
の
北
西
、
富
山
平
野
に
位
置
し

て
い
ま
す
。
古
く
か
ら
越
中
売
薬
と
し
て
親
し
ま

れ
て
い
る
配
置
家
庭
薬
と
神
秘
的
な
光
を
放
つ
ホ

タ
ル
イ
カ
の
ま
ち
と
し
て
全
国
に
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
近
年
は
、
精
密
機
械
、
電
子
、
化
学
工
業

等
の
ハ
イ
テ
ク
産
業
の
発
展
が
著
し
い
街
と
し
て

躍
進
し
て
い
ま
す
。

懇
親
会
を
機
会
に
、
遠
く
日
本
海
に
想
い
を
馳

せ
て
、
東
京
滑
川
会
の
方
々
と
も
ご
歓
談
さ
れ
ま

し
て
、
話
の
輪
が
広
が
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

な
お
、
滑

川
市
を
は
じ

め
、
岐
阜
県

中
津
川
市
、

神
奈
川
県
大

磯
町
も
姉
妹

都
市
で
す
。

滑川市中川原海岸(和田の浜)の民俗

行事「ネブタ流し」
(国指定重要無形民俗文化財 )

」
ぶ
象
″
ね
０
森
」
寸
記

毎
日

「ふ
れ
あ
い
の
森
」

へ
歩
き
に
ゆ
く
。
駅
の
北
一

里
程
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
一

部
は
遊
園
地
に
な
り
、
一
部

は
桜
な
ど
の
樹
が
植
え
ら
れ

て
い
る
が
、
上
の
ほ
う
は
森
に
な
っ
て
い
る
。
昔

は
歩
い
て
い
っ
た
が
、
今
は
車
で
ゆ
く
。
晴
れ
た

日
は
勿
論
で
あ
る
が
、
少
々
の
降
り
な
ら
雨
で
も

雪
で
も
歩
き
に
ゆ
く
。
毎
日
森
の
表
情
が
ち
っ
て

い
る
。
そ
れ
に
ふ
れ
る
の
が
楽
し
い
。
こ
の
森
の

冬
が
好
き
で
す
。
何
か
を
調
べ
よ
う
と
か
、
研
究

し
よ
う
と
か
、
高
い
志
を
持
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

所
詮
、
暇
人
の
時
間
潰
し
な
の
で
す
。
こ
れ
が
一

種
の
中
毒
で
止
め
ら
れ
な
い
の
で
す
。
何
か
余
藤

が
あ
る
と
す
れ
ば
自
然
に
ふ
れ
る
喜
び
で
あ
ろ
う

か
。
或
い
は
脚
の
衰
え
を
先
送
り
し
て
く
れ
て
い

る
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
森
に
は
四
季
を
通
じ
て
様
々
な
鳥
が
い
る
。

然
し
声
を
聞
い
て
も
、
ど
ん
な
鳥
か
わ
か
ら
な
い
。

姿
を
見
て
も
名
前
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
何

か
満
た
さ
れ
な
い
思
い
を
し
て
い
た
が
、
図
鑑
を

も
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
し
て
か
ら
楽
し
み
が
増
え
ま

し
た
。

冬
に
は
北
の
方
か
ら
寒
さ
を
逃
れ
て
冬
鳥
が

や
っ
て
く
る
ｃ
留
鳥
で
も
高
い
山
の
方
に
い
た
も

の
が
里
山
の
方
に
下
り
て
く
る
。
餌
が
あ
る
の
で

あ
る
。
時
々
羽
毛
が
散
乱
し
て
い
る
の
に
出
会
う
。

鷹
が
襲
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

茎

示

諸
会

清

水

‐‥‐
巻

瑯

・・・・・一「
理

銀

柿
の
本
が
あ
つ
て
と
る
人
も
な
く
、
葉
の
落
ち
た

あ
と
赤
い
実
が
つ
い
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
晴

れ
た
日
に
青
空
に
浮
か
ぶ
姿
は
風
情
が
あ
る
。
熟

れ
る
と
鳥
た
ち
が
き
て
啄
む
。
食
べ
ご
ろ
を
知
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
強
い
の
は
ヒ
ヨ
ド
リ
で
、
シ

ジ
ュ
ウ
カ
ラ
な
ど
は
隙
を
み
て
食
べ
て
い
る
。
集

団
で
移
動
す
る
ヒ
ワ
、
ア
ト
リ
、
イ
カ
ル
と
い
っ

た
鳥
は
数
の
力
で
群
が
っ
て
食
べ
て
い
て
ヒ
ヨ
も

タ
ジ
タ
ジ
な
の
が
面
白
い
。

最
近
、
見
慣
れ
な
い
大
き
い
鳥
に
出
会
っ
た
。
茶

色
い
胸
毛
、
黒
い
羽
根
に
白
い
線
、
飛
ぶ
と
腰
の

辺
り
が
白
い
。
カ
ケ
ス
で
あ
る
こ
ガ
ー
と
鳴
く
声

は
聞
い
て
い
た
が
、
葉
に
隠
れ
て
み
え
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

又
、
或
る
時
、
ピ
ヨ
ー
と
い
う
鳴
声
で
見
上
げ

る
と
、
高
い
木
の
上
の
方
で
幹
に
つ
か
ま
り
な
が

ら
グ
ル
グ
ル
廻
リ
コ
ン
コ
ン
つ
ゝ
い
て
い
る
。
キ

ツ
ツ
キ
で
あ
る
。
赤
い
頭
、
う
ぐ
い
す
色
の
羽
根

か
ら
、
ア
オ
グ
ラ
と
わ
か
っ
た
。
大
き
な
鳥
な
の
だ
。

イ
カ
ル
は
ヒ
ワ
や
ア
ト
リ
の
よ
う
に
キ
ョ
ツ
、

キ
ョ
ッ
と
鳴
く
の
で
区
別
が
つ
か
な
か
っ
た
が
、
黄

色
い
嘴
で
ち
が
い
が
わ
か
つ
た
。

一
羽
で
い
る
も
の
、
数
羽
で
い
る
も
の
、
数
十

羽
の
群
で
い
る
も
の
、
狭
い
範
囲
に
い
る
も
の
、

広
範
囲
に
移
動
す
る
も
の
な
ど
、
今
ま
で
知
ら
な

か
つ
た
こ
と
が
わ
か
つ
て
来
て
楽
し
い
。

鹿
は
毎
晩
来
る
ら
し
く
、
足
跡
と
新
し
い
糞
が

あ
る
。
狸
な
ど
は
雪
に
足
跡
が
残
っ
て
い
る
。
歩

く
ル
ー
ト
が
あ
る
よ
う
で
決
ま
っ
た
場
所
に
み
え

る
。
け
も
の
み
ち
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
、
餌
の
少

な
い
こ
の
冬
は
動
物
た
ち
に
と
っ
て
は
厳
し
い
季

節
で
あ
る
。

森
に
は
色
々
の
人
達
が
や
っ
て
く
る
。
常
連
が

い
る
。
ダ
ン
ベ
ル
マ
ン
、
ペ
ツ
ト
ボ
ト
ル
の
男
も
そ

う
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
が
つ
け
た
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム

で
、
ダ
ン
ベ
ル
マ
ン
は
ダ
ン
ベ
ル
を
持
っ
て
き
て
何

時
も
決
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
鍛
え
て
い
る
。
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
の
男
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
ぶ
ら
さ
げ
て
離

さ
な
い
。
会
え
ば
ヤ
ア
ー
と
声
掛
け
す
る
。
少
々

の
雨
や
雪
で
も
き
て
い
る
。
か
な
り
重
症
の
様
だ
。

人
の
こ
と
を
椰
楡
し
て
い
る
が
私
も
〇
〇
マ
ン
と

か
ネ
ー
ミ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
メ
ク

ソ
が
ハ
ナ
ク
ソ
を
笑
う
に
似
て
い
る
。

中
高
生
が
休
日
に
は
部
活
で
坂
道
や
階
段
な
ど

走
っ
て
上
り
下
り
し
て
鍛
え
て
い
る
。
行
き
会
う

と
大
き
な
声
で

クお
早
う
ご
ざ
い
ま
す
ク
と
挨
拶

さ
れ
る
。
こ
ち
ら
も

″お
早
う
ご
ざ
い
ま
す
ｃ
頑

張
っ
て
″
と
返
す
が
、
気
持
ち
が
い
い
。
監
督
や

先
生
か
ら
躾
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
躾
は
小

さ
い
と
き
が
よ
い
（）
田
舎
は
狭
い
社
会
だ
し
、
共

同
体
意
識
が
強
い
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

森
の
開
け
た
場
所
か
ら
、
晴
れ
た
日
に
は
南
ア

ル
プ
ス
が
見
え
る
ｃ
白
い
嶺
が
美
し
い
。
神
々
し

く
も
あ
る
）^
自
分
の
登
っ
た
山
は
忘
れ
な
い
。
あ

の
日
あ
の
時
の
思
い
出
が
、
又
行
き
た
い
、
又
登

り
た
い
と
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
寒
さ
の
中
、
梅
が
咲
き
、
桜
の
苦
が
膨
ら

ん
で
い
る
。
春
が
来
て
い
る
が
、
然
し
去
り
ゆ
く

冬
が
惜
し
い
気
も
あ
る
。
（終
）

（１
月
好
日
記
）
（塩
山
在
住
）
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私
の
ふ
る
さ
と
　
小
諸
の
こ
と

私
は
小
諸
に
生
ま
れ
、
一尚

校
卒
業
迄
そ
こ
で
過
ご
し
ま

し
た
。
そ
の
後
、
大
学
、
就

職
、
結
婚
で
東
京
に
住
み
、

今
は
埼
玉
県
越
谷
市
の
北
側
に
住
ん
で
お
り
ま
す
。

連
れ
合
い
も
小
諸
出
身
な
の
で
、
若
い
こ
ろ
か
ら

ち
ょ
く
ち
ょ
く
帰
省
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
当
時

は
ま
だ
高
速
も
な
く
、
時
間
が
か
か
っ
て
大
変
で

し
た
。
そ
の
う
ち
に
高
速
も
開
通
し
、
次
第
に
便

利
に
な
り
昔
の
半
分
の
時
間
と
な
り
ま
し
た
。

東
京
小
議
会
理
事
●
未
籍
零
業
衝
聖
幸

現
在
住
ん
で
い
る
所
は
平
地
で
、
橋
の
上
か
ら

筑
波
山
と
日
光
連
山
、
富
士
山
が
わ
ず
か
に
見
え

る
く
ら
い
で
す
。
そ
の
点
、
小
諸
に
行
く
と
四
方
、

山
に
囲
ま
れ
景
色
が
良
く
、
空
気
が
き
れ
い
、
水

が
き
れ
い
で
嬉
し
く
な
り
ま
す
。

散
歩
道
の
途
中
、
水
が
大
量
に
湧
い
て
い
る
所

が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
流
れ
出
す
水
は
透
明
で
飲
用

出
来
、
流
れ
下
っ
て
花
川
と
な
り
、
千
曲
川
ま
で

の
田
ん
ぼ
を
う
る
お
し
て
い
ま
す
。
湧
水
池
は
弁

天
の
清
水
と
よ
ば
れ
、
多
く
の
人
が
水
を
容
器
に

入
れ
、
持
ち
か
え
っ
て
い
ま
す
。

時
々
懐
古
園
に
も
行
き
ま
す
。
昔
の
懐
古
園
は

整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
石
垣
も
崩
れ
そ
う
な
と
こ

ろ
が
あ
り
、
遊
歩
道
も
ぬ
か
る
み
に
な
っ
た
り
し

て
い
ま
し
た
が
、
最
近
は
と
て
も
き
れ
い
に
な
り

ま
し
た
。
桜
の
季
節
や
紅
葉
の
季
節
は
、
特
に
素

晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。
観
光
各
も
増
え
て
い
る

よ
う
で
す
。
子
供
の
頃
か
ら
数
え
き
れ
な
い
程
見

て
き
た
光
景
で
す
。

美
術
館
を
見
た
り
も
し
ま
す
。
絵
の
鑑
賞
は
年

齢
と
共
に
観
た
時
の
印
象
が
ど
ん
ど
ん
変
わ
る
こ

と
を
実
感
し
ま
す
。
こ
の
頃
は
ゆ
っ
く
り
楽
し
む

こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
高
原
美
術

館
で
白
鳥
映
雪
や
丸
山
晩
霞
、
そ
の
他
特
別
展
等

を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
三
か
所
と
も
行
き
や
す
い

所
に
あ
る
の
で
繰
り
返
し
訪
ね
て
い
ま
す
。

私
が
通
っ
た
幼
稚
園
は
坂
の
上
の
教
会
に
あ
り
、

小
学
校
は
坂
の
上
小
学
校
で
す
。
ど
ち
ら
も
町
中

か
ら
坂
を
上
っ
て
行
く
所
で
し
た
。
冬
の
凍
っ
た

坂
道
を
下
駄
履
き
で
歩
く
の
は
と
て
も
怖
か
っ
た

の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

高
齢
に
な
り
、
時
間
が
あ
り
ま
す
の
で
、
毎
年
同

級
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
幹
事
の
方
が
小
諸
周
辺

の
温
泉
や
観
光
地
な
ど
を
設
営
し
て
、
案
内
し
て

く
れ
ま
す
。
昔
は
無
か
っ
た
所
や
知
ら
な
か
っ
た

所
が
け
っ
こ
う
あ
る
の
で
驚
い
て
い
ま
す
ｃ
子
供

の
こ
ろ
は
名
所
旧
跡
等
に
あ
ま
り
関
心
が
な
か
っ

た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
（）
同
級
生
と
は
皆
、
名
前

で
呼
び
合
っ
て
、
「何
々
ち
ゃ
ん
」
な
ど
と
よ
び

あ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
は
子
供
の
こ
ろ
が
つ
い

昨
日
の
よ
う
に
よ
み
が
え
っ
て
、
と
て
も
若
返
り
、

楽
し
い
も
の
で
す
。
同
級
生
は
市
町
本
町
の
人
達

が
多
く
い
て
、
お
互
い
の
家
に
行
っ
た
り
来
た
り

し
て
い
ま
し
た
。
古
い
商
家
の
家
な
ど
、
と
て
も

懐
か
し
く
感
じ
ま
す
。

最
近
は
、
り
ん
ご
狩
り
に
も
行
っ
て
い
ま
す
。
産

地
の
り
ん
ご
は
新
鮮
で
、
食
べ
る
と
パ
リ
パ
リ
感

が
あ
り
、
甘
み
も
味
も
越
谷
の
ス
ー
パ
ー
の
り
ん

ご
と
は
ま
つ
た
く
違
い
ま
す
。
り
ん
ご
は
小
諸
に

限
る
と
勝
手
に
思
っ
て
い
ま
す
（）
大
池
り
ん
ご
園

に
は
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

一
昨
年
七
月
に
小
諸
へ
行
っ
た
時
、
た
ま
た
ま

祗
園
祭
り
の
日
に
ぶ
つ
か
り
ま
し
た
。
子
供
の
こ

ろ
は
市
町
の
本
陣
に
住
ん
で
い
ま
し
た
の
で
、
家

の
前
に
祗
園
の
神
輿
が
と
ま
り
、
そ
れ
は
そ
れ
は

威
勢
の
良
い
も
の
で
し
た
。

今
回
は
本
町
か
ら
市
町
へ
の
神
輿
を
渡
す
儀

式
を
見
学
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
（）
「よ
い
よ
」、

「よ
い
よ
い
一
と
云
う
独
特
の
掛
け
声
で
、
も
う
渡

す
か
と
思
う
と
ま
た
引
き
返
す
．
こ
れ
が
何
十
回

も
繰
り
返
さ
れ
、
い
や
が
お
う
で
も
盛
り
上
が
っ

て
く
る
雰
囲
気
は
素
晴
ら
し
か
つ
た
で
す
　
本
町

の
下
の
方
で
待
っ
て
い
る
だ
け
で
し
た
の
で
、
実

際
の
光
景
は
初
め
て
で
し
た
　
そ
し
て
家
々
の
入

口
に
綺
麗
な
提
灯
が
か
か
っ
て
い
る
の
も
お
祭
り

を
盛
り
上
げ
て
い
ま
し
た
ｃ

昨
年
十
一
月
に
新
し
く
な
っ
た
市
役
所
や
図
書

館
な
ど
の
建
物
施
設
を
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
く
機

会
が
あ
り
ま
し
た
。
き
れ
い
で
立
派
に
で
き
て
す

ば
ら
し
い
と
思
い
ま
し
た
。
十
二
月
に
は
早
速
図

書
館
に
い
つ
て
カ
ー
ド
を
作
り
、
帰
り
に
隣
接
し

て
出
来
た
カ
フ
エ
に
入
っ
て
み
ま
し
た
。
お
し
ゃ

れ
な
感
じ
で
、
ち
ょ
っ
と
ひ
と
休
み
す
る
の
に
と

て
も
良
い
、
と
思
い
ま
し
た
。

小
諸
が
き
れ
い
に
な
っ
て
い
く
こ
と
は
、
嬉
し

い
限
り
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
元
気
で
い
る
か
ぎ
り
、

小
諸
行
き
は
続
く
と
思
い
ま
す
。
友
人
と
も
お
互

い
に
元
気
で
い
よ
う
ね
と
声
を
掛
け
合
っ
て
い
ま

す
。最

後
に
な
り
ま
し
た
が
、
東
京
小
諸
会
で
は
大

勢
の
な
つ
か
し
い
同
郷
の
方
に
お
会
い
で
き
る
の

が
う
れ
し
い
し
、
小
諸
高
校
音
楽
科
出
身
の
方
々

の
す
ば
ら
し
い
演
奏
を
聴
く
こ
と
が
で
き
、
心
が

温
ま
る
思
い
が
し
ま
す
。
若
い
時
に
は
自
分
の
周

り
の
こ
と
で
せ
い
一
杯
で
し
た
が
、
此
頃
は
出
席

が
楽
し
み
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
会
が
続

く
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。
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● ジ
ン
グ
を
し
ま
せ
ん
か

