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実りの秋

水稲は豊作の見込み

黄金色に熟れた田一面の稲穂が、力強いエンジンをひびかすコンバイ

ンで見る見るうちに刈り取られて脱穀されてゆきます。

中野・道野尾・小藪・大谷・予子林の水田は土地基盤整備がすすみ、

大型の農業機械も楽に乗り入れて、使えるようになりました。

今年は収量の方も、天候にめぐまれて増収が予想されます。

〔写真：コンバインで稲刈りの曽根さん。中野で）
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◎
国
道
改
良
に
伴
う
町
道
改
修
に
つ

cnu 
似

い

て

⑲
 

常
会
は
、
現
在
六
月
と
ヤ
月
が

．

休
会
と
な
っ
て
い
る
が
、
農
家
が
忙
ー

し
い
の
は
五
月
と
九
月
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
改
め
る
考
え
は
な
い
か
。

答
従
来
穴
閂
・
十
月
の
休
会
は
田

椙
え
と
稲
刈
り
を
主
体
に
考
え
だ
休

会
で
あ
り
ま
す
。
確
力
に
作
巨
に
よ

り
繁
忙
時
期
ガ
ま
ち
ま
ち
に
な
っ
て

来
だ
現
実
ガ
あ
り
画
一
的
に
考
え
ら

れ
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
と
思
い

ま
可
。
各
方
面
の
意
貝
も
き
き
だ
い

と
思
い
ま
可
ガ
、
定
着
し
て
い
る
休

会
を
あ
え
て
変
え
る
賜
要
ガ
あ
る
の

カ
、
こ
れ
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
可
。

◎
町
常
会
の
休
会
に
つ
い
て

匈 田(2)

◎
小
学
校
の
改
築
に
つ
い
て

第
一
七
八
回
肱
川
町
議
会
九
月
定
例
会
は
、
九
月
二
十
六
日
に
招
集
さ
れ
、
会
期
を
二
十
八
日
ま
で
の
三
日

間
と
定
め
て
、
町
長
提
出
の
六
議
案
に
つ
い
て
、
原
案
ど
お
り
可
決
ま
た
は
認
定
し
、
議
員
提
出
の
意
見
書
―
―
―

件
を
採
択
の
上
閉
会
し
ま
し
た
。

ま
た
、
町
行
政
に
対
す
る
一
般
質
問
は
、
四
人
の
議
員
か
ら
十
一
項
目
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

問
国
道
一
九
七
号
線
鹿
野
川
道
路

の
改
良
工
事
が
久
下
附
近
に
入
る
と
、

迂
回
路
が
な
く
不
便
と
な
る
た
め
、

上
広
常
ー
野
仁
山
線
を
改
良
す
る
必

要
が
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。

答
町
と
し
て
も
こ
の
改
修
は
追
め

る
計
画
で
あ
り
、
既
に
祠
量
も
致
し

て
あ
り
ま
し
て
六
十

一
年
度
着
工
を

自
途
に
追
め
て
行
く
考
え
て
あ
り
ま

可。
小
学
校
の
改
築
事
業
に
つ
い
て

地
元
の
腹
構
え
も
あ
ろ
う
と
思
つ
の

で
、
そ
の
順
位
を
早
く
決
定
せ
ら
れ

た
い
。

答
老
朽
化
し
だ
校
舎
に
つ
き
ま
し

て
は
逐
次
改
築
し
整
っ
だ
教
育
環
境

の
中
で
児
童
ガ
学
習
で
き
る
よ
う
教

育
委
鼻
会
と
し
て
の
計
画
を
定
め
、

町
理
事
者
に
提
出
し
、
了
承
を
得
て

予
子
林
小
屋
内
運
動
場
の
建
築
に
と

り
カ
カ
り
ま
し
だ
。
こ
れ
ガ
改
築
第

一
年
度
で
あ
り
ま
弓
。
続
い
て
第
二

第
―
二
と
計
画
を
追
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
段
階
に
さ
し
カ
カ
つ
て
参
り
ま

し
だ
ガ
、
こ
こ
に
お
き
ま
し
て
河
辺

川
夕
』
阿
題
ガ
や
や
具
体
的
に
浮
上

し
て
参
り
ま
し
だ
。
こ
の
こ
と
と
学

校
建
築
と
の
関
逹
に
つ
き
ま
し
て
団

の
理
事
者
と
合
議
を
い
だ
し
ま
し
だ

と
こ
ろ
、
合
し
ば
ら
く
事
の
推
移
を

見
て
実
行
可
る
こ
と
ガ
肱
川
町
の
将

来
、
計
画
の
上
で
賢
明
で
は
な
い
力

と
の
結
誦
に
達
し
て
あ
り
ま
可
。

河
辺
川
ダ
ム
の
建
設
に
つ
い
て

は
住
民
も
非
常
に
心
配
を
し
て
い
る

の
で
、
一
日
も
早
く
町
の
態
度
を
は
っ

き
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

答
汀
辺
川
夕
こ
に
つ
い
て
の
町
の

態
度
は
、
遅
く
て
も
三
月
末
ま
で
に

は
決
定
し
だ
い
と
考
え
て
い
る
ガ
、

い
う
ま
で
も
な
く
水
は
賜
可
し
も
水

◎
河
辺
川
ダ
ム
に
つ
い
て

嘉
城
の
城
戸
氏
宅
の
よ
う
な
災

害
に
対
し
て
救
済
す
る
条
例
を
制
定

さ
れ
て
は
ど
う
か
。

答
悪
域
の
地
づ
べ
り
に
つ
き
ま
し

て
は
、
ま
こ
と
に
お
気
の
雷
な
こ
と

で
あ
り
ま
し
て
町
と
し
ま
し
て
も

I

配
も
し
各
般
の
検
討
を
い
だ
し
ま
し

だ。
ご
承
知
の
と
あ
り
国
は
災
害
較
済

に
つ
い
て
は
災
害
対
策
基
本
法
あ
る

い
は
災
害
救
助
法
な
ど
い
ろ
い
ろ
な

法
律
を
整
偶
し
災
害
力
ら
国
民
の
生

命
財
産
を
保
護
可
る
使
命
を
も
ち
対

処
し
て
あ
り
ま
す
。

合
回
の
災
害
に
つ
き
ま
し
て
も
穴

十
一
年
度
よ
り
、
串
壊
防
止
の
だ
め

の
復
旧
治
山
事
業
を
や
っ
て
い
だ
だ

く
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
可
。
ま
だ

融
資
制
度
な
ど
国
と
し
て
の
救
済
対

策
ガ
講
じ
ら
れ
て
お
り
ま
可
。

町
と
し
ま
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な

◎
嘉
城
の
地
す
べ
り
に
つ
い
て

源
地
域
の
も
の
と
だ
け
考
え
ら
れ
て

い
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
公
的
な

水
つ
ま
り
公
水
と
も
い
え
、
ま
だ
い

ろ
い
ろ
の
社
会
情
勢
の
中
で
と
り
あ

げ
ら
れ
る
問
題
で
あ
り
ま
す
。
だ
だ

や
み
く
も
に
反
対
反
対
と
い
う
訳
に

も
い
力
な
い
と
思
い
ま
可
。

ー
ニ
月
ま
で
に
は
決
定
し
だ
い
と
い

い
ま
し
だ
ガ
、
国
や
果
や
需
要
者
の

誠
意
や
熱
意
ガ
感