株
式
会
社
イ
ナ
ガ

私

は
昭
和

３．
年

に
小
諸
商
業
を
卒
業

し
、
東
京

に
出

て
働
き

３３
年

に
独
立

し
、
現
在

に
至

っ
て
お

り
ま
す
。

知
り
合

い
に
誘

わ
れ
水

上

ス
キ
ー
を
始

め
た

こ

と

が
き

つ
か
け

で
、
海

で
遊

ぶ
よ
う

に
な
り
ま

し

た
。

ク
ル
ー
ジ

ン
グ
に
も
挑
戦

し
ま

し
た
。

最
初
小
型
ボ

ー
ト
を
買

い
ま
し
た
が
、
次

々
と
取

り
換
え
、

４２

フ
イ
‐
卜
大
型

の
時
期
も
あ
り
ま
し

た
が
、
現
在

は
サ

ロ
ン
ク

ル
ー
ザ
ー

メ
リ

デ
ィ
ア

ン
３４

フ
イ
‐
卜

に
乗

っ
て
お
り
ま
す
。

水
上
ス
キ
ー
、
ウ
ェ
イ
ク
ボ
ー
ト
、
ク
ル
ー
ジ

ン
グ
と
マ
リ
ン
・
ス
ポ
ー
ツ
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
し
て

お
り
ま
す
が
、
も
し
興
味
が
お
有
り
で
し
た
ら

サ
ー
ク
ル
で
や
っ
て
い
ま
す
の
で
一
緒
に
楽
し
み

ｆ
ｒ
し
ょ
つヽ
。

海
の
世
界
を
経
験
す
れ
ば
陸
と
は
違
っ
た
世
界

が
開
け
ま
す
。

仕
事
ば
か
り
せ
ず
悔
い
の
な
い
楽
し
い
人
生
を

送
り
ま
せ
ん
か
。

６０
歳
か
ら
の
学
園
経
営

（不
登
校
生
の
為
の
新
た
な
学
園
の
副
違
Ｖ
一

東
京
小
議
会
理
事

松
実
高
等
学
園
理
事
長

Ｉ
．
初
め
に

東
京
小
諸
会
へ
の
寄

稿
を
依
頼
さ
れ
た
。
小
諸

は
野
岸
小
学
校
、
小
諸
東

中
学
校
、
上
田
高
校
を
通

に
祖
父
母
と
父
の
弟
夫
婦
家
族
と
私
の
家
族
合
計

‐３
名
の
大
家
族
で
生
活
を
し
て
い
た
。
大
人
６
名

と
私
を
年
長
に
男
の
子
４
名
、
女
の
子
３
名
の
生

活
を
高
校
卒
業
ま
で
送
っ
た
。

現
在
は
南
町
か
ら
黒
橋
へ
の
道
路
拡
張
に
よ
り

建
物
は
撤
去
さ
れ
昔
の
面
影
は
皆
無
で
あ
る
。

上
田
高
校
を
卒
業
し
て
、
大
学
及
び
新
入
社
員

時
代
の
生
活
は
東
京
で
送
っ
た
。

結
婚
後
数
年
間
は
東
京
で
新
居
を
構
え
た
が
、

そ
の
後
春
日
部
市
に
居
を
移
し
、
現
在
に
至
っ
て

い
る
。

Ⅲ
．
職
業
歴

大
学
卒
業
後
、
東
京
生
命
保
険
会
社
に
入
社
、

財
務
部
を
経
て
、
野
村
総
合
研
究
所
で
学
ん
だ
。

２７
歳
の
と
き
、
資
本
自
由
化
の
波
に
よ
り
、
外
資

系
保
険
会
社
ア
メ
リ
カ
ン
ラ
イ
フ
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ

ン
ス
カ
ン
パ
ニ
ー
（ア
リ
コ
ジ
ャ
パ
ン
）
の
日
本
進

出

（外
資
第

一
号
）
の
認
可
申
請
及
び
経
営
に
携

わ
り
、
そ
の
後
４．
歳
の
と
き
オ
ラ
ン
ダ
の
保
険
会

社
ナ
シ
ョ
ナ
ー
レ
。
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
デ
ン
生
命
保

険
会
社

（Ｉ
Ｎ
Ｇ
生
命
）
の
認
可
申
請
及
び
経
営

に
携
わ
り
、
更
に
４９
歳
の
と
き
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
の

保
険
会
社
ス
カ
ン
デ
ア
の
認
可
中
請
に
携
わ
っ
た
。

じ
、
身
近
な
存
在
で
あ
る
。
そ
の
お
返
し
の
つ
も

り
で
こ
の
原
稿
を
書
い
た
。
郷
里
の
機
関
紙
で
あ

る
の
で
極
々
身
内
の
つ
も
り
で
、
自
分
の
歩
ん
で

き
た
道
と
，
こ
れ
か
ら
歩
も
う
と
し
て
い
る
人
生

を
過
去
へ
の
自
省
と
未
来
へ
の
刺
激
と
し
て
記
し

て
見
よ
う
と
思
う
（）
懐
か
し
い
郷
里
小
諸
の
先
輩

諸
氏
と
の
大
勢
の
ご
縁
を
深
め
る
こ
と
が
出
来
れ

ば
幸
い
と
思
う
。

最
初
に
６０
歳
ま
で
の
人
生
を
お
伝
え
し
、
そ
の

あ
と
学
園
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
た
い
と
思
う
。

Ⅱ
．
小
諸
時
代

私
の
小
諸
時
代
は
生
ま
れ
て
か
ら
高
校
卒
業
ま

で
の
１８
年
間
で
あ
る
ｃ
小
諸
町
（当
時
）
南
町
の
丁

度
石
原
町
か
ら
下
っ
て
き
て
南
町
と
突
き
当
た
っ

た
場
所
に
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
木
造
三
階
建
の

家
が
１８
年
間
の
生
家
で
あ
る
。
祖
父
は
鷹
之
助
と

い
い
小
諸
町
で
魚
菜
市
場
を
営
ん
で
い
た
。
そ
の

関
係
で
住
ま
い
も
木
造
三
階
建
て
で
あ
り
、
そ
こ
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そ
の
後
生
保
損
保
の
相
互
乗
り
入
れ
の
動
き
の
中
、

富
士
火
災
、
興
和
火
災
や
外
資
の
ア
ン
ソ
ワ
ー
ル

保
険
会
社
の
特
別
顧
問
等
を
歴
任
し
た
。

２４
歳
か

ら
５０
歳
後
半
ま
で
は
保
険
会
社
だ
け
の
職
業
経
験

で
あ
る
。
こ
の
間
５０
歳
か
ら
５５
歳
ま
で
共
栄
大
学

国
際
経
営
学
部
で
非
常
勤
講
師
と
し
て
保
険
論
の

講
座
を
受
け
持
っ
た
。

５９
歳
に
な
り
、
後
述
の
経
緯
に
よ
り
不
登
校
の

児
童
生
徒
の
た
め
の
学
園
を
設
立
し
て

（平
成
１５

年
）
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

Ⅳ
．
職
業
以
外
の
社
会
活
動

勤
務
し
な
が
ら
３５
歳
か
ら
５５
歳
ま
で
に
行
っ
て

き
た
社
会
活
動
は
、
主
に
地
域
活
動
と
Ｐ
Ｔ
Ａ
活

動
で
あ
る
。

１
．
地
域
活
動

３９
歳
の
と
き
現
在
の
住
所
に
居
を
移
し
、
新
た

な
自
治
会
を
作
り
、
初
代
の
自
治
会
長
に
就
任
し

た
。
同
時
に
民
生
児
童
委
員
に
選
任
さ
れ
、
民
生

委
員
９
年
、
自
治
会
長
４
年
、
地
区
長
１３
年
計
１７

年
間
春
日
部
市
の
地
域
活
動
に
従
事
し
た
。
春
日

部
市
を
中
心
に
市
及
び
埼
玉
県
の
地
域
活
動
を
通

じ
、
多
く
の
知
人
を
得
た
。

２
．
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動

４．
歳
の
と
き
に
子
供
の
通
う
小
学
校
の
Ｐ
Ｔ
Ａ

会
長
の
依
頼
を
受
け
た
．
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
し

て
、
地
区
長
と
し
て
の
合
間
に
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
が
で

き
る
か
ど
う
か
迷
っ
た
が
年
数
回
と
い
う
こ
と
で

引
き
受
け
た
。
引
き
受
け
て
み
る
と
毎
週
何
ら

か
の
行
事
や
会
議
が
あ
り
閉
口
し
た
が
、
Ｐ
Ｔ
Ａ

の
会
議
は
土
曜
日
、
地
域
活
動
は
日
曜
日
と
定
め
、

仕
事
と
の
調
整
を
し
た
。
し
か
し
、
１
年
を
経
過

す
る
と
春
日
部
市
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
会
長
、
埼
玉

県
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
会
長
、
そ
し
て
社
団
法
人
日

本
Ｐ
Ｔ
Ａ
全
国
協
議
会
会
長
と
１４
年
に
わ
た
り

Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
に
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

仕
事
と
の
調
整
は
当
初
大
変
で
あ
っ
た
が
、
外

資
系
保
険
会
社
で
の
恵
ま
れ
た
立
場
に
い
た
の
で

地
域
活
動
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
も
相
当
長
き
に
わ
た
り
、

全
う
で
き
た
こ
と
は
幸
い
で
あ
っ
た
。

日
本
の
保
険
会
社
以
外
に
ア
メ
リ
カ
、
ォ
ラ
ン

ダ
、
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
等
の
保
険
会
社
で
の
経
験
は

実
体
験
と
し
て
海
外
を
知
る
機
会
と
な
っ
た
が
、

合
わ
せ
て
、
地
域
活
動
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
を
通
じ
、

地
域
社
会
や
教
育
の
世
界
、
行
政
関
係
者
と
の
知

遇
を
得
て
、
産
業
界
、
教
育
界
、
行
政
関
係
を
連

携
し
て
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
埼
玉
県
や
国
の
審
議
会
等
委
員
に

な
っ
た
折
に
、
大
変
役
に
立
ち
、
堂
々
と
自
己
主

張
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
経

験
が
６０
歳
を
目
前
に
し
て
，
保
険
会
社
の
全
て
の

役
職
を
退
き
，
ま
た
、
全
て
の
公
職
を
退
き
、
裸

一
貫
で
不
登
校
の
為
の
学
校
を
設
立
す
る
た
め
の

精
神
的
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
な
っ
た
。
そ
の
後
の
学

校
経
営
に
も
大
い
に
役
に
立
っ
た
。

Ｖ
．

松
実
高
等
学
園
の
設
立

１
．
学
園
設
立
の
経
緯

（１
）
不
登
校
問
題
へ
の
か
か
わ
り

不
登
校
の
児
童
生
徒
の
問
題
は
２０
年
前
頃
か
ら

社
会
的
問
題
と
な
り
ま
し
た
。
私
自
身
は
会
社
勤

め
を
し
な
が
ら
、
長
年
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
を
し
て
き
ま
し

た
。
児
童
生
徒
の
問
題
行
動
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
る
不
登
校
や
い
じ
め
問
題
に
つ
い
て
特
に
関
心

を
持
ち
、
文
部
科
学
省
の
児
童
生
徒
の
問
題
行
動

調
査
協
力
員
会
議
の
メ
ン
バ
ー
や
埼
玉
県
Ｐ
Ｔ
Ａ

連
合
会
の
会
長
と
し
て
、
数
々
の
提
案
を
し
て
ま

い
り
ま
し
た
。
そ
の
一
例
が
埼
玉
県
公
立
中
学
校

４
２
０
校
に
配
置
さ
れ
た
さ
わ
や
か
相
談
員
制
度

で
す
。

（２
）
不
登
校
生
の
学
校
設
立
、
高
等
部
の
開
校

し
か
し
、
相
談
所
の
設
置
は
あ
く
ま
で
相
談
で

あ
り
、
日
常
的
に
児
童
生
徒
に
接
し
、
毎
日
通
学

し
て
教
育
を
う
け
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
児
童
生
徒
を
毎
日
受
け
入
れ
そ
の
児
童
生
徒

の
教
育
を
行
う
教
育
機
関
が
現
実
に
は
な
い
状
況

で
し
た
。
児
童
生
徒
が
学
校
以
外
に
学
ぶ
居
場
所

の
設
置
が
必
要
だ
と
痛
感
し
て
、
平
成
１５
年
２
月

に
勤
務
を
や
め
、
不
登
校
生
徒
の
居
場
所
と
し
て

の
私
的
教
育
機
関
松
実
高
等
学
園
を
設
立
し
ま
し

た
。
単
に
私
的
な
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
的
な
教
育
機

関
で
は
信
用
を
勝
ち
取
る
ま
で
に
は
相
当
な
年
月

が
か
か
る
と
判
断
し
て
、
学
校
教
育
法
を
根
拠
と

す
る
通
信
制
高
校
と
の
連
携
に
よ
り
、
松
実
高
等

学
園
に
通
園
す
る
だ
け
で
高
校
卒
業
資
格
が
取
得

で
き
る
技
能
連
携
校
の
認
可
を
埼
玉
県
か
ら
取
得
、

正
式
な
教
育
機
関
と
し
て
高
校
の
不
登
校
生
や
中

退
者
へ
の
対
応
を
始
め
ま
し
た
。

（３
）
初
等
部
。
中
等
部
の
開
校

小
学
生
や
中
学
生
の
不
登
校
受
け
入
れ
先
は
全

国
で
も
殆
ど
無
い
状
況
で
し
た
の
で
、
文
部
科
学

省
の
初
等
中
等
局
長
に
働
き
か
け
、
松
実
高
等
学

園
に
通
う
こ
と
に
よ
り
、
在
籍
校
に
行
か
な
く
て

も
出
席
扱
い
に
な
る
と
い
う
文
部
科
学
省
通
達
適

用
校
と
し
て
初
等
部
中
等
部
を
開
校
し
た
。
児
童

生
徒
の
在
籍
学
校
と
の
連
携
を
と
り
な
が
ら
不
登

校
や
中
退
者
へ
の
対
応
を
始
め
ま
し
た
。

（４
）
学
園
の
使
命

ス
ウ
エ
ー
デ
ン
で
は

「障
害
は
環
境
に
対
す
る

不
適
合
を
い
う
の
で
あ
り
、
環
境
に
適
合
す
れ
ば

障
害
で
は
な
い
」
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま
す
。
ま

さ
に
不
登
校
は
学
習
環
境
に
対
す
る
不
適
合
で
す

か
ら
、
適
合
す
る
新
た
な
学
習
環
境
を
創
れ
ば
い

い
と
い
う
考
え
で
学
園
の
社
会
的
使
命
を
確
立
し

ま
し
た
。

初等部の校庭
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（５
）
株
式
会
社
で
の
運
営

そ
の
た
め
新
た
な
学
習
環
境
を
用
意
す
る
た
め

に
、
教
職
員
の
充
実

（少
人
数
ク
ラ
ス
）
や
教
育
設

備
の
拡
充
等
当
初
予
定
し
た
以
上
に
資
金
が
必
要

と
な
り
、
個
人
の
資
金
で
は
到
底
対
応
で
き
る
も

の
で
は
な
く
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
ま
た
、
金

融
機
関
と
の
取
引
も
個
人
で
は
限
度
が
あ
り
、
生

徒
数
が
８０
名
を
超
え
た
平
成
１８
年
１１
月
に
Ｉ
Ｓ
Ｍ

株
式
会
社
を
設
置
し
て
株
式
会
社
に
よ
る
学
園
活

動
に
切
り
換
え
ま
し
た
。
株
式
会
社
で
あ
る
こ
と

に
よ
り
消
費
税
や
法
人
税
の
納
税
が
あ
り
、
ま
た
、

一
切
の
補
助
金
の
支
援
も
な
い
ま
ま
、
運
営
は
極

め
て
厳
し
い
状
況
で
し
た
。

（６
）
多
く
の
子
ど
も
た
ち
の
夢
と
希
望
を
叶
え
る

た
め
に

今
後
更
に
増
加
す
る
と
予
想
さ
れ
る
発
達
障
害

児
童

・
生
徒
を
含
め
た
不
登
校
の
児
童

。
生
徒
を

受
け
入
れ
更
に
充
実
し
た
学
習
環
境
の
下
で
、
学

園
独
自
の
教
育
方
針
に
よ
り
、
不
登
校
生
の
自
立

を
積
極
的
に
進
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
当
学
園
の
社
会
的
活
動
に
ご
賛
同

ご
協
力
し
て
い
た
だ
け
る
方
に
活
動
の
ご
支
援
を

お
願
い
し
て
、
学
園
の
活
動
基
盤
の
安
定
を
図
り
、

不
登
校
児
童

・
生
徒
の
一
層
の
自
立
の
為
の
教
育

活
動
に
専
念
で
き
る
体
制
を
築
い
て
い
く
必
要
を

痛
感
し
て
お
り
ま
す
。

２
．
松
実
高
等
学
園
の
概
要

（１
）
学
園
の
使
命

・
教
育
目
的

不
登
校
の
主
な
原
因
は
、
個
々
の
児
童
生
徒
に

対
す
る
学
習
環
境
の
場
が
現
在
の
教
育
シ
ス
テ
ム

で
は
多
様
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
と
位
置

づ
け
ま
し
た
。
同
一
学
年
同
一
授
業
に
よ
り
画
一

的
な
現
在
の
学
校
教
育
制
度
で
は
、
個
々
の
教
育

環
境
や
教
育
段
階
に
応
じ
て
多
様
化
す
る
児
童
生

徒
の
学
習
需
要
に
対
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
ｃ

こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
不
登
校
児
童
生
徒
が
減
る

ど
こ
ろ
か
か
え
つ
て
増
加
す
る
と
思
慮
し
ま
す
ｃ
ま

た
こ
の
事
は

一
い
じ
め
」
を
は
じ
め
、
児
童

・
生

徒
の
問
題
行
動
の
増
加
の
重
要
な
要
因
に
な
っ
て

い
る
と
も
言
え
ま
す

こ
の
よ
う
な
教
育
環
境
に
鑑
み
、
当
学
因
で
は
、

不
登
校
児
童
生
徒
に
留
ま
ら
ず
、
学
習
環
境
の
不

適
合
な
幼
児
・児
童
・生
徒
に
対
す
る
学
同
と
し
て
、

個
々
の
幼
児

・
児
童

・
生
徒
等
に
対
す
る
個
々
の

学
習
環
境
を
創
造
し
て
提
供
す
る
学
園
と
し
て
今

後
の
活
動
を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

学
園
の
使
命

一
個
々
の
学
習
者
の
適
性
に
対
応

し
た
学
習
環
境
を
創
造
す
る

学
園
の
教
育
目
的

一
自
立
と
共
生

（２
）
現
在
の
活
動

（平
成
２８
年
度
現
在
在
籍
者

３
３
０
名
、
卒
業
生
数
８
６
１
名
）

不
登
校
児
童
生
徒
に
対
す
る
学
習
環
境
の
創
造

事
業

①
松
実
高
等
学
園
高
等
部

（埼
玉
県
認
可
）
一

在
籍
者
２
０
０
名

②
松
実
高
等
学
園
中
等
部

（文
部
科
学
省
通
達

適
用
校
）
一
在
籍
者
１
０
０
名

③
松
実
高
等
学
園
初
等
部

（文
部
科
学
省
通
達

適
用
校
）
一
在
籍
者

３０
名

高等部の生徒

中等部の運動会

「北
国
街
道
小
諸
宿
の
お
人
形
さ
ん
め
ぐ
り
」
も

今
年
で
１３
回
目
を
迎
え
ま
す
。
東
京
小
諸
会
会
員

の
皆
様
の
中
に
は
、
既
に
何
度
も
お
越
し
下
さ
っ

た
方
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
ど
ん
な
イ
ベ
ン

ト
な
の
か
、
少
し
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
ｃ

期
日
は
平
成
２９
年
２
月
１８
日

（土
）
～
３
月
５

日

（日
）。
本
町
通
り
。
ほ
ん
ま
ち
町
屋
館
。
本
陣

主
屋

・
与
良
館
を
メ
イ
ン
会
場
に
、
相
生
町

・
大

手

・
市
町
・
与
良
の
商
店
や
個
人
宅
約
１
０
０
軒

ほ
ど
に
お
雛
さ
ま
や
つ
る
し
飾
り
が
飾
ら
れ
、
城

下
町
の
風
情
残
る
町
並
み
が
お
雛
さ
ま
で
彩
ら
れ

ま
す
。
特
に
ほ
ん
ま
ち
町
屋
館
で
は
、

３０
本
に
の

ぼ
る
色
鮮
や
か
な
手
作
り
の
つ
る
し
飾
り
と
、
享

保
雛
を
は
じ
め
と
し
た
小
諸
の
歴
史
を
感
じ
さ
せ

る
江
戸
時
代
か
ら
の
お
雛
さ
ま
も
数
多
く
展
示
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
期
間
中
、
協
賛
イ
ベ
ン
ト
や
つ