じ
ら
れ
な
い
場
合

は
決
定
を
し
な
い
場
合
も
あ
り
得
る

と
思
っ
て
お
り
ま
可
。

◎
中
小
企
業
振
典
資
金
に
つ
い
て

圏
・
瞑
の
計
画
に
従
い
ま
し
て
、
実

施
を
し
て
行
く
責
任
ガ
あ
る
訳
で
あ

り
ま
弓
ガ
、
固
刃
の
災
害
に
つ
い
て

町
独
自
で
救
助
、
保
護
し
て
ゆ
く
と

い
う
こ
と
は
肉
題
も
あ
り
困
難
で
も

あ
る
訳
で
あ
り
ま
可
。

ご
承
知
の
よ
う
に
災
害
弔
慰
〈
要
の

条
例
は
つ
く
つ
て
お
り
ま
可
ガ
、
こ

の
程
度
の
こ
と
で
や
む
を
得
な
い
の

て
は
な
い
力
と
思
っ
て
お
り
ま
可
。

合
回
の
災
害
に
つ
き
ま
し
て
は
、

応
急
対
策
賛
を
予
算
化
し
、
全
力
を

あ
げ
て
二
次
的
災
害
ガ
起
ら
な
い
よ

う
努
力
を
し
て
参
り
ま
し
だ
し
、
ま

だ
固
人
の
救
済
策
と
し
て
六
月
の
議

会
に
お
い
て
あ
決
め
い
だ
だ
い
だ
税

制
上
の
減
免
措
置
を
適
用
す
る
こ
と

と
し
て
お
り
ま
可
。

内
子
町
や
五
十
崎
町
に
お
い
て

は
貸
付
額
が
三
百
万
円
で
、
三
十
六

か
月
か
ら
四
十
か
月
。
設
備
資
金
に

つ
い
て
は
六
十
か
月
の
例
も
あ
る
。

本
町
に
お
い
て
も
改
善
さ
れ
て
は
ど

~
゜

、
っ
力

答
こ
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
五

十
四
年
に
一
郎
改
正
い
だ
し
て
お
り

ま
す
ガ
、
経
済
状
況
の
変
化
も
あ
り

ま
可
の
で
検
討
し
だ
い
と
思
い
ま

可
。
そ
し
て
二
部
改
聾
し
だ
い
と
考

え
ま
可
。
し
力
し
町
内
の
中
小
企
業

の
育
成
振
輿
と
い
う
趣
旨
で
こ
の
制

度
を
設
け
て
い
る
の
で
あ
り
ま
可
カ

ら
、
そ
の
よ
う
な
形
に
な
る
よ
う
に



(3)匈

◎
駐
車
場
の
た
め
の
分
校
跡
地
開
放

国

に
つ
い
て

⑲⑲。uo。姫⑲

火
葬
場
の
改
築
に
つ
い
て
、
そ
の

後
ど
の
よ
う
に
対
処
さ
れ
て
い
る
か
。

答
こ
の
こ
と
は
従
来
よ
り
董
要
な

懸
案
事
項
と
し
て
と
ら
れ
、
検
討
を

加
え
て
来
て
お
り
ま
す
。

こ
の
闘
題
は
、
葬
常
に
特
殊
な
施

設
で
あ
り
ま
可
だ
め
困
難
ガ
あ
り
ま

弓
ガ
、
種
刀
ご
協
力
を
い
だ
だ
き
、

前
向
き
に
順
調
に
進
ん
で
お
り
ま
可
。

十
二
月
議
会
に
は
概
要
も
ご
報
告

て
き
る
と
考
え
て
お
り
ま
可
。

鹿
野
川
地
区
に
お
い
て
は
、
駐

車
場
が
少
な
く
大
変
不
便
で
あ
る
。

◎
火
葬
場
建
設
に
つ
い
て

制
度
ガ
｛
寸
ら
れ
な
け
れ
ば
、
安
易
な

気
持
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
で
は
な
ら

な
い
と
思
い
ま
可
。

近
隣
の
町
村
に
は
運
動
公
園
を

も
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
肱
川
町

に
お
い
て
も
そ
の
整
備
に
つ
い
て
考

え
ら
れ
た
い
。

答
幅
広
い
運
動
ガ
で
き
ま
芍
よ
う

な
総
合
的
な
も
の
を
作
り
だ
い
気
持

を
も
っ
て
お
り
ま
可
。
し
力
し
亘
ち

に
取
り
組
め
る
状
況
に
な
い
の
ガ
実

状
で
あ
り
ま
可
。

◎
運
動
公
園
に
つ
い
て

◎
山
間
地
に
お
け
る
野
菜
栽
培
に
つ
い
て

答
以
前
に
も
同
様
の
質
問
ガ
あ
り

こ
の
エ
地
を
駐
車
場
に
は
し
な
い
と

答
え
て
あ
り
ま
可
。
郵
便
周
〈
吉
の
建

設
毛
や
ガ
て
始
ま
る
こ
と
で
も
あ
り

駐
車
場
へ
の
開
放
は
で
き
な
い
と

思
っ
て
お
り
ま
可
。

最
近
、
汀
原
へ
の
駐
車
は
少
な
く

な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
可
。
エ

地
の
少
な
い
所
で
は
お
互
い
多
少
不

便
で
も
我
慢
し
合
う
と
い
う
考
え
も

大
切
力
と
思
い
ま
可
。

町
の
グ
レ
ー
ダ
ー
は
、
現
在
各

地
域
が
年
一
回
程
度
利
用
し
て
い
る

が
、
道
路
の
い
た
み
か
は
げ
し
い
の

で
、
年
二
回
は
利
用
で
き
る
よ
う
計

画
を
見
直
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

答
現
在
、
町
は
夕
△
問
題
・
国
遍

改
良
•
特
産
開
発
・
学
校
改
築
と
い

ろ
い
ろ
の
問
題
を
カ
カ
え
て
あ
り
、

そ
の
だ
め
財
政
的
に
も
、
ま
だ
、
人

員
的
に
も
制
約
万
あ
り
ま
可
。
ワ

レ
ー
タ
ー
の
遅
行
で
可
ガ
、
あ
る
程

度
の
サ
ー
ピ
ス
ガ
定
着
し
て
い
る
も

の
は
我
慢
し
て
い
だ
だ
き
、
そ
の
他

の
重
点
的
な
も
の
へ
積
極
的
な
と
り

組
み
を
さ
せ
て
い
だ
だ
く
と
い
う
こ

と
ガ
大
切
だ
と
考
え
て
あ
り
ま
可
。

◎
グ
レ
ー
ダ
ー
工
事
の
見
直
し
に
つ
い
て

こ
の
た
め
分
校
跡
地
を
あ
る
程
度
駐

車
場
と
し
て
開
放
し
て
は
ど
う
か
。

て6月定例町議会， 

夏
秋
き
ゅ
う
り
に
つ
い
て
は
、
水

田
転
作
作
物
と
し
て
順
調
な
伸
び
を
示

し
て
お
り
喜
こ
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
と
並
行
し
て
、
高
齢
者
や
婦