る
し
飾
り
の
体
験
教
室
、
高
齢
者
ク
ラ
ブ
主
催
の

わ
ら
馬
パ
レ
ー
ド
も
行
わ
れ
ま
す
ｃ
本
年
度
も
わ

ら
馬
作
り
教
室
を
開
催
す
る
予
定
で
す
。

厳
寒
の
２
月
に
小
諸
に
賑
わ
い
を
取
り
戻
す
べ

く
女
性
を
中
心
に
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
是
非
一
度

故
郷
の
イ
ベ
ン
ト
に
足
を
お
運
び
下
さ
い
。
温
か

な
お
も
て
な
し
の
心
で
皆
様
の
お
越
し
を
心
よ
り

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
先
　
ほ
ん
ま
ち
町
屋
館

電
話
　
０
２
６
７
１
２
５
１
２
７
７
０

⊂
コ
Ｆ
す
澪
ｏ
ヽ
＼
Ｅ
〓
Ｅ
・ヨ
”
ｏ
〓
く
“
末
”
⊇
ｏ
ｏ
ヨ
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一　
近
一碩
ｒ
気
に
な
る
こ
と

１
．
何
か
へ
ん
だ
な
ぁ

世
界
に
名
だ
た
る
長
寿

国
日
本
は
今
ま
さ
に
、
少
子

高
齢
化
が
進
み
、
そ
の
人
口

構
造
は
我
々
の
社
会
環
境

を
根
底
か
ら
変
え
て
し
ま
お
う
と
し
て
い
ま
す
。

図
表
化
す
る
と
、
１
９
７
０
年
代

（約
４５
年
前
）

は
男
女
共
に
年
齢
が
高
齢
に
な
る
に
従
い
人
口
数

が
少
な
く
な
り
見
た
目
に
も
き
れ
い
な
ピ
ラ
ミ
ッ

ト
型
を
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
２
０
５
０
年

（約
３５
年
後
）
に
は
こ
の
型
が
逆
転
し
て
し
ま
い
、

高
齢
社
会
の
様
相
を
示
す
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
高
齢
者

（６５
歳
以
上
）
を

一
人

支
え
る
に
は
２０
～
６４
歳
の
人
は
、
１
９
３
０
年
代

は
約
９
人
だ
っ
た
が
、
２
０
５
０
年
に
は
１
・
２

人
で
支
え
る
よ
う
に
な
る
そ
う
で
す
。

現
在
の
日
本
の
社
会
保
障
制
度
は
、
現
役
世
代

が
高
齢
者
を
支
え
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
ま
ま
現
在
の
社
会
シ
ス
テ
ム
を
継
続
し
て
い

く
こ
と
は
、
と
て
も
で
は
な
い
が
難
し
く
な
る
と
、

憂
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
現
実
か
な
り
の
ス
ピ
ー

ド
で
超
高
齢
社
会
が
進
ん
で
い
る
一
方
、
出
生
率

が
伸
び
な
い
と
い
っ
た
少
子
化
時
代
に
突
入
し
て

い
る
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

国
は

「税
と
社
会
保
障
の
一
体
改
革
」
と
称
し
、

政
策
を
打
ち
出
し
ま
し
た
が
、
そ
の
財
源
と
な
る

消
費
税
増
税
を
再
延
期
す
る
こ
と
を
表
明
し
、
宙

東
京
小
議
会
理
事

‐‐（一
罐
一馘

に
浮
い
て
し
ま
い
ま
し
た
ｃ

医
療
と
年
金
、
雇
用
問
題
、
子
育
て
、
格
差
の

是
正
等
々
諸
問
題
に
メ
ス
を
入
れ
る
た
め
に
約
束

さ
れ
た
筈
で
す
。
し
か
し
、
可
笑
し
な
こ
と
に
財

源
の
め
ど
も
立
た
な
い
の
に
、
社
会
保
障
の
充
実

策
と
言
っ
て
よ
い
の
か
、
各
党
と
も
選
挙
公
約
に

充
実
策
を
掲
げ
そ
の
場
し
の
ぎ
で
調
子
の
良
い
こ

と
を
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
選
挙
の
終
わ
っ
た
後

ど
う
す
る
の
か
、
財
源
を
伴
っ
た
ど
ん
な
実
行
策

を
打
ち
出
す
の
か
、
じ
っ
く
り
見
届
け
た
い
と
こ

ろ
で
す
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
高
齢
者
の
医
療
費
の
負
担
増
、

介
護
保
険
の
引
き
上
げ
、
要
介
護
者
の
低
い
所
得

の
方
へ
の
サ
ー
ビ
ス
等
が
か
さ
み
、　
一
方
で
は
給

付
減
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
や
り
方
に
、
政
治
や
社
会
保
障
政
策
に

対
す
る
国
民
の
思
い
は
不
信
や
将
来
へ
の
不
安
を

高
め
、
経
済
の
好
循
環
等
夢
の
ま
た
夢
、
挙
句
の

果
て
消
費
を
冷
や
し
、
逆
に
経
済
低
迷
の
一
因
に

繋
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
と
こ

ろ
で
す
。

消
費
税
増
税
は
、
将
来
の
世
代
の
た
め
に
も
引

き
上
げ
て
い
く
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
ｃ
増
税

は
生
活
に
直
接
的
に
負
担
を
掛
け
ま
す
が
、
今
後

社
会
保
障
費
の
国
民
の
負
担
増
の
流
れ
は
加
速
す

る
で
し
ょ
う
。
た
だ
負
担
の
歪
は
調
整
す
る
。
例

え
ば
経
済
的
に
余
裕
の
あ
る
人
に
は
、
高
齢
者
と

い
え
ど
も
負
担
増
を
求
め
、
給
付
を
削
減
す
る
こ

と
を
求
め
て
い
く
等
の
策
を
施
し
、
更
に
国
民
負

担
率
を
検
討
す
べ
き
と
思
い
ま
す
。

国
民
負
担
率
と
は
、
所
得
に
対
す
る
税
及
び
社

会
保
険
料

（年
金
、
健
康
保
険
、
失
業
保
険
等
々
）

の
比
率
の
事
で
数
字
が
高
い
ほ
ど
国
民
が
税
や
保

険
料
を
支
払
っ
て
い
る
事
に
な
り
ま
す
。
負
担
率

が
低
い
ほ
ど
幸
せ
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
負
担
し
た

分
の
内
、
国
民
サ
ー
ビ
ス
ヘ
の
還
元
率
が
高
い
ほ

ど
手
厚
い
福
祉
を
受
け
、
多
額
の
税
金
を
払
っ
て

も
、
そ
れ
に
見
合
う
だ
け
の
生
活
を
送
る
理
屈
に

な
り
ま
す
。

因
み
に
、
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
と
日
本
を
比
較
す
る

と
国
民
負
担
率
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
６５
％
日
本
４．
％
、

還
元
率
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
４．
％
日
本
２４
％
で
す
ｏ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は

コ
局
福
祉
、
高
負
担
」、
日
本

は
「低
福
祉
、
低
負
担
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
」^
つ

ま
り
日
本
の
将
来
は
少
子
高
齢
社
会
が
進
み
、
高

負
担
に
な
る
こ
と
は
確
実
で
す
ｃ
高
負
担
の
痛
み

を
覚
悟
し
て
で
も
、
低
福
祉
で
な
く
高
福
祉
の
社

会
を
目
指
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
）^

そ
れ
に
は
、
国
は
こ
の
現
状
を
き
ち
ん
と
説
明

し
、
ぶ
れ
な
い
社
会
保
障
の
全
体
像
そ
し
て
、
将

来
を
見
据
え
た
未
来
図
を
早
急
に
示
し
て
欲
し
い

と
願
う
も
の
で
す
。

２
．
い
い
こ
と
や

っ
て
る
国
だ
な
ぁ

●
少
子
化
対
策
に
成
功
し
た
国

フ
ラ
ン
ス

（人
口
６
６
０
０
万
人
）
は
、

３０
年

前
の
人
口
に
比
べ
て
約
１
０
０
０
万
人
が
増
え
た

そ
う
で
す
。
出
生
率
は
女
性
一
人
当
た
り
生
む
子

供
は
２
人
強
で
す
。

子
供
が
出
来
て
も
仕
事
を
失
わ
な
い
制
度
、
育

児

・
保
育
制
度
の
充
実
、
３
人
の
子
供
が
い
る
場

合
は
子
供
が
２０
歳
に
な
る
ま
で
手
厚
い
家
族
手
当

が
支
給
さ
れ
る
等
々
「産
め
ば
産
む
ほ
ど
有
利
な

シ
ス
テ
ム
」
が
数
多
く
運
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
、　
一
世
紀
に
わ
た
り
少

子
化
対
策
に
取
り
組
ん
で
き
た
フ
ラ
ン
ス
で
す
が
、

日
本
も
７
フ
ン
ス
の
政
策
を
研
究
し
て
い
る
と
聞
き

ま
す
。
国
民
性
、
家
族
政
策
の
違
い
等
様
々
な
克

服
す
る
問
題
が
あ
る
と
は
い
え
、
将
来
を
見
据
え

た
、
国
民
が
納
得
す
る
策
を
期
待
し
た
い
も
の
で
す
ｃ

只
、
国
全
体
が
負
担
と
い
う
痛
み
を
背
負
っ
て

い
か
な
い
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
は
中
々
う
ま

く
い
か
な
い
で
し
ょ
う
ｃ
国
民
負
担
率
の
上
昇
を

納
得
す
る
覚
悟
を
持
ち
、
少
子
化
対
策
に
当
た
る

べ
き
と
思
い
ま
す
が
、
如
何
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

因
み
に
、
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
の
国
民
負
担
率
の
比

較
を
す
る
と
次
の
通
り
で
す
ｃ

フ
ラ
ン
ス
の
国
民
負
担
率
６０
％

（税
３５
％
・
社

会
保
険
２５
％
）、
日
本
の
国
民
負
担
率
４．
％

（税

２４
％
。
社
会
保
険
１７
％
）
で
す
ｏ

●
認
知
症
が
重
症
化
し
な
い
ケ
ア
に
取
り
組
む
国

ス
ウ
エ
ー
デ
ン

（人
口
９
６
０
万
人
、
国
民
負

担
率
６５
％
）
は
、
認
知
症
介
護
の
先
進
国
と
し
て

世
界
中
の
注
日
を
浴
び
て
い
ま
す
が
、
１
９
７
０

年
代
に
高
齢
社
会
を
迎
え
、
高
齢
者
ケ
ア
の
軸
足

を

「医
療
中
心
」
か
ら

「福
祉
中
心
」
に
転
換
し
、

認
知
症
に
か
か
る
費
用
の
内
８５
％
が
福
祉
用
ケ
ア

に
振
り
向
け
ら
れ
医
療
は
５
％
に
と
ど
め
病
院
数

堀trl‐|
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は
極
限
ま
で
減
ら
し
た
そ
う
で
す
。

そ
の
認
知
症
ケ
ア
と
は

「オ
ム
ソ
ー
リ
」
ケ
ア

と
呼
ば
れ
、
ま
ず
介
護
さ
れ
る
人
の
必
要
な
ケ
ア

は
何
か
を
良
く
観
察
し
、
本
人
が
自
分
で
出
来
る

こ
と
は
手
伝
わ
ず
、
出
来
な
い
こ
と
を
援
助
す
る
。

い
わ
ゆ
る

「世
話
」
で
は
な
く

「自
立
支
援
」
す

Ｚの
。ア

ン
ダ
ー
ナ
ー
ス
と
呼
ば
れ
る
基
礎
的
な
医
療

の
勉
強
を
修
め
た
介
護
ス
タ
ッ
フ
が
中
心
と
な
り
、

認
知
症
チ
ー
ム
、
在
宅
リ
ハ
ビ
リ
チ
ー
ム
、
看
取

リ
チ
ー
ム
等
専
門
性
あ
る
チ
ー
ム
が
編
成
さ
れ
て

い
る
。

医
師
の
認
知
症
の
診
断
が
終
れ
ば
、
「オ
ム
ソ
ー

リ
」
ケ
ア
を
担
う
人
々
に
引
き
継
が
れ
、
介
護
さ

れ
る
人
の
ニ
ー
ズ
や
症
状
に
合
わ
せ
て
対
応
す
る

が
、
い
わ
ば
生
命
力
を
引
き
出
す
自
立
支
援
の
ケ

ア
を
す
る
。
そ
の
結
果
、
認
知
症
に
な
っ
て
も
多

く
の
人
が
軽
度
に
と
ど
ま
り
、
自
宅
で
過
ご
し
て

お
り
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
は
一
日
１５
分
。
認
知
症
高

齢
者
の
４５
％
が
一
人
暮
ら
し
を
続
け
て
い
ま
す
。

日
本
も
団
塊
世
代
が
高
齢
を
迎
え
る
２
０
３
５

年
に
は
、
急
激
に
認
知
症
の
発
症
率
が
高
ま
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
に
学
ぶ
ま

で
も
な
く
国
と
し
て
充
分
に
検
討
に
値
す
る
課
題

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
認
知
症

対
策
は
、
藤
原
瑠
美
さ
ん

（ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
イ
・

プ
ラ
ネ
ッ
ト
代
表
）
の
講
演
を
伺
い
、
心
に
響
く

話
し
と
し
て
印
し
ま
し
た
。

●
人
生
の
終
末
期

「よ
き
死
」
を
ど
う
選
ぶ
か

オ
ラ
ン
ダ

（人
ロ
ー
７
０
０
万
人
、
高
齢
化
率

・６
％

〈参
考

¨
日
本
２３
％
と

の
「安
楽
死
法
」
は

成
立
す
る
ま
で
に
は
長
い
歴
史
が
あ
り
、
そ
の
き
っ

か
け
は
１
９
７
３
年
、
あ
る
医
師
が
実
の
親
を
安

楽
死
さ
せ
た
事
件
が
き
っ
か
け
で
国
民
的
な
議
論

に
発
展
し
た
の
が
始
ま
り
だ
そ
う
で
す
。

そ
の
後
、
多
々
な
複
雑
な
事
件
の
検
討
や
議
論

を
重
ね
、
２
０
０
２
年
に
安
楽
死
法
（正
式
名
称
‥

要
請
に
よ
る
生
命
の
終
結
及
び
自
死
の
援
助
審
杢

法
）
が
成
立
し
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

安
楽
死
が
認
め
ら
れ
る
に
は
、
例
え
ば
本
人
の

切
な
る
要
請
が
あ
る
こ
と
、
既
に
医
療
的
な
苦
痛

が
あ
る
こ
と
、
他
に
合
理
的
解
決
策
が
見
つ
か
ら

な
い
こ
と
、
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン

（独
立
し
た

医
師
）
の
判
断
が
必
要
等
々
、
様
々
の
要
件
が
満

た
さ
れ
審
査
委
員
会
等
の
様
々
の
し
く
み
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
ら
を
通
っ
た
も
の
が
最
終
的
に
判

断
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

オ
ラ
ン
ダ
で
法
律
が
施
行
さ
れ
た
２
０
０
２
年

に
１
８
８
２
人
、
２
０
１
２
年
は
４
１
８
８
人
の

方
々
が
申
請
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
他
ベ
ル
ギ
ー
で
も
合
法
化
さ
れ
る
等
、
い

く
つ
か
の
国
々
で
も
安
楽
死
の
理
解
が
深
ま
っ
て

き
て
い
る
よ
う
で
す
。

要
は
、
オ
ラ
ン
ダ
で
は
個
人
の
自
己
決
定
が
尊

重
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
関
わ
る
関
係
者
が
納
得
出

来
る
ま
で
議
論
を
尽
く
す
、
開
か
れ
た
国
民
性
が

あ
る
こ
と
が
合
法
化
に
至
っ
た
経
緯
の
よ
う
で
す
。

日
本
も
本
人
が
正
常
な
意
思
と
判
断
力
を
持
っ
て
、

自
ら
の
考
え
で

「よ
き
死
」
を
選
び
、
周
り
に
も

納
得
し
て
も
ら
え
る
、
そ
ん
な
法
律
が
出
来
れ
ば

と
思
い
ま
す
。
人
間
の
尊
厳
を
保
っ
て
死
を
迎
え

る
こ
と
は
、
即
ち
生
命
倫
理
に
関
す
る
繊
細
で
複

雑
な
問
題
が
絡
み
、
ハ
ー
ド
ル
は
決
し
て
低
く
な

い
と
思
い
ま
す
。
議
論
が
深
ま
っ
て
い
け
ば
い
い

で
す
ね
。

３
．
と
も
に
明
日
ヘ

「人
生
１
０
０
歳
時
代
の
設
計
図
」
と
称
し
、
健

康
寿
命
社
会
の
実
現
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め

る
神
奈
川
県
。

県
知
事
は
、
１
０
０
歳
ま
で
輝
き
続
け
る
こ
と

が
出
来
る
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
を
描
け
る
よ
う
な
社
会

を
つ
く
っ
て
い
」う
と
、
強
い
熱
意
の
も
と
、
今
年

キ
ッ
ク
オ
７
ン
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

ま
さ
に
超
高
齢
社
会
へ
の
挑
戦
で
あ
り
、
そ
の

構
想
や
様
々
の
政
策
が
折
り
込
ま
れ
、
新
た
な
持

続
可
能
な
社
会
シ
ス
テ
ム
に
変
え
て
い
く
取
り
組

み
で
す
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
大
勢
の
県
民
が
参
加
さ
れ

熱
気
溢
れ
る
も
の
で
し
た
。

県
民
の
一
人
と
し
て
、
今
後
、
実
行
段
階
の
政

策
を
楽
し
み
に
し
て
、
自
分
に
出
来
る
も
の
で
あ

れ
ば
参
加
す
る
気
持
ち
を
強
く
持
ち
ま
し
た
。

各
自
治
体

（県
市
町
村
）
で
は
、
福
祉
策
、
町
お

こ
し
策
、
人
口
減
対
策
等
々
様
々
な
施
策
に
自
発

的
な
取
り
組
み
を
さ
れ
、
人
々
を
引
き
つ
け
る
努

力
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
な
メ
デ
ィ
ア

を
通
し
て
目
に
し
ま
す
。
わ
が
故
郷
小
諸
も

ク魅

力
あ
る
住
ん
で
み
た
い
町
″
と
人
々
に
言
わ
れ
る

よ
う
皆
で
応
援
し
ま
し
ょ
う
。

小
諸
市
に
ゆ
か
り
の
深
い
島
崎
藤
村
が
、
明
治

学
院
の
第
１
期
卒
業
生
で
あ
る
と
い
う
つ
な
が
り

か
ら
、
小
諸
市
と
明
治
学
院
大
学
は
、
文
化
、
産
業
、

教
育
、
学
術
等
の
分
野
で
相
互
に
協
力
し
、
相
互

の
発
展
と
人
材
の
育
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
平
成
１８
年
に

「協
働
連
携
に
関
す
る
基

本
協
定
」
を
締
結
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の

ご
縁
で
、
毎
年
１１
月
下
旬
に
港
区
白
金
に
あ
る
明

治
学
院
大
学
白
金
キ
ャ
ン
パ
ス
で
行
わ
れ
る
ク
リ

ス
マ
ス
ツ
リ
ー
点
灯
式
に
、
平
成
１９
年
か
ら
小
諸

市
の
小
学
校
生
徒
が
招
か
れ
て
順
番
に
参
加
し
て

お
り
ま
す
。

平
成
２５
年
か
ら
２
順
目
に
入
り
、
今
年
は
東
小

学
校
の
６
年
生
全
員

（５７
名
）
が
参
加
し
ま
す
。

ど
う
ぞ
、
生
徒
さ
ん
を
元
気
づ
け
る
た
め
、
応

援
に
駆
け
付
け
て
下
さ
る
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
っ

一
、
日
時
　
平
成
２８
年
１１
月
２５
日

（金
）

・６
時
３０
分
～

二
、
場
所
　
明
治
学
院
大
学
白
金
キ
ャ
ン
パ
ス

（港
白
金
台
白
金
台
１
１
２
１
３７
）

平成 27年参加の千曲小学校
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ま
ず
新
幹
線
が
開
通
し
、
そ
の
あ
お
り
を
受
け