人
か
栽
培
で
き
る
野
菜
の
品
目
と
そ

の
指
導
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
た
い

と
思
つ
。
な
お
、
六
十
年
度
の
き
ゅ

う
り
の
産
地
指
定
は
ど
う
な
っ
て
い

る
か
。

答
山
間
地
の
作
目
に
つ
い
て
は
常

に
気
を
配
っ
て
お
り
ま
可
。
高
齢
者

単
独
で
の
作
物
導
入
と
い
う
こ
と
は

非
常
に
む
び
力
し
い
も
の
ガ
あ
り
ま

可
。
＿
つ
の
野
菜
栽
培
て
も
親
子
ガ

力
を
出
し
合
う
協
同
の
精
神
、
向
き

向
き
で
役
割
り
分
担
を
弓
る
な
ど
の

形
ガ
大
切
で
は
な
い
力
、
そ
れ
ぞ
れ

の
家
庭
の
態
形
ガ
生
力
さ
れ
る
よ
う

な
工
夫
、
そ
れ
ガ
農
業
の
よ
さ
で
も

あ
る
と
思
い
ま
す
ガ
、
な
お
一
層
、

農
協
・
普
及
所
の
ご
指
導
も
涜
お
ぎ

研
究
し
て
参
り
ま
す
。

き
ゅ
う
り
の
産
地
指
定
に
つ
き
ま

し
て
は
、
十
―
一
月
頃
に
決
定
可
る
予

定
で
あ
り
ま
可
。

肱
川
町
大
字
名
荷
谷
三

0
八
七
番

地
、
大
本
清
光
委
員
の
再
任
に
同
意
。

◎
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命

◎
昭
和
六
十
年
度
肱
川
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

◎
昭
和
五
十
九
年
度
肱
川
町
歳
入

歳
出
決
算
の
認
定

共
有
財
産
の
異
動
に
伴
う
改
正
。

◎
大
洲
市
・
喜
多
郡
長
浜
町
外
四
ヶ

町
村
組
合
規
定
の
一
部
改
正

◎
肱
川
町
営
土
地
改
良
事
業
の
経

費
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
条
例

の
制
定

町
が
事
業
主
体
と
な

っ
て
行
う
土

地
改
良
事
業
に
要
す
る
経
費
の
賦
課

徴
収
に
つ
い
て
条
例
化
。

◎
肱
川
町
高
齢
者
等
繁
殖
牛
貸
付

け
に
係
る
基
金
条
例
の
一
部
改
正

基
金
の
原
資
が
県
の
貸
付
金
で
あ

り
、
運
用
益
金
に
つ
い
て
の
処
理
を

適
正
に
行
う
た
め
の
改
正
。

昭
和
五
十
九
年
度
の
肱
川
町
歳
入

歳
出
決
算
か
提
出
さ
れ
、
議
会
の
認

定
を
受
け
た
。
（
別
表
参
考
）

肱
川
町
ふ
れ
あ
い
ま
つ
り
一

0
0

万
円
、
特
産
開
発
推
進
費
三
五
万
円
、

ダ
ム
問
題
対
策
費
五
四

0
万
円
、
地

域
改
善
対
策
費
一
、
七

0
0
万
円
、
母

子
福
祉
五

0
万
円
、
保
健
衛
生
費

―
1
0
万
円
、
農
業
振
興
費
九
六
万

〔
次
ペ
ー
ジ
ヘ
つ
づ
く
〕
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〔別表〕

昭和59年度・肱川町一般会計並びに特別会計の決算額

匈 田(4)

事項
歳 入 歳 出 差引繰越額

会計別

円 円 円
一般会計 2,101,857 2,048,986 52,871 

900 166 734 

国 保
241,548 225,128 16,419 

特 428 457 971 

水 道
28,295 28,131 164 

別
399 002 397 

住 宅
2,834 2,707 127 

573 450 123 

会
148,591 143,415 5,175 

老 保
644 985 659 

計
計

421,270 399,382 21,887 
044 894 150 

合 計
2,523,127 2,448,369 74,758 

944 060 884 

◎
部
落
解
放
基
本
法
の
制
定
に
関

す
る
意
見
書
の
採
択

円
、
土
地
改
良
費
二

0
0
万
円
、
婦

人
農
業
大
学
三

0
万
円
、
転
作
営
農

定
着
促
進
費
一
、
一
五
八
万
円
、
林
業

費

一
七
七
万
円
、
観
光
費

一
0
0
万

円
、
社
会
教
育
費
五

0
万
円
、
災
害

復
旧
費
五
二

0
万
円
と
一
部
組
替
え

な
ど
を
含
め
て
三
、
一
八
三
万
円
を
補

正
し
た
。

同
和
問
題
が
人
類
普
遍
の
原
理
で

あ
る
人
間
の
自
由
と
平
等
に
関
す
る

問
題
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
改

善
事
業
や
啓
発
活
動
等
に
つ
い
て
の

基
本
法
制
定
を
要
請
す
る
意
見
書
を

採
択
し
た
。

医
療
制
度
の
改
革
に
伴
う
国
庫
負

担
率
の
削
減
な
ど
国
庫
財
政
の
厳
し

い
現
状
を
改
善
す
べ
き
意
見
書
を
採

択
し
た
。

過
疎
化
現
象
の
進
む
南
予
地
方
に

お
い
て
は
、
衆
議
院
議
員
の
定
数
是

正
等
に
関
連
し
て
県
議
会
議
員
の
定

数
に
つ
い
て
も
、
検
討
が
な
さ
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
る
の
で

こ
の
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
要
望

す
る
旨
の
意
見
書
を
採
択
し
た
。

◎
県
議
会
議
員
の
定
数
に
関
す
る

意
見
書
の
採
択

◎
国
保
財
政
の
危
機
打
開
に
関
す

る
意
見
書
の
採
択

/ /'‘ 

ル
ギ
ー
な
ど
）

0

ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア

関
連
機
器
等
の
展

示
・
実
演

0

地
場
産
業
製
品
の

県

で

は

産

業

界

の

技

術

開

発

力

の

展

示

育
成
向
上
、
県
民
の
技
術
に
対
す
る

0

工
業
高
校
生
徒
発

意
識
の
啓
発
を
は
か
る
た
め
、
次
の
明
創
作
品
の
展
エ
・

と
お
り

一
九

八

五

年

え

ひ

め

工

業

技

児

童

生

徒

発

明

工

術

フ

ェ

ス

テ

ィ

バ

ル

を

開

催

し

ま

夫

展

す。

0

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ゲ
ー

▽

会

期

昭

和

60
年
11
月
2
日
1
4

ム
コ
ー
ナ
ー

日
ま
で
の

3
日
間
、
午
前

10
時
1

0

特
別
技
術
相
談

午
後

5
時
ま
で

0
特
別
講
演

▽
会
場
八
幡
浜
工
業
高
校
体
育
館

11
月

3
日
午
後

2

▽

内

容

時

1
4
時

0
先
端
技
術
機
器
等
の
展
示
・
実
「
ハ
イ
テ
ク
と
明
日

演
（
ロ
ボ
ッ
ト
・
映
像
シ
ス
テ
の
中
小
企
業
」

ム・

I
C
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
・
日
経
新
聞
社

セ

ン

サ

ー

・

新

素

材

・

新

エ

ネ

菅

谷

定

彦

セ
ン
サ
ー
・
新
素
材
・
新
エ
ネ
▽
入
場
料
無
料
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.. 5-

十
四
の
イ
ベ
ン
ト
を
計

え

ひ

め

農

林

水

産

ま

つ

り

画
し
て
い
ま
す
。

案

内

皆
さ
ん
、
多
数
の
御

来
場
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。

愛
媛
県
と
県
下
七
十
市
町
村
で
は

各
種
団
体
の
協
力
を
得
て
、
生
産
者

と
消
費
者
と
の
相
互
交
流
を
図
り
、

農
林
水
産
業
に
対
す
る
親
し
み
と
理

解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
第
二

回
目
の
「
え
ひ
め
農
林
水
産
ま
つ
り
」

を
開
催
し
ま
す
。

今
年
の
主
な
行
事
は
、
県
下
市
町

村
の
特
産
物
展
示
や
即
売
・
ふ
る
さ

と
市

・
ハ
イ
テ
ク
技
術
展

・
伝
統
文

化
の
紹
介
・
チ
ビ
ッ
コ
広
場
な
ど
二

ご

工
業
技
術

フ
ェ
ス
テ
イ
バ
ル

ご

案

内

▽
開
催
期
日

十
一
月
二
士
二
日
（
土

1
1

勤
労
感
謝
の
日
）

1

二
十
四
日
（
日
）

．
雨

天
決
行

▽
開
催
場
所

0
愛
媛
県
民
館
（
松

山
市
堀
之
内
）
お

よ
び
そ
の
周
辺

総） わ？囚L一⑳

さ

と

こ

増
田
智
子
ち
ゃ
ん
〔

柳
〕

S58.10.12
日
生
ま
れ
(
2歳）

剛

劇

9L
>
5[

お

お

東
京
の
五
つ
子
の
一
人
、
さ
と
子
ち
ゃ
ん

の
響
き
が
気
に
入
っ
た
の
で
名
付
け
ま
し
た
。

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
、
肩
が
痛
い
と
言
え
ば

サ
ロ
ン
パ
ス
を
持
っ
て
行
っ
た
り
‘
爪
を
つ

む
時
に
は
爪
切
り
と
は
さ
み
を
用
意
す
る
な

ど
、
と
て
も
気
の
つ
く
子
で
す
。
で
も
、
い

や
な
こ
と
は
絶
対
に
し
ま
せ
ん
。
将
来
は
素

直
な
子
に
育
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

ぁ、

前
田
愛
子
ち
ゃ
ん
〔
久
保
〕

S
5
8
.
9
.
4
日
生
ま
れ

(
2歳
1
か
月
）

1

1

ー

歳

歳
9

9

 