て
信
越
本
線
が
廃
止
さ
れ
、
小
諸
は
特
急
電
車
の

停
車
す
る
町
か
ら
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の

『し
な
の

鉄
道
』
の
一
駅
で
、
ロ
ー
カ
ル
線
の
小
海
線
と
の

接
続
駅
の
町
と
し
て
の
位
置
付
け
し
か
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
た
、
長
野
道
の
イ
ン
タ
ー

が
山
の
上
の
方
に
で
き
た
こ
と
に
よ
り
、
小
諸
の

市
街
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
非
常
に
不
便
に
な
っ
て
し

ま
つ
た
と
、
車
で
の
帰
省
の
度
に
思
っ
て
い
ま
す
。

小
諸
の
街
並
み
の
歴
史
は
、
皆
様
も
ご
存
じ
か

と
思
い
ま
す
が
、
『小
諸
市
誌
』
に
よ
れ
ば
、
大

井
伊
賀
守
光
忠
が
築
城
し
た

『鍋
蓋
城
』
の
周
辺

近
く
に
散
在
す
る
集
落
の
農
民
た
ち
が
、
徐
々
に

城
下
に
集
ま
り
始
め
、
裏
町
・
横
町
。
中
町

・
市

町
。
本
町
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
天
正

十
八
年

（
一
五
八
〇
年
）
仙
石
秀
久
が
小
諸
に
初

代
小
諸
城
主
と
し
て
入
封
し
、
城
の
大
改
修
と
城

下
町

（穴
城
の
形
態
か
ら
い
え
ば
城
上
町
か
）
の

大
整
備
に
着
手
し
、
い
わ
ゆ
る
小
諸
三
町
の
城
下

町
・
宿
場
町
と
し
て
の
整
備
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

仙
石
家
が
上
田
に
移
封
に
な
っ
た
後
は
、
松
平

家

・
青
山
家

・
酒
井
家

。
西
尾
家

・
松
平
家
と
変

わ
り
元
禄
十
五
年

（
一
七
〇
二
年
）
牧
野
康
重
が

一
万
五
千
石
で
入
封
し
、
明
治
ま
で
続
き
ま
し
た
。

こ
の
間
、
北
国
街
道
の
宿
場
町
と
し
て
、
更
に
牧

野
氏
の
城
下
町
と
し
て
商
工
業
の
中
心
地
と
し
て

栄
え
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

明
治
に
な
っ
て
か
ら
も
、
さ
ら
に
信
越
線
と
小
海

線
の
起
点
の
町
と
し
て
、
商
業
の
町
と
し
て
、
『小

諸
商
人
』
の
名
を
高
め
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
繁

栄
の
証
と
し
て
、
今
も
市
街
地
に
は
古
く
か
ら
の

建
物
が
残
っ
て
い
ま
す
。
観
光
案
内
に
も
掲
載
さ

れ
て
い
る
本
陣
間
屋
、
脇
本
陣
の
ほ
か
に
、
与
良

町
に
は
、
小
山
家

（江
戸
中
期
出
辰
家
）、
与
良
家

（江
戸
初
期

・
農
家
）、
小
山
家

（江
戸
初
期

・
旧

庄
屋
宅
）、
荒
町
に
は
嶋
田
屋

（江
戸
末
期
二
死
呉

服
商

・
下
駄
荒
物
）、
酢
久
商
店

（江
戸
後
期
・

味
嗜
醤
油
）、
本
町
に
は
結
城
屋

（江
戸
後
期

・

商
家
）、
大
塚
味
噌
醤
油
店

（江
戸
後
期

・
商
家
）、

塩
川
五
右
衛
門

（江
戸
後
期
・
庄
屋
問
屋
）、
大
塚

本
店

（江
戸
後
期

・
造
り
酒
屋
）
山
謙
酒
造

（江

戸
末
期

・
問
屋
場

・
造
り
酒
屋
）
等
の
江
戸
時
代

の
建
物
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
山
崎
長
兵

衛
商
店

（明
治
後
期

・
小
物

・
ア
ク
セ
サ
リ
ー
販

一５
、
高
屋
骨
董
店

（旧
小
諸
銀
行

。
明
治
中
期
）、

旧
繭
間
屋

（大
正
初
期
。
小
林
金
吾
商
店
）、
油
権

（明
治
後
期

・
竹
内
木
材
）、
桑
原
邸

（大
正
期
）

の
町
屋
や
、
私
た
ち
が
子
供
の
頃
に
は
個
人
の
お

宅
で
し
た
が
、
保
存
修
理
の
後
公
開
さ
れ
て
い
る

大
手
門
と
、
懐
古
園
の
入
り
回
の
三
の
門
等
の
多

く
の
古
い
建
物
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
小
諸
の
重
要
な
観
光
資
源
と
な
っ

て
お
り
、
小
諸
に
と
っ
て
重
要
な
宝
物
で
あ
り
ま

す
の
で
、
関
係
す
る
方
々
や
行
政
の
担
当
の
方
々

の
有
機
的
な
維
持
管
理
を
推
し
進
め
る
こ
と
を
希

望
し
ま
す
。

小
諸
の
古
い
町
並
み
の
他
に
、
私
が
故
郷
小
諸

に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
も
の
は
、
小
諸
の
町
の
各

家
々
に
埋
も
れ
て
い
る
古
文
書
の
こ
と
で
す
。

古
文
書
は
、
そ
の
中
味
を
紐
解
く
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
時
代
時
代
の
人
々
の
生
活
を
推
し
量
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
古
文
書
を
収
集
整

理
し
、
史
料
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
小

諸
の
商
業
の
繁
栄
の
歴
史
の
解
明
に
大
い
に
役
立

ち
、
ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
小
諸
も
見
え
て
く
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

我
が
実
家
に
も
、
昭
和
六
十
三
年
に
東
京
小
諸

会
の
高
橋
昭
平
相
談
役
の
ご
実
家
で
あ
る
高
橋
大

郎
氏
の
お
宅
よ
り
、
同
姓
の
集
ま
り
で
あ
る

「柳

田
会
」
に
寄
贈
さ
れ
た
古
文
書
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
、
柳
田
宗
家
に
あ
た
る
柳
田
藤
助
家
に
残
さ

れ
て
い
た
古
文
書
で
す
ｃ
そ
れ
が
お
位
牌
等
の
物

品
と

一
緒
に
高
橋
家
か
ら
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
古
文
書
を
、
郷
土
歴
史
家
の
故
大
塚
清
人

先
生
と
小
諸
市
立
郷
土
博
物
館
長
の
斉
藤
洋

一
先

生
に
監
修
整
理
を
し
て
い
た
だ
き
、
平
成
五
年

『小
諸
荒
町
柳
田
家
古
文
書
目
録
』
に
ま
と
め
あ
げ
、

上
梓
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
丁
度
、
仕
事
の

リ
タ
イ
ヤ
時
期
に
あ
っ
て
時
間
が
と
れ
る
私
の
父

が
発
行
責
任
者
と
な
り
上
梓
に
至
り
ま
し
た
。

こ
の
目
録
に
収
め
ら
れ
て
い
る
文
書
を
俯
睡
し
、

興
味
深
い
文
書
を
拾
い
上
げ
て
紹
介
し
て
み
ま
す
。

収
納
さ
れ
て
い
る
文
書
の
期
間
は
寛
永
六
年

（
一

六
二
九
年
）
か
ら
明
治
二
十
二
年

（
Ｔ
（
八
九
年
）

ま
で
の
約
二
百
六
十
年
の
間
に
、
柳
田
藤
助
の
家

で
の
商
売
、
生
活
に
つ
い
て
残
さ
れ
た
文
書
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
、
支
配

・
町
・
交
通
。
商
業

・
金
融
・

宗
教

・
家
に
つ
い
て
整
理
さ
れ
て
い
ま
す
。

田
　
支
配

ま
ず
、
小
諸
藩
の
行
政
。
政
治
に
関
わ
り
の
あ

る
も
の
に
つ
い
て
で
す
。

。
佐
久
郡
与
良
町
検
地
翠
帳

（寛
永
六
年
）

・
殿
様
入
国
百
ヶ
年
に
付
き
行
事
打
合
せ
状

（寛

政
十
二
年
四
月
）

・
殿
様
入
国
百
年
祝
賀
の
た
め
籾
二
十
五
俵
献
上

窺
書

（享
和
元
年
二
月
）

・
殿
様
入
国
百
年
祝
賀
式
武
運
長
久
祈
願
窺
書
（享

和
元
年
三
月
）

元
禄
十
五
年
に
牧
野
康
重
が
小
諸
に
入
封
し
て

百
年
経
っ
た
の
を
、
領
民
が
祝
お
う
と
し
た
文
書

で
す
。

・
倹
約
取
締
の
箇
条

（文
化
十
二
年
十
月
）

。
藤
助
安
五
郎
苗
字
帯
刀
御
免

（文
政
二
年
十
一

月
）

次
に
年
貢
関
連
に
つ
い
て
で
す
が

・
荒
町
分
年
貢
皆
済
日
録

（明
和
四
年

（
一
七
六

七
年
か
ら
明
治
七
年

（
一
人
七
四
年
》

・
与
良
町
分
年
貢
皆
済
日
録

（寛
政
六
年

（
一
七

九
四
年
か
ら
明
治
六
年

（
一
八
七
三
年
》

・
市
町
分
年
貢
皆
済
目
録
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等
が
残
さ
れ
て
お
り
、
年
貢
の
納
付
状
況
に
つ
い

て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
　
町

・
信
州
佐
久
郡
与
良
松
井
指
出
帳

（元
禄
十
五
年

十
二
月
）

。
五
人
組
御
条
目
御
仕
置
帳

（明
和
八
年
）

。
出
火
届

（寛
政
五
年
十
二
月
）

。
小
諸
興
業
に
付
返
答
状

（文
化
九
年
九
月
）

。
雷
電
相
撲
宿
割
借
物
拍
帳

（文
化
九
年
九
月
）

雷
電
為
右
ヱ
門
か
ら
、
小
諸
で
の
相
撲
興
業
に

つ
い
て
の
返
事
や
お
相
撲
さ
ん
の
宿
割
に
つ
い
て

書
か
れ
て
い
ま
す
。

団
　
交
通

交
通
関
連
に
つ
い
て
は
、
中
山
道
が
小
諸
藩
領

を
通
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

・
和
宮
通
輿
休
泊
附
控

・
和
宮
下
向
芦
田
宿
賄
御
用
諸
事
拍

・
和
宮
通
輿
芦
田
御
休
宿
割
賄
献
立
拍

・
和
宮
下
向
に
付
領
分
名
主
中
よ
り
代
官
宛
願
書

写

（文
久
元
年
）

等
、
皇
女
和
宮
の
江
戸
下
向
に
関
す
る
文
書
や

。
寿
明
姫
君
下
向
八
幡
宿
御
弁
献
立

（徳
川
家
定

の
２
番
目
の
正
室

（天
環
院
篤
姫
の
前
）
一
条

秀
子
姫

（澄
心
院
寿
明
君
）
（嘉
永
二
年
）

が
見
受
け
ら
れ
ま
す
ｃ

四
　
商
業

商
業
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
文
書
に
は

。
今
后
共
出
荷
継
続
憑
い
書

（享
保
十
一
年
）

こ
れ
は
松
井
田
の
商
人
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
文

書
で
商
圏
の
範
囲
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

。
米
・
穀
物
相
場
の
通
知
書
及
び
通
知
依
頼
状

松
井
田
や
江
戸
の
商
人
か
ら
の
連
絡
、
各
地
の

相
場
の
情
報
を
集
め
米
や
穀
物
の
諸
売
を
し
て
い

た
よ
う
で
す
。

・
石
峠
村
与
八
奉
公
請
証
文

（宝
暦
十
一
年
）

・
寅
年
店
落
帳

（天
明
二
年
）

今
で
い
う
棚
卸
帳
の
よ
う
で
す
。

・
江
戸
出
府
路
用
金
借
用
依
頼
状

・
松
井
田
米
代
金
取
寄
せ
依
頼
状

日
　
金
融

目
録
の
中
で
最
も
多
い
文
書
が
金
融
関
連
の
文

書
で
す
。
無
尽
関
連
と
合
わ
せ
る
と
五
一
〇
通
以

上
の
金
子
借
用
証
文
・返
却
状
・田
畑
質
入
証
文
・

無
尽
掛
金
借
用
証
文
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

日

家

・
過
去
帳

（正
保
四
年
か
ら
明
治
十
九
年
）

・
小
諸
藩
士
の
縁
組
を
頼
ま
れ
た
時
の
覚
書

（文

化
元
年
）

・
殿
様
家
督
暢

（ス
ル
メ
）
五
把
献
上
願
書

（文

政
２
年
）

。藤
助
改
名
伝
左
ヱ
門
改
名
祝
儀
控

（文
政
十
年
）

・
京
都
奈
良
大
阪
道
中
諸
控

（万
延
元
年
）

□
一
そ
の
他

真
贋
の
ほ
ど
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
藤
助
の
家

と
は
関
係
な
い
が
、
興
味
の
あ
る
文
書
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
中
で
目
に
つ
い
た
文
書
を
挙
げ
て
み
ま
す
。

・
十
二
月
十
三
日
打
入
直
前
に
書
い
た
書
状

（大

石
内
蔵
介
良
雄
）

。
大
塩
平
八
郎
騒
動
乃
顛
末
略
紀

。
相
州
隆
広
刀
剣
鑑
定
書

（本
阿
弥
忠
美
）

・
武
州
国
正
刀
剣
鑑
定
書

（本
阿
弥
忠
美
）

・
和
州
政
長
刀
剣
鑑
定
書

（本
阿
弥
忠
美
）

。
信
濃
国
佐
久
郡
海
尻
古
城
の
図

・
薬
法
秘
伝
書

こ
の
分
類
の
中
に
は
、
ほ
か
に
「家
譜
」
が
あ
り

ま
す
。
こ
の

「家
譜
」
こ
そ
、
長
年
我
が
家
は
い
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中
山
道
歩
き
の
記
録

▼
そ
の
３

そ
ら
あ
け
の
〈〓
代
表
代
行

市
川
孝
美

（御
影
）

¨
第
三
回
目

中
津
川
宿
～
京
都

・
三
条
大
橋
、

　̈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
七
ｋｍ

　̈
　
　
　
二
〇
〇
九
年
四
月
一
一
日
～
一
人
日

い
よ
い
よ
中
山
道
歩
き
の
最
終
章
。

前
回
と
同
様
に
全
く
土
地
勘
の
無
い
地
域
を
歩

く
こ
と
に
な
る
。

ま
た
前
半
の
美
濃
路
は
峠
道
が
多
い
上
に
宿
泊

で
き
る
宿
場
が
限
定
さ
れ
る
為
、
是
に
あ
わ
せ
て

一
日
の
行
程
を
計
画
し
た
の
で
、
七
日
目
を
除
き

比
較
的
余
裕
を
持
っ
た
計
画
と
な
っ
た
。

四
月

一
一
日

（土
）

中
津
川
宿
～
大
井
宿

一
〇
・
五
ｋｍ

い
よ
い
よ
完
歩
を
目
指
し
て
旅
ヘ
ス
タ
ー
ト
ー

ニ
～
三
日
前
に
桜
も
散
っ
て
春
先
に
し
て
は
快

晴
の
暑
い
日
と
な
る
。

新
幹
線
で
名
古
屋
経
由

。
中
津
川
宿
へ
向
か
う

中
、
多
治
見
付
近
で
は
ま
だ
桜
が
満
開
１
　
こ
の

旅
も
桜
を
楽
し
み
な
が
ら
歩
け
る
の
か
な
と
ワ
ク

ワ
ク
気
分
で
中
津
川
駅
に
着
く
。
半
年
前
が
懐
か

し
い
。

町
中
を
三
〇
分
く
ら
い
散
策
し
て
食
事
処
を
探

す
も
、
適
当
な
店
が
見
当
た
ら
ず
止
む
無
く
前
回

と
同
じ
う
ど
ん
屋
に
入
る
。
暑
い
の
で
ビ
ー
ル
を

飲
み
た
か
っ
た
が
置
い
て
無
い
の
で
、
冷
た
い
き

し
め
ん

「き
し
こ
ろ
」
を
味
わ
う
。

中
津
川
・
歴
史
資
料
館
に
入
つ
た
が
中
津
川
や

中
山
道
の
歴
史
資
料
は
少
な
く
、
島
崎
藤
村
の

「夜
明
け
前
」
を
テ
ー
マ
に
明
治
維
新
前
後
の
資
料
、

広
重
の
街
道
錦
絵
を
多
数
展
示
し
た
狭
い
資
料
館

で
、
ち
ょ
つ
ぴ
り
期
待
外
れ
。
館
名
と
合
っ
て
い

な
い
様
に
思
う
。

予
定
よ
り
早
い
一
二
時
四
〇
分
、
中
津
川
宿
の

桝
形
を
ス
タ
ー
ト
。

桜
は
満
開
の
本
や
散
り
始
め
た
木
な
ど
充
分
に

楽
し
め
る
状
態
。

甚
平
坂
の
急
坂
を
登
り
切
り
休
憩
中
に
猿
の
鳴

き
声
を
聞
く
。
歩
き
の
途
中
で
出
て
こ
な
い
事
を

願
う
ば
か
り
ｃ

大
井
宿
の
宿
泊
所

。
割
烹
旅
館
い
ち
川
に
は
一

五
時
四
五
分
に
着
く
。

創
業
三
六
〇
年
と
聞
い
て
お
り
期
待
し
て
い
た

が
、
建
物
は
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
建
て
替
え
た
も
の

か
？
　
古
さ
は
何
処
に
も
か
ん
じ
ら
れ
な
い
旅
館

で
あ
っ
た
。
割
烹
旅
館
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
夕

食
に
出
た
料
理
は
意
外
に
質
素
な
印
象
。
只
、
「
の

れ
そ
れ
」
は
始
め
て
食
べ
た
魚
。

明
日
は
峠
の
多
い
道
の
り
な
の
で
早
め
に
就
寝

す
る
。

四
月

一
二
日

（日
）

大
井
宿
～
綱
久
手
宿

二
五
ｋｍ

八
時
三
五
分
旅
館
を
出
発
。
今
日
は
大
変
な
迷

い
道
を
し
、
計
画
で
は
二
〇
ｋｍ
の
道
程
で
あ
っ
た

が
結
局
二
五
ｋｍ
を
歩
く
こ
と
と
な
っ
た
。

大
井
宿
の
町
を
出
て
国
道
に
合
流
し
再
び
旧
道

に
入
ろ
う
と
し
た
が
、
こ
の
ポ
イ
ン
ト
が
早
過
ぎ

た
ら
し
く
大
変
な
迷
い
道
と
な
る
。

旧
道
に
は

「中
山
道
」
の
表
示
が
い
た
る
所
に

あ
っ
て
分
か
り
易
い
の
だ
が
、　
一
旦
国
道
に
出
る

と
再
び
旧
道
に
入
る
所
に
表
示
が
無
く
、
非
常
に

分
か
り
難
い
。
こ
れ
は
過
去
三
回
の
歩
き
で
も
経

験
し
て
い
る
の
で
、
慎
重
に
日
印
を
調
べ
た
つ
も

り
も
や
は
り
分
か
り
辛
い
。

地
元
の
人
に
道
を
聞
く
と
、
宿
場
内
の
人
は
中

山
道
に
愛
着
も
あ
り
知
っ
て
い
る
人
が
多
い
が
、
郊

外
に
住
む
人
は
案
外
と
知
ら
な
い
人
が
多
い
の
に

驚
い
た
。

こ
の
迷
い
道
で
は
四
回
道
を
訊
ね
た
。

道
端
の
お
ば
ち
ゃ
ん
二
人
…
…
国
道

一
九
号
を

教
え
て
く
れ
る
の
で
旧
道
を
探
し
て
い
る
の
で
と

断
り
、
武
並
へ
の
道
を
教
え
て
貰
う
こ

①
・　
祭
り
の
イ
ベ
ン
ト
会
場
の
人
…
…
や
や
詳
し

い
人
が
出
て
来
て
く
れ
旧
道
へ
の
出
方
を
教
わ

る
が
大
き
く
回
り
道
を
し
た
事
に
気
付
く
。

②
　
分
岐
点
で
歩
い
て
来
た
老
人
四
人
…
…
ど
ち

ら
の
道
が
良
い
か
聞
く

大
漱
へ
行
く
に
は
此
方
の
道
が
山
仲

・
富
士

経
由
で
大
凡
四
時
間
く
ら
い
で
、
分
か
り
易
い

よ
と
教
わ
る
。
何
だ
か
不
安
…
…
？

③
　
峠
の
頂
上
で
Ｔ
字
路
と
な
り
左
右
ど
ち
ら
へ

進
む
の
か
で
迷
い
、
庭
先
に
い
た
男
性

（自
治

会
長
）
に
聞
く
…
…
目
標
物
か
ら
大
凡
の
距
離
、

道
の
教
え
方
が
実
に
適
切
。
流
石
に
自
治
会
長

さ
ん
―

漸
く
中
山
道
に
入
り
安
心
し
た
が
、
実
に
一
時

間
の
ロ
ス
タ
イ
ム
、
五
ｋｍ
の
回
り
道
を
し
た
こ
と

に
な
る
。
日
標
物
の
首
な
し
地
蔵
を
見
つ
け
十
三

峠
に
入
る
。
こ
こ
ま
で
来
て
、
事
前
の
道
調
べ
で

十
三
峠
は
一
つ
の
峠
の
名
称
と
勘
違
い
し
て
い
た

こ
と
に
気
付
く
。

美
濃
路
の
大
井
宿
～
鵜
沼
宿
間
に
あ
る
十
三
の

峠
を
総
称
し
て
云
う
。
更
に

「十
三
峠
に
お
ま
け

が
七
つ
」
と
唄
わ
れ
四
〇
〇
～
五
〇
Ｏ
ｍ
小
さ
な

峠
を
い
れ
る
と
実
に
二
〇
以
上
の
峠
が
あ
る
。

十
三
時
一
〇
分
、
大
漱
宿
に
到
着
す
る
。
宿
泊

す
る
細
久
手
の
大
黒
屋
に
予
約
し
た
際
、
大
井
か

ら
来
る
な
ら
ば
途
中
で
食
事
処
が
無
い
の
で
弁

当
を
用
意
し
て
歩
い
て
下
さ
い
と
云
わ
れ
て
い
た
。

然
し
な
が
ら
大
漱
宿
に
着
い
て
み
る
と
婦
人
会
の

琵琶峠は当時の石畳のまま
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様
な
グ
ル
ー
プ
が
、
簡
易
休
憩
所
を
設
置
し
て
五

平
餅
を
売
っ
て
い
た
の
で
早
速
体
む
。
ビ
ー
ル
と

五
平
餅
の
変
な
組
合
わ
せ
。

こ
の
大
漱
宿

・
神
明
神
社
に
あ
っ
た
大
杉
は
自

分
が
見
て
き
た
中
で
最
古
。最
大
の
生
物
。
樹
齢
千

三
百
年
、
高
さ
六
〇
ｍ
、
幹
ま
わ
り
一
〇
ｍ
、
直

径
三
、
二
ｍ
。
実
に
大
き
い
―

大
漱
宿
を
出
て
巨
石
が
敷
き
詰
め
ら
れ
た
石
畳

の
琵
琶
峠
を
越
え
、
宿
泊
所
の
あ
る
細
久
手
に
は

一
五
時
四
〇
分
到
着
。

大
井
宿
か
ら
伏
見
宿
四
五
ｋｍ
の
中
で
唯

一
の
宿

泊
所
で
、
こ
の
宿
の
予
約
が
今
回
の
旅
の
計
画
を

立
て
る
ポ
イ
ン
ト
と
な
つ
た
。

宿
は
創
業
二
四
〇
年
の
大
黒
屋
。

宿
場
内
で
唯

一
江
戸
時
代
か
ら
の
建
物
と
し
て

残
っ
て
い
る
も
の
で
、
若
い
夫
婦
が
こ
れ
を
維
持

し
よ
う
と
し
て
頑
張
っ
て
い
た
。
予
約
時
に
外
人

団
体
が
あ
る
の
で
日
程
を
ズ
ラ
し
た
ら
ど
う
で
す

か
と
勧
め
ら
れ
た
が
、
計
画
通
り
に
お
願
い
す
る
。

四
月

一
三
日

（月
）

綱
久
手
宿
～
大
田
宿

二
六
ｋｍ

早
朝
五
時
前
か
ら
、
う
る
さ
い
位
の
鶯
の
声
で

目
覚
め
さ
せ
ら
れ
る
。

外
人
は
十
数
名
の
団
体
で
、
宿
に
は
ト
イ
レ
が

一
つ
な
の
で
争
奪
戦
を
制
す
る
為
に
予
定
よ
り
一

時
間
早
い
七
時
の
食
事
、
八
時
の
出
立
と
す
る
。

こ
の
日
は
八
割
以
上
が
旧
道
で
迷
い
道
も
無
く

順
調
に
進
む
が
、
細
久
手
宿
～
御
嶽
宿
～
伏
見
宿

ま
で
は
常
に
登
り
下
り
の
峠
道
が
続
く
。

途
中
に
耳
神
社
と
云
う
珍
し
い
神
社
が
岩
の
上

に
あ
り
、
耳
に
奇
病
の
あ
る
自
分
と
し
て
は
早
速

お
参
り
す
る
。
峠
道
は
逆
方
向
で
歩
く
に
は
相
当

に
キ
ツ
イ
だ
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る

「乱
れ
坂
」
「牛

の
鼻
欠
け
坂
」
と
云
っ
た
。
如
何
に
も
つ
―
　
と

思
わ
れ
る
名
称
が
付
い
て
い
た
。

御
嶽
宿
の
手
前
で
同
年
輩
か
少
し
若
い
の
か
？

足
の
不
自
由
な
人
が
歩
い
て
い
た
。
声
を
掛
け
る

と
御
嶽
宿
ま
で
と
の
こ
と
、
短
い
距
離
な
の
で
大

丈
夫
と
は
思
う
が
、
頑
張
つ
て
い
る
な
～
と
の
印

象
。御

嶽
宿
で
昼
食
を
と
食
事
処
を
探
し
た
が
、
唯

一
あ
っ
た
お
好
焼
屋
は
定
休
日
。
国
道
に
出
る
の

で
コ
ン
ビ
ニ
で
お
握
り
で
も
買
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

国
道
の
交
差
点
に
喫
茶
店
を
見
つ
け
助
か
っ
た
。

伏
見
宿
は
嘗
て
長
崎
屋
の
日
本
ラ
イ
ン
可
児
店

が
あ
っ
た
所
。
休
憩
時
に
こ
こ
で
店
長
を
や
つ
て

い
た
秋
元
さ
ん
に
電
話
し
て
み
る
。

大
田
宿
ま
で
は
ほ
ぼ
国
道
を
進
む
こ
と
に
な
り
、

例
に
よ
つ
て
歩
道
環
境
は
か
な
り
悪
く
歩
く
の
に

怖
さ
を
感
じ
た
。

大
田
宿
へ
は
今
渡
の
渡
し
を
渡
つ
て
い
た
が
、

今
は
一
ｋｍ
の
長
い
橋
を
渡
る
。
渡
し
場
公
園
に
は

「中
山
道
に
木
曽
の
か
け
は
し
、
今
渡
の
わ
た
し
、

碓
氷
峠
が
無
く
ば
よ
い
」
と
彫
ら
れ
た
記
念
碑
が

あ
り
中
山
道
の
三
大
難
所
と
さ
れ
て
い
た
。

木
曽
川
の
水
量
も
多
く
流
れ
も
速
い
の
で
、
昔

の
河
渡
り
は
相
当
に
大
変
で
あ
つ
た
こ
と
が
想
像

さ
れ
る
ｃ
太
田
宿
に
宿
泊
で
き
る
施
設
は
二
つ
し

か
無
く
、
そ
の
一
つ

「旅
館

・
竹
本
」
に
は
一
六

時
に
着
く
。

月
曜
日
で
客
は
自
分
一
人
、
八
二
歳
の
お
婆
ち
ゃ

ん
が
一
人
で
切
り
盛
り
を
し
て
い
た
。
足
が
悪
そ

う
だ
っ
た
の
で
布
団
の
上
げ
下
げ
は
自
分
で
や
つ

て
や
る
と
、
夕
食
に
サ
ー
ビ
ス
の
一
品
が
付
く
ｃ

四
月

一
四
日

（火
）
太
田
宿
～
加
納
宿
～
岐
阜

二
七
ｋｍ

一
〇
〇
％
の
雨
予
報
。
降
り
だ
す
前
の
八
時
に

宿
を
出
る
。
出
発
の
際
に
宿
の
お
ば
あ
ち
や
ん
が
、

雨
が
降
る
の
で
こ
れ
を
持
っ
行
っ
て
下
さ
い
と
ブ

ラ
ン
ド
品
の
タ
オ
ル
を
渡
し
て
く
れ
る
。
有
り
難

い
・―
・

木
曽
川
沿
い
の
道
を
三
ｋｍ
ほ
ど
進
ん
だ
と
こ
ろ

で
雨
が
降
り
だ
す
。

カ
ッ
パ
で
完
全
装
備
を
し
て
歩
い
て
い
る
と
十

時
過
ぎ
よ
り
激
し
い
雨
で
進
め
ず
、
し
ば
し
雨
宿

り
を
す
る
。
第

一
回
目
の
反
省
で
靴
を
濡
ら
さ
な

い
様
に
シ
ュ
ー
ズ
カ
バ
ー
を
付
け
て
歩
く
が
、
足

が
暑
く
な
り
一
時
間
位
で
脱
ぐ
こ
と
に
な
る
。
国

道
は
大
型
ト
ラ
ッ
ク
の
水
し
ぶ
き
が
容
赦
な
く
飛

ん
で
き
て
傘
は
横
に
さ
し
て
歩
い
た
。

漸
く
国
道
か
ら
逸
れ
峠
道
に
入
る
と
全
く
人
気

無
し
、
暗
く
や
や
薄
気
味
の
悪
い
道
を
進
む
。
昨
日

は
し
っ
か
り
と
案
内
道
標
が
あ
っ
た
道
も
、
鵜
沼

宿
に
入
る
手
前
で
住
宅
開
発
の
為
か
、
旧
道
と
思

え
る
道
が
消
え
て
し
ま
い
数
回
の
迷
い
道
。
各
務

原
市
に
入
り
予
定
よ
り
手
前
で
あ
っ
た
が
風
情
の

良
い
蕎
麦
屋
見
つ
け
て
入
る
。
歩
い
て
い
る
事
を

聞
か
れ
る
ま
ま
に
説
明
す
る
と
、
何
も
出
来
な
い

が
と
店
を
出
る
時
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
温
か
い
お
茶

を
入
れ
て
く
れ
る
。
冷
た
い
雨
降
り
な
の
で
有
り

難
か
っ
た
。

平
坦
な
道
な
の
で
歩
行
速
度
を
早
め
、
岐
阜
駅

に
は
一
六
時

一
五
分
に
着
く
こ
と
が
出
来
た
。
早

速
ホ
テ
ル
に
入
り
送
っ
て
お
い
た
荷
物
を
受
取
り
、

着
替
え
を
入
れ
替
え
る
。
濡
れ
た
靴
、
カ
ッ
パ
、

リ
ュ
ッ
ク
を
ド
ラ
イ
ヤ
ー
で
乾
か
す
。

ホ
テ
ル
近
く
の
居
酒
屋

「山
車
」
に
入
り
思
い

出
に
残
る
出
会
い
。

馴
染
み
の
先
客
二
人
、
話
が
面
白
い
の
で
相
槌

を
打
っ
て
い
る
と
帽
子
の
完
歩

・
中
山
道
を
見
て

色
々
聞
か
れ
話
が
大
い
に
盛
り
上
が
る
。　
一
人
は

中
日
の
ド
ラ
フ
ト

一
期
生

・
渕
上
？
と
の
こ
と
。

も
う

一
人
は
ア
パ
レ
ル
関
連

・
付
属
屋
の
経
験
者
。

自
分
が
嘗
て
取
引
を
し
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ヒ
ロ

タ
、
サ
ン
ラ
リ
ー
等
懐
か
し
い
名
前
が
出
る
。
居

酒
屋
の
マ
マ
さ
ん
は
飲
み
代
を
安
く
し
て
バ
ナ
ナ

の
お
土
産
付
き
。

創業は240年前

江戸時代の建物で今も営業 している大黒屋
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四
月
十
五
日

（水
）
岐
阜
～
関
ヶ
原
宿三

二
、
五
ｋｍ

快
晴
な
が
ら
西
風
が
強
そ
う
な
中
を
八
時
に
ホ

テ
ル
を
出
る
。

岐
阜
市
内
の
旧
道
は
誠
に
分
り
辛
く
、
や
は
り

大
き
く
回
り
道
を
し
て
し
ま
う
。
結
果
的
に
長
良

川
の
河
渡
宿
に
は
出
た
が
歩
い
て
来
た
道
の
検
証

は
難
し
い
。
こ
の
頃
よ
り
一
〇
ｍ
を
超
え
る
強
烈

な
西
風
と
な
り
、
そ
の
中
を
西
に
西
に
向
か
っ
て

歩
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
日
は
長
良
川
、
損
斐
川
、
大
谷
川
、
相
川

に
架
か
る
大
き
な
橋
を
四
回
も
渡
る
こ
と
に
な
り
、

橋
の
上
で
は
更
に
強
烈
な
向
い
風
と
な
っ
た
が
橋

が
大
き
い
分
、
歩
道
が
確
保
さ
れ
て
い
て
助
か
る
。

赤
坂
宿
で
昼
食
予
定
も
宿
場
内
に
食
事
処
が
無

く
、
側
に
い
た
人
に
聞
く
と
宿
場
入
口
ま
で
戻
っ

て
国
道
に
出
れ
ば
あ
る
と
云
う
。
止
む
無
く
戻
っ

て
寿
司
屋
に
入
り
、
ビ
ー
ル
と
ち
ら
し
寿
司
で
一

体
み
。

赤
坂
宿
と
垂
井
宿
の
間
に
「中
山
道
皇
同
墓
宿
」

の
大
き
な
道
標
。

六
十
九
次
の
宿
場
に
は
な
い
の
で
仮
宿
か
？

関
ヶ
原
宿
の
手
前

・
野
上
の
松
並
木
を
過
ぎ
た

所
で
国
道
を
挟
ん
で
小
高
い
丘
の
上
に
徳
川
家
康

最
初
の
陣
地
跡
の
職
が
見
え
、
写
真
を
撮
ろ
う
と

し
て
構
え
る
も
ア
ン
グ
ル
が
悪
か
っ
た
。
そ
れ
を
見

て
、
庭
先
で
車
を
洗
っ
て
い
た
人
が
、
自
分
の
家

の
庭
に
上
が
れ
ば
良
く
見
え
る
の
で
ど
う
ぞ
入
っ

て
下
さ
い
と
親
切
に
対
応
し
て
く
れ
た
。

宿
泊
所
の
関
ヶ
原
に
は
予
定
通
り
の
十
六
時
四

五
分
に
着
く
。

本
国
の
宿
泊
は
永
長
元
年
創
業
で
九
〇
〇
年
の

歴
史
を
持
つ
「桝
屋
」。
何
と
平
安
時
代
の
創
業
と

は
―
　
歴
史
を
感
じ
る
。
気
さ
く
な
女
将
さ
ん
が

色
々
と
話
を
し
て
く
れ
る
。
同
宿
者
は
横
浜
か
ら

来
て
滞
在
し
て
い
る
女
性
五
人
な
の
で
、
少
々
う

る
さ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
等
と
云
い
な
が
ら
、
風
呂

や
食
事
も
此
方
を
優
先
し
て
整
え
て
く
れ
た
。
確

か
に
賑
や
か
な
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
。

夕
食
は
豚
肉
を
中
心
と
し
た
一
人
で
す
る
鍋
、

こ
れ
は
初
体
験
。

ボ
リ
ュ
ー
ム
満
点
で
味
も
良
く
酒
が
進
ん
だ
。

四
月

一
六
日

（木
）
関
ヶ
原
宿
～
高
宮
宿

二
九
・
五
ｋｍ

こ
う
云
う
宿
の
欠
点
は
細
久
手
宿
の
大
黒
屋
も

そ
う
で
あ
っ
た
が
、
ト
イ
レ
が
少
な
い
。
桝
屋
も

同
じ
で
、
同
宿
者
の
女
性
グ
ル
ー
プ
と
重
な
ら
な

い
様
に
朝
食
を
早
め
て
、
七
時
五
五
分
に
宿
を
出

る
。
次
の
今
須
宿
を
過
ぎ
る
と
美
濃
の
国
か
ら
近

江
の
国
へ
入
る
。

こ
の
県
境
に
寝
物
語
の
里
が
あ
る
が
、
こ
の
名

称
の
所
以
が
面
白
い
。
国
境
は
五
Ｏ
ｃｍ
程
の
小
川

で
あ
り
、
こ
の
川
を
挟
ん
で
両
側
に
あ
っ
た
宿
で

旅
人
同
士
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
話
し
を
、
寝
物
語

に
語
れ
る
程
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
付
い
た
名
称

だ
と
云
う
。

予
定
よ
り
早
め
の
ス
タ
ー
ト
と
道
が
分
か
り
易

く
平
坦
で
あ
っ
た
為
、
柏
原
塾
に
は
一
時
間
弱
早

く
着
い
た
。
こ
の
宿
場
は
、
奈
良
井
宿
と
甲
乙
つ
け

難
い
良
さ
を
残
し
た
宿
場
町
。
宿
場
町
の
伝
統
と

誇
り
を
感
じ
さ
せ
、
町
中
は
キ
レ
イ
に
清
掃
さ
れ

会
う
人
は
気
軽
に
明
る
く
声
を
掛
け
て
く
る
。
歴

史
資
料
館
と
伊
吹
も
ぐ
さ
店
で
時
間
を
取
る
。

次
の
醒
ケ
井
宿
は
事
前
調
査
で
そ
れ
程
の
宿
と

思
わ
な
か
っ
た
が
、
名
水
と
そ
の
湧
水
量
、
更
に

景
観
の
保
持
具
合
も
云
う
こ
と
無
し
ｃ

こ
こ
で
は
昨
日
同
宿
の
女
性
五
人
組
に
会
う
ｃ

関
ヶ
原
か
ら
電
車
で
来
て
、
こ
れ
か
ら
又
電
車
で

彦
根
へ
行
っ
て
横
浜
へ
帰
る
と
い
う
。

次
の
番
場
宿
で
昼
食
を
取
ろ
う
と
思
っ
て
行
っ

た
ら
又
し
て
も
食
事
処
な
し
。
仕
方
な
く
唯

一

あ
っ
た
雑
貨
店
で
パ
ン
を
買
い
、
神
社
の
境
内
で

食
事
休
憩
を
と
る
。
逆
方
向
か
ら
五
〇
人
位
の
団

体
で
歩
く
グ
ル
ー
プ
と
出
会
う
、　
一
日
一
〇
～
一

五
ｋｍ
を
あ
る
く
の
だ
と
云
う
。

今
日
は
ホ
テ
ル
に
着
い
た
ら
彦
根
城
へ
行
っ
て

み
よ
う
か
な
と
急
に
思
い
付
き
、
早
め
に
出
立
し

て
歩
行
速
度
を
速
め
る
。

櫂
針
峠
を
越
え
鳥
居
本
宿
に
入
る
と
、
街
道
に

面
し
た
家
々
が
何
か
今
ま
で
と
違
う
様
に
思
わ
れ
た
。

逆
方
向
か
ら
歩
い
て
来
た
、
西
国
三
十
三
カ
所
礼

所
巡
り
の
男
性
に
会
い
三
分
位
の
立
話
し
を
す
る
。

自
分
よ
り
十
歳
位
は
若
い
の
か
？
　
鳥
居
本
宿

か
ら
高
宮
宿
ま
で
は
ほ
ぼ
町
並
み
が
途
切
れ
ず
に

続
く
。
高
宮
宿
に
入
っ
て
間
も
な
く
自
転
車
で
通

り
過
ぎ
た
男
性
が
引
き
返
し
て
来
て
、
ど
こ
ま
で

歩
く
の
か
？
　
一
人
で
か
？
　
等
々
、
饒
舌
に
話

し
掛
け
て
来
る
。
五
分
位
歩
き
な
が
ら
の
世
間
話

し
。
ホ
テ
ル
ヘ
は
一
六
時
に
着
く
。

【番
外
編

・
彦
根
城
散
策
】

早
速
タ
ク
シ
ー
を
呼
び
彦
根
城
に
向
う
。
中
堀

り
の
周
辺
が
四
ｋｍ
と
い
う
巨
大
な
城
郭
が
当
時
の

ま
ま
残
さ
れ
た
城
。
残
念
な
が
ら
天
守
閣
ま
で
は

時
間
が
無
く
大
名
庭
園
・
玄
宮
園
か
ら
仰
ぎ
見
る
。

桜
は
散
っ
た
ば
か
り
で
、
石
垣
が
花
び
ら
で
ピ
ン

ク
に
縁
取
ら
れ
て
い
た
。

厩
前
に
は
遅
咲
き
の
枝
垂
れ
桜
が
満
開
で
、
嬉

し
い
気
分
に
な
る
。

明
日
は
今
回
の
旅
で
一
番
の
長
丁
場
。
七
日
日

の
旅
で
も
あ
り
念
の
為
、
ホ
テ
ル
近
く
に
あ
っ
た

イ
オ
ン
Ｓ
Ｃ
で
バ
ン
テ
リ
ン
を
買
い
求
め
足
に
塗

り
込
め
早
め
の
就
眠
。

四
月

一
七
日
（金
）

昔同宮
宿
～
草
津
宿
　
四
〇
ｋｍ

七
時
四
五
分
に
ホ
テ
ル
を
出
る
。
こ
の
高
宮
宿

は
昨
日
と
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
無
愛
想
な
人

が
多
い
様
で
声
掛
け
し
難
い
雰
囲
気
。

数少ない昔のままに保存されている一里塚
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中山道・終着点の草津の道標