2

2

 

（

（

 

少

ん

んさ

さ
一

子

ん

ん

さ
俊
さ
邦

父

母

el[
 

¥
 
お

お

名
前
は
‘
み
ん
な
に
愛
さ
れ
る
よ
う
に
と
‘

思
い
を
込
め
て
付
け
ま
し
た
。

三
人
兄
弟
の
ま
ん
中
で
、
い
つ
も
お
兄
ち
ゃ

ん
と
遊
ん
で
い
る
の
で
、
男
勝
り
で
家
で
は

一
番
ゃ
ん
ち
ゃ
で
す
。
反
面
‘
弟
思
い
で
面

倒
見
の
よ
い
所
も
あ
り
ま
す
。

将
来
は
‘
思
い
や
り
の
あ
る
子
に
育
っ
て

ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
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新らたな「うねり」でふるさと再生

農林商工の祭典

攣麟蒻靡悲譴誓翠伽喜翠麟

当日の開催行事
とき／昭和60年 11月23~24日

（雨天決行・一部変更あり）

行 事名 内 容 時 間 場 所

農業と農機具
農機具の展示・交換・即売

s :3o~ 16:00 旧肱川分校跡地
〇らくれんコーナー 〇うどん食放題

肱川町の農産物 果樹・穀類・野菜の品評会と即売

電化・シルク 家庭用電器製品及びシルク製品の展示

展示会 即売会
s :30-16:00 農林会館

肱川町の
農産物の生産指標や農畜産物の写真展

農業をみつめて

豊かな生活 購買商品の大売出しと肉まつり

間伐材利用 間伐材を利用した建物・日用品の展示

製品の展示会 と即売会

林業機械展 林業用各種機械の展示と即売 s :3o~ 16:oo 
森林組合椎茸作

業場及び倉庫前
しいたけ料理

しいたけ料理を中心に試食会とバザー
試食会とバザー

しいたけ共進会 一般物・まつり物しいたけの共進会

子ども 小・中学生が個人又はグループで製作

木工作品展 した作品の展示会

手づくり食品展
手づくり食品（試作品も含む）の展示 s :3o~ 16:00 肱川町公民館

と即売会

特産品展
町内の工芸品 ・みやげ品等の展示と 即

• ＝ Jし

子供 相撲大会
川上地区の小・中学生共に団体及び個

s :3o~ 16:00 
人対抗 河 川 敷広場

も ち ま き 約5俵のもちまき大会 13:00-15:00 

商工まつり 各種商品の露店及び飲食コーナー ・相
s :3o~ 16:00 

肱川町公民館前

露店市 談 コーナー ・小イベン ト多数 駐 車 場

クロッケー大会 川上地区高齢者によるクロッケー大会
s :30-16:00 

肱 川 中学校
(11月23日）

青 空 市 農産物等の露店市 s :30-16:00 歩行者天国

創作館まつり 手芸・工芸品等展示即売 s :3o~ 16:00 創 作 館

主

共

後

役／農林業者・商工業者・児童生徒及ぴ関係団体

催／肱川農業協同組合・肱川町森林組合・川上商工会・肱川町

援／大洲農業改良普及所・肱川町議会•町農業委員会・町教育委員会•町公民

館•町婦人会•町青年団•町老人クラブ・町観光協会・町生活改善グルー

プ連絡研究会•町青年農業者連絡協議会

....・'"