ここから京都までは東海道に入る

車
の
マ
ナ
ー
が
悪
く
、
狭
い
宿
場
の
道
を
飛
ば

し
て
行
く
。
通
勤

。
通
学
の
時
間
帯
の
せ
い
も
あ

ろ
う
か
。

途
中
、
伊
藤
忠
商
事
を
創
業
し
た
伊
藤
忠
兵
衛

の
生
家
を
観
る
。

愛
知
川
宿
の
手
前
で
ポ
ツ
リ
と
来
て
冷
っ
と
し

た
が
、
宿
場
の
飾
り
門
の
脇
で
庭
を
眺
め
て
い
た

男
性
か
ら
声
を
掛
け
ら
れ
、
午
後
か
ら
の
天
気
予

報
は
良
い
の
で
頑
張
っ
て
と
励
ま
さ
れ
る
。
十
一

時
頃
か
ら
晴
れ
だ
し
た
が
今
度
は
そ
の
暑
さ
に
う

ん
ざ
り
と
な
る
。

愛
知
川
に
架
か
る
長
い
橋
を
渡
る
と
近
江
・
天

朴
商
人
の
里

「五
筒
荘
」
に
入
る
。
か
つ
て
会
社

で

「天
枠
の
詩
」
ビ
デ
オ
を
使
い
社
員
教
育
を
し

た
こ
と
が
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
る
。

石
寺
楽
市
と
い
う
地
元
物
産
販
売
施
設

（道
の

駅
的
な
も
の
）
が
あ
り
、
立
寄
っ
て
休
憩
を
取
る

と
そ
こ
に
案
内
図
が
出
て
お
り
、
織
田
信
長
が
安

土
城
を
築
い
た
と
云
う
小
高
い
山
が
直
ぐ
近
く
に

見
え
る
。

武
佐
宿
の
入
口
・
老
蘇
の
森
付
近
で
若
い
学
生

ら
し
い
歩
き
の
男
性
に
会
う
。
大
阪
か
ら
来
て
名

古
屋
ま
で
行
く
と
云
う
が
、
東
海
道
で
は
無
い
の

で
彦
根
か
ら
伊
勢
街
道
を
行
く
の
で
あ
ろ
う
か
？

昼
食
を
武
佐
宿
で
取
ろ
う
と
し
た
が
、
）ゝ
」に
も
食

事
処
が
無
く
、
又
々
雑
貨
店
に
入
っ
て
パ
ン
と
バ

ナ
ナ
を
買
い
求
め
、
神
社
の
境
内
を
借
り
て
昼
食
。

こ
の
ス
タ
イ
ル
に
も
慣
れ
て
来
た
か
な
…
…
？

武
佐
宿
～
守
山
宿
は
一
四
ｋｍ
あ
る
が
一
〇
ｋｍ
ほ

ど
は
国
道
を
進
む
。
旧
道
に
入
つ
て
ホ
ッ
と
し
た

時
は
既
に
午
後
四
時
を
回
っ
て
お
り
、
強
烈
な
西

日
の
中
を
西
に
向
か
っ
て
歩
く
。

一
八
時
、
と
う
と
う
中
山
道
の
終
着
点

・
草
津

宿
に
入
る
。
ア
ー
バ
ン
ホ
テ
ル
が
分
か
ら
ず
、
ホ

テ
ル
に
着
い
た
の
は
一
八
時

一
五
分
。
流
石
に
今

日
の
四
〇
ｋｍ
の
道
の
り
は
長
か
っ
た
。
ま
だ
明
日

の
京
都

。
三
条
大
橋
ま
で
の
旅
は
残
っ
て
い
る
が
、

ゆ
っ
く
り
飲
み
た
い
と
ホ
テ
ル
近
く
の
居
酒
屋
に

入
る
。
店
は
二
〇
人
ほ
ど
が
座
れ
る
大
き
な
カ
ウ

ン
タ
ー
を
備
え
た
店
で
、
奥
さ
ん
と
二
人
で
賄
っ

て
い
る
。

ち
ょ
っ
ぴ
り
高
そ
う

（？
）
な
店
…
、

肴
は

中
々
旨
く
酒
も
良
し
、
し
か
も

一
時
間
半
ほ
ど
の

間
客
は
自
分
ひ
と
り
、
貸
切
り
で
飲
む
。

四
月

一
八
日

（土
）
草
津
宿
～
京
都

・
三
条
大
橋

二
七
ｋｍ

草
津
宿
か
ら
は
東
海
道
を
大
津
経
由
で
京
都

・

三
条
大
橋
を
目
指
す
。

ホ
テ
ル
を
七
時
五
五
分
に
出
発
。
天
気
は

ち
ょ
っ
と
辛
く
な
る
程
の
晴
天
。
い
よ
い
よ
旅
の

完
結
に
向
け
て
最
終
日
。
中
山
道
に
比
べ
て
東
海

道
は
メ
イ
ン
街
道
で
あ
っ
た
為
か
、
そ
の
町
並
み
。

開
け
具
合
等
に
微
妙
な
違
い
を
感
じ
る
。

先
ず
目
指
す
は

「瀬
田
の
唐
橋
」
で
あ
っ
た
が
、

手
前
三
ｋｍ
地
点
で
回
道
に
合
流
し
分
岐
点
で
例
に

よ
っ
て
又
も
や
迷
い
道
。
旧
道
を
拡
張
し
た
の

か
？
　
旧
道
ら
し
か
ら
ぬ
道
に
戸
惑
う
。
家
の
石

垣
を
修
復
工
事
し
て
い
た
二
人
の
職
人
さ
ん
に
声

を
掛
け
ら
れ
る
。
東
京
か
ら
歩
い
て
来
た
こ
と
を

瀬田の唐橋

直線の橋が下から見ると湾曲 して見える

ゴールの京都三条大橋

説
明
す
る
と
、
若
い
方
の
人
が
飛
び
上
が
る
様
な

驚
き
方
。
こ
ち
ら
の
方
が
驚
く
！
　
年
輩
の
方
は

以
前
も
そ
の
様
な
人
に
会
つ
た
事
が
あ
る
ら
し
く
、

ど
の
道
で
来
た
の
か
？
　
何
曰
く
ら
い
掛
か
る
の

か
？
　
足
は
大
丈
夫
な
の
？
　
と
色
々
聞
か
れ
励

ま
さ
れ
た
。

唐
橋
の
一
・
五
ｋｍ
手
前
で
は
車
椅
子
に
乗
っ
た

老
婆
と
そ
れ
を
押
す
夫
の
二
人
に
出
会
う
。
比
較

的
整
備
の
行
き
届
い
た
歩
道
で
あ
っ
た
が
、
常
に

傾
斜
や
凹
凸
を
避
け
て
丁
寧
に
押
し
て
い
る
の
を

見
て
、
追
越
し
を
せ
ず
に
後
ろ
か
ら
つ
い
て
行
く

と
先
方
か
ら
話
し
掛
け
て
来
た
。
東
京
か
ら
京
都

ま
で
の
歩
き
を
説
明
す
る
と
、
や
や
言
葉
の
不
自

由
な
老
婆
が
一
生
懸
命
に
話
し
掛
け
て
来
る
の
に

感
動
し
た
。
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瀬
田
の
唐
橋
は
不
思
議
―
　
直
線
の
橋
な
の
に

河
原
に
降
り
て
脇
か
ら
見
る
と
湾
曲
し
て
見
え
る
。

ど
ち
ら
か
ら
見
て
も
同
じ
様
な
湾
曲
―

膳
所
で
は
又
々
迷
い
道
を
し
て
し
ま
い
大
き
く

タ
イ
ム
ロ
ス
。
更
に
大
津
宿
か
ら
旧
三
条
通
り
に

入
る
ポ
イ
ン
ト
を
間
違
え
る
…
…
。

逢
坂
の
峠
頂
上
で
自
転
車
の
長
旅
を
し
て
い
る

男
性
に
会
い
色
々
と
道
を
教
わ
る
。
逢
坂
の
峠

を
下
り
出
し
た
所
に
日
本

一
の
看
板
を
掲
げ
た

鰻
屋
に
入
り
昼
食
。
店
は
大
き
か
っ
た
が
日
本

一
？
う
う
・
自
分
に
と
っ
て
音
羽
の
鰻
の
方
が
遥

か
に
旨
い
―
　
山
科
に
着
い
て
残
り
六
ｋｍ
足
ら
ず
、

嬉
し
さ
が
込
み
上
げ
て
く
る
。

予
定
よ
り
二
〇
分
早
い
一
四
時
四
〇
分
三
条
大

橋
到
着
～
―

弘
子
の
出
迎
え
を
受
け
弥
次

・
喜
多
像
の
前
で

記
念
写
真
を

一
枚
。

宿
は
三
条
大
橋
の
袂
に
あ
る

「
い
ろ
は
旅
館
」

早
速
風
呂
で
汗
を
流
し
、
夕
食
は
圭
介
が
予
約
を

し
て
く
れ
た

「た
ま
奴
」
へ
行
く
。

和
風
フ
レ
ン
チ
の
粋
な
店
で
、
ビ
ー
ル
・
ワ
イ

ン
・
日
本
酒
と
心
行
く
ま
で
飲
み
、
改
め
て
達
成

感
に
浸
る
。

（次
号
に
つ
づ
く
）

副

会

長

常
務
理
事

小 岩 北 白 田

山崎 村 ′鳥沢

顧
東

問
il

山花樹目小諸

昭 隆 郎 男 博

/_t
ム

須
　
田

柳

澤

小
宮
山

飯
　
一局

長

渡

辺

静

雄

雄

二
郎

ひ
さ
じ

尚
　
巳

忠
　
男

平
　
六

盛  紀 武

龍 栄 子 久

理監相

談

役

洋
之
介

昭
　
平

礼
　
子

（新
任
）

荻 高 小

原 橋 山

事

鈴 掛

木 川

裕 国

子 雄

事

松 小 堀 白下 木 稲

井 林  鳥村 俣 垣

EE裕曇i3重曇

平成29年 2月 18日 (土 )

～3月 5日 (日 )

本町通り。ほんまち町屋館・小諸本陣主屋。

相生町。大手・市田]・ 荒町・与良町

冬の小諸を味わう!!

見て、食べて、歩いて……

癒しの時をお楽しみ下さい。

*体験教室  要予約

*わら馬作り教室

*お人形さん感謝のつどい

*お人形さんめぐリガイドツアー

*わら馬パレード (小雨小雪決行)

http://vvww.machiyakan.com/

TEL・ FAX 0267-25-2770

(単位 円)

支 出 の 部

希} 目 金 額

総 会関係費

通信費・事務用品

印 刷  費

会費・会議費

架佳       霧罫

次年繰越額

871,077

71,932

216,000

173,506

23,288

383,483

合  計 1,739,286

平
成
２７
年
度
決
算
報
告
書

平
成
２７
年
９
月
１
日

平
成
２８
年
８
月
３．
日

右
記
の
通
り
平
成
２７
年
度
決
算
を
報
告
し
ま
す
。

平
成
２８
年
８
月
３．
日

理
事

（会
計
）

小
　
林
　
　
　
裕

以
上
の
報
告
を
監
査
し
た
と
こ
ろ
正
確
で
あ
る

と
認
め
ま
す
。

至 自

鈴 掛

木 川

裕 国

子 雄

収 入 の 部

科  目 金 額

金

入

入

儀

入

318,225

607,000

520,000

294,000

61

合 計 1,739,286
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扁
回
四
口
ロ
　
モ
ロ
ッ
コ
で
経
験
し
た
豪
雲
０

茎
思
小
諸
〈〓副
〈〓長

田
沢
雄
二
郎

昨
年
２
月
モ
ロ
ッ
コ
を
旅
し
た
。

モ
ロ
ッ
コ
は
ア
フ
リ
カ
大
陸
北
西
部
に
位
置
し

人
口
約
３
２
０
０
万
人
で
、
多
く
の
世
界
遺
産
が

あ
る
。
観
光
地
と
し
て
は
、
映
画
で
も
お
な
じ
み

の
ア
フ
リ
カ
最
大
級
の
都
市
カ
サ
ブ
ラ
ン
カ
、
政

治
の
中
心
地
で
も
あ
る
首
都
ラ
バ
ト
、
メ
ル
ヘ
ン

の
世
界
と
い
わ
れ
て
い
る
青
壁
の
シ
ャ
ウ
エ
ン
、
城

壁
に
囲
ま
れ
た
町
カ
ス
バ

（要
塞
）、
広
場
の
時
一騒

と
迷
路
の
よ
う
な
細
く
長
い
路
地
や
ス
ー
ク
で
有
名

な
マ
ラ
ケ
シ
ュ
、
そ
し
て
広
大
な
サ
ハ
ラ
砂
漠
な
ど

旅
人
の
心
を
引
付
け
る
多
く
の
場
所
が
あ
り
ま
す
。

毎
年
日
本
か
ら
こ
の
地
を
旅
行
す
る
観
光
客
は
多

く
、
会
員
の
皆
様
の
中
に
も
こ
の
地
を
旅
行
さ
れ

た
方
が
多
く
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

観
光
地
そ
の
も
の
の
紹
介
は
別
途
機
会
が
あ
れ

ば
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
私
が
今
回
経
験

し
た
表
題
は
、
モ
ロ
ツ
コ
の
西
側
の
町
・
イ
フ
レ

ン
か
ら
東
側
の
サ
ハ
ラ
砂
漠
に
行
く
途
中
の
ア
ト

ラ
ス
山
脈
を
越
え
る
高
所
で
の
、
一家
雪
に
よ
リ
バ

ス
が
立
ち
往
生
し
、
大
渋
滞
に
巻
き
込
ま
れ
た
た

め
、
前
に
も
後
ろ
に
も
動
け
ず
ひ
た
す
ら
時
の
進

む
の
を
待
つ
だ
け
だ
つ
た
話
で
す
。
考
え
て
み
る

と
、
ア
フ
リ
カ
と
は
い
え
、
標
高
３
０
０
０
ｍ
か

ら
４
０
０
０
ｍ
級
の
山
が
連
な
る
ア
ト
ラ
ス
山
脈

の
山
間
を
通
過
す
る
た
め
に
道
路
の
最
高
地
点
は

２
０
０
０
ｍ
を
超
え
る
ル
ー
ト
も
あ
り
ま
す
ｃ
そ

の
た
め
、
季
節
に
よ
つ
て
は
ア
ト
ラ
ス
山
脈
を
越

え
る
と
き
に
降
雪
に
遭
遇
し
て
当
た
り
前
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
な
ぜ
か
ア
フ
リ
カ
と
い
う
地

名
の
印
象
か
ら
雪
と
い
う
観
念
が
全
く
な
か
っ
た

私
は
、
信
州
を
離
れ
て
か
ら
こ
の
数
十
年
経
験
し

た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
豪
雪
に
見
舞
わ
れ
、
し
ば

し
の
間
、
昔
小
学
生
の
時
に
小
諸
市
内
の
雪
が
積

も
っ
た
急
な
坂
道
で
竹
ス
キ
ー
を
楽
し
ん
だ
こ
と

を
思
い
出
し
、
懐
か
し
さ
が
こ
み
あ
げ
て
き
ま
し

た
。
豪
雪
中
で
の
渋
滞
も
４
時
間
程
度
待
つ
こ
と

に
よ
リ
バ
ス
は
動
き
出
し
、
だ
い
ぶ
遅
れ
て
昼
食

会
場
に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
。

多
く
の
思
い
出
の
あ
る
モ
ロ
ツ
コ
の
旅
で
田
舎

を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
た
忘
れ
ら
れ
な
い
一
つ
の

光
景
が
今
も
脳
裏
に
は
つ
き
り
と
覚
え
て
お
り
ま
す
。

を九

カスバの全景 (世界遺産 。アイ ト・ベン・ハッドウ)

小
諸
城
下
町
の
観
光
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
、

私
の
か
か
わ
つ
て
い
る
大
手
門
周
辺
整
備
と
北
国

街
道
の
歴
史
的
建
物
の
活
用
に
つ
い
て
の
仕
事
を

紹
介
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
大
手
門
周
辺
整
備
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
民

間
の
方
が
運
営
さ
れ
て
い
た
大
手
門
駐
車
場

（大

手
門
脇
）
を
市
が
取
得
し
、
整
備
の
プ
ラ
ン
づ
く

り
を
お
手
伝
い
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
観
光
関
係

者
や
周
辺
住
民
の
方
の
ご
意
見
も
伺
い
、
小
諸
城

址
の
遺
構
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
石
垣
に
囲
ま
れ
た
、

大
型
バ
ス
も
入
れ
る
駐
車
場
と
し
て
再
整
備
す
る
こ

と
が
決
ま
り
ま
し
た
．
ま
た
こ
れ
に
伴
い
、
小
諸
市

と
体
館
中
の
く
ら
し
か
る
浪
漫
館
に
つ
い
て
の
協

議

（壊
す
か
活
か
す
か
）、
向
い
の
旧
繭
問
屋
の
周

辺
の
修
景
イ
メ
ー
ジ
づ
く
り
も
進
め
て
い
ま
す
）^

北
国
街
道
沿
い
に
つ
い
て
は
、
９
月
１７
日
か
ら

２２
日
の
６
日
間
、
城
下
町
に
ぎ
わ
い
協
議
会
の
主

催
で

「第
５
回
城
下
町
フ
エ
ス
タ
」
を
開
催
し
ま

し
た
。
日
常
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
い
商
家
の
店

動
き
出
し
た
城
下
町
の
観
光
ま
ち
づ
く
り

難
咎
陳
Ｔ
仙
一
丁

（ま
ち
づ
く
リ
プ
ラ
ン
ナ
１
／
Ｎ
Ｐ
Ｏ
こ
も
ろ
の
社
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
町
並

み
研
究
会
、
城
下
町
に
ぎ
わ
い
協
議
会
、
東
京
小
諸
会
相
談
役
）

や
蔵
を
お
借
り
し
て
、
地
元
の
作
家
に
よ
る
ア
ー

ト
＆
ク
ラ
フ
ト
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
食
文
化
体
験
な

ど
の
実
験
店
舗
が
並
び
ま
し
た
。

雨
が
続
き
、
来
場
者
の
数
は
例
年
の
半
分
以
下

で
し
た
が
、
活
用
し
た
人
と
お
客
様
が
ゆ
つ
く
り

と
ふ
れ
あ
う
時
間
が
長
く
、
ま
た

「こ
の
建
物
を

借
り
た
い
」
と
２
軒
の
お
問
い
合
わ
せ
も
あ
り
ま

し
た
。

建
物
所
有
者
が
高
齢
化
す
る
な
か
、
誰
か
に
商

売
を
し
て
も
ら
わ
な
い
と
、
ま
ち
は
減
ん
で
し
ま

い
ま
す
。
そ
の
時
期
が
き
て
い
る
な
と
痛
感
す
る

フ
ェ
ス
タ
と
な
り
ま
し
た
。

東
京
小
諸
会
で
も
、
ど
う
ぞ
小
諸
城
下
町
の
歴

史
的
建
物
の
保
存
活
用
に
お
力
添
え
を
い
た
だ
け

ま
す
よ
う
、
お
願
い
中
し
上
げ
ま
す
。

「信
州
小
諸
・城
下
町
フ
エ
ス
タ
」
ホ
ー
ム
ベ
ー
ジ

ヨ
”
ｏ
ヨ
『①

，
≡
ズ
２
一９
ｏ
ｏ
ヨ
＼
末
ｏ
ヨ
ｏ
『ｏ

■^
の
フ・さ
ら
ら
会
〃
演
奏
会
の
紹
介

出
演
者

ソ
プ
ラ
ノ
独
唱
　
竹
内
直
美

チ
ェ
ロ
独
奏
　
　
松
谷
明
日
香

伴
奏
　
　
　
　
　
今
井
麻
耶

諌鯨外端儀麹事
下
村
俊
子
（赤
坂
）

演
奏
曲
目

チ
ェ
ロ
独
奏
　
松
谷
明
日
香

伴
奏
　
　
　
　
今
井
麻
耶
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曲

日
　

ンヽ
ョ
パ

ン
作
曲
　

一‐雨
だ
れ
」

フ

ァ
リ

ャ
作
曲
　
「
火
祭
り

の
踊
り
」

ソ
プ
ラ
ノ
独
唱
　
竹
内
直
美

伴
奏
　
　
　
　
　
今
井
麻
耶

曲
日
　
お
か
あ
さ
ん
　
作
詞
　
江
問
章
子

作
曲
　
中
田
喜
直

く
ち
な
し
　
　
作
詞
　
一凸
野
喜
久
雄

作
曲
　
一局
田
二
郎

椰
子
の
実
　
　
作
詞
　
島
崎
藤
村

作
曲
　
大
中
寅
二

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

竹
内
直
美

（た
り
つ
ち

な
お
み
）
【ソ
プ
ラ
ノ
】

小
諸
高
校
音
楽
科
卒
業
、
東
京
芸
術
大
学
音
楽
部
声
楽

科
卒
業
、
日
本
声
楽
家
協
会
修
了
、

声
楽
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
、
現
在
ソ
リ
ス
ト
と
し
て
オ
ベ

ラ
に
出
演
、
音
楽
専
門
学
校
ボ
イ
ス
ト
レ
ー
ナ
、
ヤ
マ

ハ
講
師
、
他
フ
リ
ー
で
演
奏
会
に
出
演
活
躍
中
ｃ

松
谷
明
日
香

（ま
つ
や
　
あ
す
か
）
【チ
エ
ロ
】

小
諸
高
校
音
楽
科
卒
業
、
国
立
音
楽
大
学
音
楽
学
部
器

楽
学
科
チ
ェ
ロ
専
攻
卒
業

大
学
卒
業
演
奏
会
出
演
、
第
１０
回
日
本
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

コ
ン
ク
ー
ル
弦
楽
ピ
ア
ノ
デ
ュ
オ
部
門
入
選
、
東
京

ニ
ュ
ー
シ
テ
ィ
管
弦
楽
団
チ
ェ
ロ
奏
者

今
井
麻
耶

（い
ま
い
　
ま
や
）
【ピ
ア
ノ
】

小
諸
高
校
音
楽
科
卒
業
、
武
蔵
野
音
楽
大
学
ピ
ア
ノ
科

卒
業
、
日
本
大
学
芸
術
学
部
博
士
課
程
修
了
、
第
１０
回

日
本
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
コ
ン
ク
ー
ル
弦
楽
ピ
ア
ノ
デ
ュ
オ

部
門
人
選
、
現
在
フ
リ
ー
で
演
奏
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

水 山 い 志
は は つ を
清 青 の 果

故
郷

↑
か
る
さ
こ

一
、
兎
追
ひ
し
彼
の
山

小
鮒
釣
り
し
彼
の
川

夢
は
今
も
巡
り
て

忘
れ
難
き
故
郷

二
、
如
何
に
い
ま
す
父
母

恙
無
し
や
友
が
き

雨
に
風
に
つ
け
て
も

思
ひ
出
づ
る
故
郷

岡 高
野 野
貞 辰
一 之

作 作
曲 詞

信

濃

の

国

信
濃
の
国
は
十
州
に
　
境
連
ぬ
る
国
に
し
て

響
ゆ
る
山
は
い
や
高
く
　
流
る
る
川
は
い
や
遠
し

松
本
伊
那
佐
久
善
光
寺
　
四
つ
の
平
は
肥
沃
の
地

海
こ
そ
な
け
れ
物
さ
わ
に
　
万
ず
足
ら
わ
ぬ
事
ぞ
な
き

二
．
四
方
に
饗
ゆ
る
山
々
は
　
御
嶽
乗
鞍
駒
ヶ
岳

浅
間
は
殊
に
活
火
山
　
い
ず
れ
も
国
の
鎮
め
な
り

流
れ
淀
ま
ず
ゆ
く
水
は
　
北
に
犀
川
千
曲
川

南
に
木
曽
川
天
竜
川
　
一こ
れ
ま
た
国
の
固
め
な
り

三
．
木
曽
の
谷
に
は
真
木
茂
り
　
諏
訪
の
湖
に
は
魚
多
し

民
の
か
せ
ぎ
も
豊
か
に
て
　
五
穀
の
実
ら
ぬ
里
や
あ
る

し
か
の
み
な
ら
ず
桑
と
り
て
　
蚕
飼

い
の
業
の
打
ち
ひ
ら
け

細
き
よ
す
が
も
軽
か
ら
ぬ
　
国
の
命
を
繋
ぐ
な
り

四
．
尋
ね
ま
ほ
し
き
園
原
や
　
旅
の
や
ど
り
の
寝
覚
の
床

木
曽
の
棧
か
け
し
世
も
　
心
し
て
ゆ
け
久
米
路
橋

く
る
人
多
き
筑
摩
の
湯
　
月
の
名
に
た

つ
娘
捨
山

じ
る
き
名
所
と
風
雅
士
が
　
社耐
歌
に
詠
て
ぞ
伝
え
た
る

五
．
旭
将
軍
義
仲
も
　
仁
科
の
五
郎
信
盛
も

春
台
太
宰
先
生
も
　
象
山
佐
久
間
先
生
も

皆
此
国
の
人
に
し
て
　
文
武
の
誉
た
ぐ
い
な
く

山
と
釜
え
て
世
に
仰
ぎ
　
川
と
流
れ
て
名
は
尽
ず

六
．
吾
妻
は
や
と
し
日
本
武
嘆
き
給

い
し
碓
氷
山

穿

つ
隧
道
二
十
六
　
夢
に
も
こ
ゆ
る
汽
車
の
道

み
ち

一
筋
に
学
び
な
ば
　
昔
の
人
に
や
劣
る
べ
き

古
来
山
河
の
秀
で
た
る
　
国
は
偉
人
の
あ
る
習
い Jヒ tt

村 井

季
汐J

作
詞

春
　
作
曲
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平
成
２８
年
９
月
１５
日
に
小
諸
市
の
ふ
る
さ
と
応

援
寄
附
金
事
業

（以
下
、
ふ
る
さ
と
納
税
）
を
グ

レ
ー
ド
ア
ッ
プ
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
返

礼
品
の
内
容
、
種
類
と
も
充
実
を
図
り
、
こ
れ
ま

で
行
っ
て
い
な
か
っ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ポ
ー

タ
ル
サ
イ
ト
ヘ
の
掲
載
も
開
始
し
ま
し
た
。

ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼
品
は
、
返
礼
品
を
通
じ

て
小
諸
の
魅
力
を
発
信
し
て
い
く
と
い
う
目
的
の

た
め
、
小
諸
を
Ｐ
Ｒ
出
来
る
品
物
を
中
心
に
選
定

し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
後
は

「既
に
あ
る
魅
力
」

だ
け
で
な
く
、
今
後
創
出
し
て
い
く

「小
諸
ブ
ラ

ン
ド
」
を
日
本
全
国
に
発
信
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
是
非
、
小
諸
市
の

名
産

・
特
産
品
を
手
に
し
て
い
た
だ
き
、
ふ
る
さ

と
小
諸
を
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
の
と
同
時

に
“
小
諸
愛
”
を
あ
ら
た
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
お
届
け
先
を
指
定
し
て
い
た
だ
く
こ
と

で
、
返
礼
品
を
お
歳
暮
な
ど
の
贈
り
物
と
し
て
ご

利
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、
小

諸
市
の
名
産

・
特
産
品
を
ご
友
人
等
に
味
わ
つ
て

い
た
だ
き
、
「小
諸
の
魅
力
発
信
」
に
ご
尽
力
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

続
き
ま
し
て
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
仕
組
み
に
つ

い
て
、
若
干
の
ご
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

「ふ
る
さ
と
納
税
」
と
一
般
的
に
は
言
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
実
際
に
は
自
治
体
に
対
す
る

「寄
附
」

に
あ
た
り
ま
す
。
従
っ
て
、　
一
定
額
以
上
の
収
入

が
あ
る
場
合
、
ワ
ン
ス
ト
ツ
プ
特
例
申
請
等
に
よ

り
、
寄
附
金
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

例
え
ば
お
歳
暮
用
と
し
て
、
５
万
円
の
寄
附
を

行
い
、
２
万
円
相
当
の
り
ん
ご

（５
聴
×
５
箱
）

を
返
礼
品
で
送
っ
た

（も
ら
つ
た
）
場
合
、
寄
附

金
控
除
に
よ
り
、
４
万
８
千
円

（寄
付
金
額
か
ら

２
千
円
を
差
し
引
い
た
額
）
を
本
来
納
め
る
べ
き

税
額
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
出
来
る
た
め
、
▲
５

万
円
＋
４
万
８
千
円
＋
２
万
円
＝
１
万
８
千
円
と

な
り
、
金
額
換
算
で
１
万
８
千
円
お
得
に
な
り
ま

す
。
換
言
す
る
と
２
千
円
で
２
万
円
の
り
ん
ご
を

買
っ
た
状
況
と
な
り
ま
す
。

小
諸
市
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
５
万
円
の
寄
附

を
受
け
、
２
万
円
の
り
ん
ご
を
市
内
の
事
業
者
か

ら
調
達
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
寄
附
額
の

約
半
分
が
市
に
、
約
半
分
が
市
内
の
事
業
者
の
収

入
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
例
の
三
者
そ
れ

ぞ
れ
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
仕
組
み
と
な
つ
て
お
り

ま
す
。
た
だ
し
、
所
得
に
よ
っ
て
、
寄
附
金
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
限
度
額
が
異
な
り
ま
す

の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
、
小
諸
市
役
所
企
画
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
総
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
大
幅
に
拡
充
い
た
し
ま
し

た
返
礼
品
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
５
千
円
コ
ー
ス

・
御
牧
ケ
原
ポ
タ
ー
ジ
ュ
ス
ー
プ

（小
諸
特
産
の

白
土
ば
れ
い
し
ょ
を
贅
沢
に
使
用
し
た
ス
ー
プ
）

・
浅
嶽
玄
蕎
麦
（小
諸
産
そ
ば
を
使
用
し
、
香
、
味

と
も
に
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。）

■
１
万
円
コ
ー
ス

・
り
ん
ご
５
聴

（小
諸
名
産
の
り
ん
ご
。
農
園
ご

と
、
品
種
ご
と
に
お
選
び
い
た
だ
け
ま
す
。）

。
浅
間
嶽
　
焼
酎
２
本
セ
ッ
ト

（大
塚
酒
造
の
蕎

麦
焼
酎
、
白
土
ば
れ
い
し
ょ
焼
酎
）

・
信
州
味
噌
詰
合
せ

（味
噌
作
り
３
０
０
年
を
誇

る
信
州
・
小
諸
の
老
舗

「山
吹
味
噌
し

。
す
や
久
生
し
ょ
う
ゆ
セ
ツ
ト

（調
味
料
、
保
存

料
、
着
色
料
な
ど
の
添
加
物
を
一
切
使
わ
ず
天

然
醸
造
）

・
村
松
商
店
の
お
米

（３
ツ
星
お
米
マ
イ
ス
タ
ー

が
ブ
レ
ン
ド
し
た
お
い
し
い
お
米
１２
聴
）

・
小
諸
産
コ
シ
ヒ
カ
リ

（信
州
特
有
で
あ
る
寒
暖

差
が
作
り
出
し
た
甘
み
あ
る
お
米
７
聴
）

・
味
工
房
す
み
れ
セ
ッ
ト

（季
節
ご
と
に
内
容
の

変
わ
る
小
諸
の
特
産
品
セ
ッ
ト
）

・
ツ
ル
ヤ
ギ
フ
ト
各
種

（小
諸
の
名
店
ツ
ル
ヤ
の

ジ
ャ
ム
、
ジ
ュ
ー
ス
な
ど
の
ギ
フ
ト
セ
ッ
ト
）

■
２
万
円
コ
ー
ス

・
浅
間
獄
　
日
本
酒
３
本
セ
ッ
ト

（大
塚
酒
造
の

大
吟
醸
、
純
米
吟
醸
、
純
米
酒
と
お
ち
ょ
こ
の

セ
ッ
ト
）

。
マ
ン
ズ
ワ
イ
ン
セ
ツ
ト

（国
内
外
の
コ
ン
ク
ー

ル
で
多
く
の
賞
を
受
賞
し
て
い
る
人
気
の
プ
レ

ミ
ア
ム
ワ
イ
ン

「
ソ
ラ
リ
ス
」
を
赤
、
白
１
本

ず
つ
の
セ
ッ
ト
）

。
さ
く
さ
く
農
園
の
お
米

（平
成
２７
年
度
お
米
食

味
分
析
鑑
定
コ
ン
ク
ー
ル
国
際
大
会
で
金
賞
を

受
賞
し
た

「清
水
紀
久
夫
」
さ
ん
の
作
っ
た
お

米
５
ｋｇ
）

そ
の
他
、
多
数
の
返
礼
品
を
５
千
円
か
ら

１
０
０
万
円
ま
で
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
は

「ふ

る
さ
と
ぷ
ら
す
」
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

平
成
２８
年
１２
月
か
ら
は

「ふ
る
さ
と
チ
ョ
イ
ス
」

に
も
掲
載
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

今
後
も
小
諸
の
特
産
品
を
順
次
ご
用
意
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
期
待
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

●
お
問
い
合
せ
先

小
諸
市
役
所
企
画
課
情
報
戦
略
係

０

２

６

７

１

２２

‐

１

７

０

０

担
当

一
小
山
、
山
本
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東
京
小
諸
会
常
務
理
事

飯

高

盛

龍

東
京
小
諸
会
副
会
長

会
計
担
当

岩

崎

忠

男

東
京
小
諸
会
理
事

株
式
会
社
イ
ナ
ガ
キ
代
表
取
締
役

稲

垣

信

克

〒
‐３２
‐
鵬
　
東
京
都
江
戸
川
区
瑞
江
三
―

一
´
´

電
　
話
　
〇
三

（三
六
七
〇
）
〇
七
五
二

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
Ｏ
三

（三
六
七
〇
）
〇
七
七
人

東
京
小
諸
会
監
事掛

川

國

雄

東
京
小
諸
会
副
会
長

・
事
務
局

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
担
当

北
　
村
　
尚

巳

東
京
小
諸
会
常
務
理
事

小
宮
山
　
　
　
栄

国コ際
割
難
試
輸
靴
社
長

〒
３３２
‐
岨

埼
玉
県
川

国
市
並
木

ニ
ー

下

三

電
話

（〇
四
人
）
二
五
〇
―
五
三

一
一

東
京
小
諸
会
相
談
役

小
　
山
　
洋
之
介

東
京
小
諸
会
副
会
長

会
報
担
当

小
　
山

エ
ハ

東
京
小
諸
会
副
会
長

松
戸
市
は
つ
ら
つ
ク
ラ
ブ
連
合
会
会
長

白
　
鳥

　
ひ
さ
じ

〒
２７０
１
四
　
千
葉
県
松
戸
市
高
塚
新
田
三
〇
二

電
　
話
　
〇
四
七

↑
二
九

一
）
五
九
五
九

東
京
小
諸
会
理
事

き
ら
ら
会
代
表

下

村

俊

子

東
京
小
諸
会

高
級
乾
菓
子

清
水
屋

鈴
卸
筆

裕

子

〒
１０１
‐
肥
　
東
京
都
千
代
川
区
岩
本
町
二
―
二
―

一
五

電
　
話
　
〇
三

公
一一人
六
六
）
〇
七
二
二

東
京
小
諸
会
常
務
理
事

須

田

武

久

〒
タ
ー
哩
　
相
模
原
市
中
央
区
山
野
台
一
―
一
四
―
一

電
　
話
　
〇
四
二
（七
五
五
）
三
ハ
人
七

東
京
小
諸
会
相
談
役

一局

橋

昭

平

〒
配
―
肥
　
東
京
都
日
黒
区
東
ヶ
Ｆ

一　

一
一
人

―
人

電
話

（Ｃ
三
）
三
四

一
人
‐
〇
四

一
六

東
京
小
諸
会
副
会
長

田

沢
　
雄
二
郎

〒
問
―
口
　
東
京
都
府
中
市
押
立
町
四
―

一
五
―
十

電
話

（〇
四
二
）
四
人
六
十
二
〇
六
九

東
京
小
諸
会
理
事堀

　

　

英
　
毅

東
京
小
諸
会
会
長

三
和
シ
ヤ
ッ
タ
ー
エ
業
株
式
会
社
　
顧
問

渡

辺

静

〒
輛
‐
耐
．
東
京
都
板
橋
区
成
増
二
―
三
二
―

一
五

一電
　
話
　
〇
三

全
・一九

千
ё

五
〇
〓

一

東
京
小
諸
会

役
員
有
志
協
賛

東
京
小
諸
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

，
一一ｏ
＼̈
＼
澪
〇
ヨ
ｏ
『
ｏ
Ｆ
”
】ン
く
①
げ
Ｌ
ｏ
い
。〇
〇
ヨ
＼

小
諸
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

Ｆ
一
一
や

＼
＼
蒸

豊

豊

・ｏ
い
一
く
・Ｆ
Ｏ
ヨ

〇
『
ｏ
・】
”
」
Ｕ
＼

東
示
/1ヽ

言者
会

木 撃

俣
　
美
紀
子

東
京
小
諸
会
理
事

会
計
担
当

ヽガ

林

ゆ
た
か裕

〒
‐０６
‐
応

東
京
都
港
区
麻
布
卜
番
四
―
三
―

一
―

一
〇
人

一

Ｅ

メ

ー

ル
　

ヽ
Ｎ

汗^

８

（
●ヽ
ｏ
日

ヽ
３

Ｒ

Ｕ

東
京
小
諸
会
理
事

Ｇ
Ｓ
事
務
所
代
表白

伍

朗

〒
‐３０
１
酬
　
横
浜
市
鶴
見
区
朝
日
町
二
―
人
九
―
三
二
九

電
　
話
　
〇
四
ん
（五
〇
四
Ｙ

三
二
七
〇

東
京
小
諸
会
理
事

松
実
高
等
学
園
理
事
長

松

井

石

根

東
京
小
諸
会
常
務
理
事

造
花
材
料
製
造
卸

有
限
会
社
ア
オ
イ
取
締
役

柳
　
沢

営
業
所

一Ｔ
恥
―
肥

東
京
都
練
馬

区
祟

玉
北

四
―
二
人

―
六

電
　
話

（〇
三
と
一九

四

人
‐

一
六

一
貫
代
）

Ｆ
Ａ
Ｘ

（〇
三
ビ

一九

四

人
―

一
六
〓
．九
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入居者募集中幹轟孵
住宅型有料老人永―ム

ことぶきの家 Jヽ 諸 ことぶきの家 御影

平成 25年 に小諸市御影 に新設

新築オープンした施設。食堂か らは雄大な浅間山を

望み、四季の移 り変わ りを感 じる事ができます。

1階 のデイサー ビスを利用できるため、 リハ ビリや

レクリエーション等 を楽 しみなが ら、穏やかな毎 日

を過 こす事ができます。

鳳懇121,439円～

介護付 さ有料老人ホーム

四季折々の季節 を感 じれる施設

忙久インターか ら車で約10分 の距離に位置し、周囲

には大型 ンロッビングセンターがあ り、足 をのばせ

ば小諸の礎史ある町並み を見 ることができます。雄

大な浅間:11の 、四季折 々の景色を感 じなが ら、悠 々

とした生i=を ご提案 させていただ さます。

142,521円～

フ

＝
¨

ツ
中
詢

夕
集

ス
募

UI」 ターン こ う。

自然豊かな長野県で、あなたのラインスタ

イノンに合わせて働 きませんか。資格がな

い方、経験がない方、スキノンがなぃ方、

大歓迎です。育児・介護 兼業 体力が

気になる方、短時間勤務 も可能て
｀
す。

回 0267‐ 23‐1510 相談担当:北澤まで

角
一む

月

に固図 国図
国□国回囲 国□□回囲
囲圃固回国 囲国固■国

ア 」ク セ ニス  〒384‐ 0808長野県小諸市御影新田字池ノ上 2090-1

首都圏からのアクセス良好 !

F)上 信越道 佐久北 ICよ う5分

0 東京駅 か ら北陸新幹線 て・[佐久平駅 :

|  (東 京駅か ら72分 )

北陸新幹線 佐 久平駅 よ う車 て 10分

品1139,098R～  鳳鴇 82,853円～ 70,806日 ～  内訳ノ居室費 査費 運営管理費 暖房費な ど ※介護サービス自己負担分 オムツ等日用品などは実費

|

ことぶきの家小諸

ことぶきの家総合相談室

目 0120日 811‐ 772
小諸市御影新田字池ノ上 20901に とぶきの家小諸内)

ヽ困 )の こと

● 無料 お迎 え無料 引越 し
こ家族のこ都合に合わせて、こ本人のお迎えや、お荷物の引越し

サービスを無料でさせていただきま丸 車椅子使用のこ本人も、

たくさん荷物がある場合も、病院・ JAらの入居も、他施設からの転

居も安心です,

0ご 契 約 場 所
へ の 無 料 出 張

また、こ家族のご都合に合わせて、こ契約はこ希望の場所に伺い

対応させていただきますので、遠方より何回も施設のl~来訪いた

だく必要かなく、負担を少なくすることができます

若穂 纂鸞 西軽井沢
住宅型有料老人ホーム

軽井沢
住宅型有科老人ホーム

菱野
住宅型有料老人ホーム

東小諸
住宅型有料老人ホーム

美里
住宅型有料老人ホーム

木を基調にした、

地域に開かれた施設

リゾー トタツンにある

静かで家庭的な施設

匿はヨ酬 骰室 1繁彎驚 ‖″
1累肥摯馴 冨1鵠鰯
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マンズワイン株式会社
小諸ワイナリー

〒384」 諸ヽ市諸375

容0267-22-6341ご見学可

訃
％
イ
ぼ

・ん
，～
ヽ

ア

の 落褐
=争

叩
・

信州・信濃

挽きたて。打ちたて。方でたて

●も備体す

本 社

株式会社三ツ和 小諸そば事業部
〒104東京都中央区新川2丁目13番 8号 803(3555)0092

θるでオデ〃
〒384‐0026長野県小諸市本‖r3219

TEL0267-22-0041
FAX0267-22-2741
取締役社長 4ヽ林 隆志

小林 敦子

旅 籠

健康を贈る

山吹味噌の特長―

天然、自然の条件を何よりも尊重し

味噌に最適な原料を選び

昔ながらのみそ造 りの長所を守り

量産にこだわらず、自然の味のみを

追求しています。

味噌づ くり300有余年一一―

J町張翠殊F薔
信州味噌株式会社
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浅
間
山
が

一
望
で
き
ま
す
。

～
謙こうろ

-0071長 野県小諸市大久保 620-3
:0267‐ 22-2288 fax:0267‐ 22‐2431

info@nunchiklonsen info

株式会社フー ドサービスシンワ

久群小海町大字千代里 2392-1

〃布
引
温
泉
こ
も
ろ
〃
は
、

「牛
に
引
か
れ
て
善
光
寺
に
行

っ
た
お
ば
あ
さ
ん
、

牛
が
観
音
様
の
化
身
だ

っ
た
と
知
り
改
心
し
て

幸
せ
に
暮
ら
し
た
と
さ
。
」

そ
ん
な
伝
説
の
伝
わ
る
布
引
観
音
近
く
に
あ
り
、

お
部
屋
か
ら
は
噴
煙
を
今
で
も
上
げ
て
い
る

りんご巨峰直売・宅配発送
りんご狩り・信州特産みやげ品

池りんご
〒389‐0512 長野県東御市滋野牧家

国道 18号線沿い

本  灌ヨ: Tel.0268¨ 62‐ 1866
直売]F~f: Tel.0268¨ 62¨2695

Fax.0268¨ 62Ⅲ 1866

新鮮 。さわやか 。八―モニー

株式会社ツルヤ
」ヽ  諸  燿雪 Tel(0267)23‐ 3311
野  沢  店 Tel(o267)62-5511
日  田  店 Tel(o267)82‐ 3511
丸  子  店 Tel(0268)42‐ 3211
み か :プ 店 Tel(o267)23‐ 2411
7」 露ヽ野爵尋

"野

 Tel(0267)23‐ 6111
上田中央店 Tel(o268)23‐8711
佐 久中央店 Tel(o267)54‐ 7011
神  llB  tt Tel(0268)23‐ 6411
佐 久 穂 店 Tel(o267)86‐ 5411
立  希斗  "雪  Tel(0267)56‐ 3711
山  口  店 Tel(0268)29‐ 4511
御 ft田 店 Tel(o267)32‐ 7811
軽 り牛男尺月占 Tel(0267)46‐ 1811
塩  田  店 Tel(o268)371711
か の う 店 Tel(o268)64‐ 9511
な ぎ さ 店 Tel(o263)29・ 4611
平  田  店 Tel(o263)59-6811

広  丘  店 Tel(0263)51‐ 5811
並  柳  店 Tel(o263)88・ 6411

男 勇 ξ  Td026098・ 4911

徳  間  店 Tel(o26)263・ 6611
長 ヨ5戸輻 Itt Tel(026)291‐ 1311
稲 疇苛 1山 所占 Tel(026)274‐ 7011
須 1反 口雪Лtt Tel(026)242‐ 7011
-ラトント Itt Tel(0269)24‐ 0611
松  代  店 Tel(o26)215‐ 6511
7」 ■ヽ,がコ

"ヨ

 Tel(026)214‐ 8811
青 木 島 店 Tel(o26)286‐ 6711
飯  山  店 Te:(o269)67‐ 9011
長野中央店 Tel(o26)217‐ 1411

9ロ ヨFネロ遍島月彗 Tel(o265)71‐ 7811
赤  穂  店 Tel(o265)98・ 6711
営 蓼薦要卜差郎 Tel(0267)22-3311
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〒384-8558長 野県 イヽ諸市 古城 中棚

TEL 0267‐ 22‐ 151l FAX 0267-22-9191
http://、 /w、v.nakadanasou.com/
E―mail:nakadanaCkomOro.cojp

「千
曲
川
旅
情
の
詩
」
の

一
節
に
あ
る
、千
曲
川

一
い
ざ
よ
う
擁
０
岸
近
き
宿
に
の
ぼ
り
て

，
濁
り
酒
濁
れ
る
飲
み
て
…
の
岸
近
き
宿
は

，
一　
　
　
　
」■

中
棚
荘
を
詠
っ
た
も
の
で
す
。

千曲川旅情・文学の温泉宿

御曜書t」予細断りきす。

4月～‖月 水曜日 定休
12月～3月 文水曜日 定休

〒384-0026 長野県小諸市本町2-1-3

TEL 0267-23-0820  FAX 0267-22-0499

http://chOuJiya.Jp

′
も
■
イ
ア
、
そ

■お車/小諸 l.Cよ り車で5分

■電車/し なの鉄道小諸駅より徒歩 5分
小
諸
城
主
と
な
ら
れ
た
仙
る
秀
久
公
の
遺
し
た

小
諾
香
麦
切
り

四
百
年

の
伝
統
を
造
る

天
二
十
八
年

信濃國浅無 承′lも蕎番麦の宗家
信
州
信
濃

の
香
麦
街
道
本
舗

専用種信濃一号

認定農業法人信州蕎麦ルネサス(株 )直営農場 38ヘクタール

契約栽培 JA北信州みゆき 」A信州うえだ  30ヘ クタール

手キ答麦舗0草 瞥

草 笛 遊 子 亭

草 笛 明 日 香

上田草笛本店

草 笛 長 野 店

佐 久 の 草 笛

新幹線長野駅
ミ ドリ

小諸市古城 1丁 目 ]番地 10番
丁EL 026フ ー22-2105(大イt)
FA× 026フー22-2103“ t)
丁EL 026フ ー23-4513(イt)
丁EL 0267-22-Oフ 89“t)
丁EL 0268-24-8221(イt)
丁EL 026-228-7373(イt)
FA× 026-228-フ 309
丁EL 0267-66-3939“t)
FA× 0267-66-3935
TEL 026-219-6651“ t)
FA× 026-219-6652
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躍進する香坂グループ

株式会社 香 坂
土
蒔

建

式

勝

設

社信 濃 培 養 株

坂

A
=

代表取締

株式会社 シンコー・エステート
代表取締役 香坂  勝

本社/小諸市甲92番地 な0267-22-1184(代 )

信濃培養土llll a0267-22-5439

株式会社シンコー・エステート 劉Ю267-22-1184



東 京 小 諸 会 々 報 第40号 〔30〕

身近なコンビニから航空機まで、コミーミラーは、安全・防犯・サービス・効率アップに役立っています。

主人を助けることができました

私がミラーを見たおかげで、主人 (ぼんやり教授 1)'ま 手

荷物入れの中にパスポー トとクレジッ トカー ドを置き忘

れなくて済んだのです。

リア様 (コ ロラ ドl・ デンバー在住 )

A380 0/BBn

本当にこのミラーに救われました

手荷物を取 り出 してしヽると、中に取 り付けられたミラー

に映つていたんですよ。

手荷物入れの隅つこに転がつている私の常備薬が |

本当にあのミラーには救われましたよ。

ゲリー様 (テキサス州ヒユース トン在住 )

死角に気 くばり コ ミ ー■朱」t`会 社  代表取締役 小宮山 栄 (東京」喘会常務理事)

KttmyMirror。
〒332-O034 埼玉県川□市並木1-5-13 "悧w komycoip man@kOmy Cojo

□代表 (営業本部など)TEL i 048-250-531l  FAX:048-250-5318

一一一一一―私たちは売上げの拡大よりも “出会いの喜び"“倉1る 喜び"“ 信頼の喜び"を味わえる仕事を大切にしています。 

一

忘れ物チェックに H

三和シヤッターはシヤッター0ドア0パーテイシヨンなど

建材で“暮らし"を支えます。

三翼シヤッターエ業株 式含 泄
〒175‐0081 東京都板橋区新河岸2‐ 3‐5
httpプ /www sanwa‐ ss co ip/

Te1 03‐3346-3011

静雄 (小諸市紺屋町)東京小諸会会長

マンシヨンドア 自動ドア

三和グループ

[国 内]

三和シヤッターエ業株式会社

昭和フロント株式会社

沖縄三和シヤッター株式会社

三不Bタ ジマ株式会社

三和エクステリア新潟工場株式会社

べニックス株式会社

昭和建産株式会社

田島メタルワーク株式会社

株式会社吉田製作所

株式会社メタルワーク関西

林工業株式会社

株式会社エース

三不□電装エンジニアリング株式会社

三和ミタカ株式会社

[海 外]

OVERHEAD D00R CORPORAT10N(米 国)

NOVOFERM GRO∪ P(欧州)

上海宝産三和F5業有限公司 (中国)

上海諾沃分門業有限公司 (中国)

安和金属工業股倫有限公司 (台湾)

V NA SANWA COMPANV LAB uTY LTD(ベ トナム)

SANWA SH∪ TTER(HK.)LTD(香 港)

DONGBANG NOVOFERM INC(韓国)イ也

トイレブース

口
漑
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あさまだυす

清酒
アルコール分150度 以上

160度未満

原材料名/米・米こうじ
醸造アルコール

精米歩合/60%
製造年月

小
諸
産
機
農
薬
米
と

諸
ｏ
澪
水

ギ

ス
空
景
「

社
込
ん
だ

ふ
諸
ａ
清
酒
で
す

大

塚

酒

造

株

式

会

社

長
野
県
小
諸
市
大
手
二
―

一―

二
四

電
話
。開
〇
二
六
七
上

〓
一―
○
○
〇
二

囲

邦省鷲修碁停
〒384-0041長 野県小諸市菱平762-2

TEL.0267-22-0516
http://www.tokiwakan.com

ｐ
『

ｅ

常
盤
館

分
〇
小
諸
ＩＣ
　
発

馳
　
・́

顔〉　
　
　
ＣＴ

Ｏ
練馬ＩＣ
。
「

東 京 発 舞長 野新幹劇 50分 ]● 軽 井 沢 着 発 >し なの鉄道  レ′
J｀諸 着

東 京 発 >長 野新幹線

“

0分 ]卜 佐 久 平 着 発 卜小海線 ●5分 ]>小 諸 着

小 諸 駅 よ り車 で 10分
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介護のエキスパートのぞみグループの住宅型有料老人ホーム ～信州 0どは人～翡袋踪琲緑翡茫

営業主体 :株式会社エスポワール

勉靡鼈餞
充実 したはほ 。会なサポ

関連医療法人や訪間看護ステーション、協力提携医療機関、館内にあるヘルバース

デイサービスセンターが安心を支えます。フロントスタッフは24時間常駐しています。

蟷は■は居室
饉
=国

議≫151′320円～195′600円 嘴鰺診
1楔軋』趾 58′91(鱈

内訳/家賃・水道光熱費・食費     {税 抜 )

◎別途/冬期暖房費、介護保険利用料◎全個室

睫鯰削漑吾習憲聖塁合層雇層き望,:分
の1を、

※ 1年分の家賃相当をまとめてお支払 い

いただく年契約もこざいます。

●初期30%を入居月に償却。残りを5年償却させていただきます。●償還金
額=入居一時金X070× (60月 ―経過月数 )′ 60月 ●5年経過後は入居一時
金は一切ありません。毎月の費用のみで入署いただけます。

蠅饉y絋≫炒蜃爾0万円～432万円(チト課税)
鍾饉量麟》寵源轟500万円～1′700月腎

税)

1%仁曇IIng乙聴
C別途//冬期暖房費、介護保険利用料 0全個室

■概要 ●所在地 /佐ス市根岸 32032●類二 /生
=型

膏料老人ホーム●倉護保険
/在宅サービス利用可●権利形態 /禾」用権方式●事業巽遠平成22年 12月●協力
医療機関 /浅間総0~病院・佐久総含病院 。言禾:医現・言ヌLこ科医坑●交通 /「 佐
久平駅」より車で約 15分 。「佐ス南 !C」 から車て:]3分
◆本館●入居条件等 /(一般居室)概ね目立生;Ξ が可モな万 〔倉護冒至連 支援 2
～ 要介護 5の認定を受けている方●総居室数 73室 :一墳≡ 43室 (226ボ ～
629雨 )弁護室 30室 (198ボ～ 4062ぷ )●構造 /鉄

=三
ンクリー ト造銅板冒

地上 5階地下 1階建●利用料の支払い /―括もしく|ま年二いこ月払いの併用
◆B囀倉護居室●入居条件等 /要倉劃 ～要弁護 5の記こを受けている方●総
居室数 85室全1固 室 (181ボ )●構造 /鉄筋コンクリート宅二 3贈●禾」用料の支
払い /月払い

番蝙麒蒻グルニプ意鎮
軋鯰嶼67m22‐9菫之鰺

〒384‐0006長野県 J」 諸ヽ市与良町3‐4‐17
FAX 0267m26‐ 1637(U禾JE院 2F)

医療法人清秀会 甘利医院/社会福祉法人のぞみ福祉会/株式会社エスポワール//

株式会社シルバーケアのぞみ/株式会社のぞみ/有限会社エスポワール

―括契約の入居一時金の 120分の1を、
毎月お支払いいただきます。
※1年分の家賃相当をまとめてお支払い

諫核舞玲隕蜆

◎別途/冬期暖房費、介護保険利用料 ◎全個室

魏
必要な方″ 策 フ畷 讐〒L車場費用

※介護居室へ移られる場合も、10年経過後は入居一時金は一

切必要ございません。毎月の費用のみで入居いただけます。

営業 10:30～20:30毎月第二木曜定休

0267‐63‐ 3900代表

別館介護顆聰‐m予 クセ娘好
L車でお越しの場合

東京駅から長野新幹線「佐久平駅」(東京から72分)0上信越自動車道「佐久C」 (練馬から150km)
→より車で15分 (5 8km)               →より車で約20分 (7 5km)

/ヘ
、`_ノ

:

大坂

:ワ ンちゃんとのお食事もできます !

1佐ス市根岸 3203-2
憲 _."¨ ^_  ___― ―

  ‐
― ―

ホテルルートイ)