... "' .．．,.．, ..、．．． .., 

秋
を
迎
え
、
特
に
農
家
の
皆
さ
ん

は
、
取
り
入
れ
に
急
が
し
く
、
い
つ

も
天
候
を
気
に
し
な
が
ら
、
い
ら
い

ら
さ
れ
て
い
る
毎
日
だ
と
思
い
ま
す
。

今
年
は
ま
た
、
近
年
に
な
い
日
照

り
続
き
で
、
秋
の
収
獲
も
期
待
し
た

は
ど
の
稔
り
も
な
く
、
心
が
重
い
の

も
特
色
で
、
「
さ
わ
や
か
な
秋
」
と
は

い
い
が
た
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
れ
に
ひ
る
ん
で
い
て

は
ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
天
候
を

相
手
に
す
る
商
売
は
、
思
う
に
ま
か

せ
な
い
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
か
、

元
気
を
出
し
て
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。

そ
こ
で
、
私
た
ち
は
‘
こ
う
し
た

農
林
業
や
商
工
業
の
弱
さ
を
克
服
し

て
、
再
生
の
道
を
考
え
る
た
め
「
皆

ん
な
が
参
加
す
る
、
そ
し
て
手
づ
く

り
の
ふ
れ
あ
い
ま
つ
り
」
を
計
画
し

ま
し
た
。

肱
川
町
も
、
昭
和
十
八
年
四
月
二

九
日
に
、
八
、
三
六
七
名
と
い
う
人
口

を
も
っ
て
誕
生
し
ま
し
た
が
、
そ
れ

か
ら
四
二
年
の
歳
月
か
流
れ
、
一
時

は
‘
-
0
、
三
0
七
名
に
ま
で
増
加
し

た
の
で
す
が
、
そ
の
後
、
社
会
経
済

の
大
き
な
荒
波
に
の
ま
れ
つ
く
し
て
、

今
で
は
、
三
、
八
0
九
名
と
な
り
、
ま

だ
ま
だ
減
り
続
け
て
い
ま
す
。

こ
の
ま
ま
で
い
き
ま
す
と
、
近
い

将
来
、
肱
川
町
は
消
え
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
心
配
が
現
実

の
も
の
と
な
り
‘
知
ら
ず
知
ら
ず
の

う
ち
に
、
私
た
ち
の
身
の
囲
り
を
せ

め
つ
け
て
い
ま
す
。

ま
さ
に
典
型
的
な
過
疎
と
高
齢
化

の
ま
ち
肱
川
な
の
で
す
。
そ
れ
は
ご

た
ぶ
ん
に
も
れ
ず
‘
厳
し
い
現
実
と

際
限
の
な
い
、
私
た
ち
が
生
き
て
い

く
た
め
に
ど
う
し
て
も
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
課
題
が
山
積
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
で
は
い
け
な
い
と
私
た
ち
は

考
え
ま
し
た
。

今
、
私
た
ち
は
、
自
分
勝
手
に
考

え
て
、

別
々
に
行
動
し
て
い
た
ら
、

本
当
に
生
き
て
ゆ
け
な
く
な
る
。
皆

ん
な
で
話
そ
う
、
そ
し
て
考
え
よ
う
、

そ
し
て
立
ち
あ
か
ろ
う
。
先
ず
出
来

る
こ
と
か
ら
―
つ
で
も
や

っ
て
み
よ

う
。
一
人
ひ
と
り
の
小
さ
な
思
い
が

話
す
こ
と
に
よ

っ
て
大
き
く
輪
を
広

げ
、
そ
れ
か
、
「
ふ
れ
あ
い
ま
つ
り
」

と
な

っ
て
現
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
「
ふ
れ
あ
い
ま
つ
り
」
は
、

個
々
の
農
林
家
や
商
工
業
者
、
子
供

達
そ
し
て
各
団
体
や
関
係
者
の
皆
さ

ん
に
よ
る
本
当
の
手
づ
く
り
の
ま
つ

り
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
私
た

ち
の
生
き
方
や
町
の
将
来
を
考
え
る

「
一
大
村
お
こ
し
運
動
」
な
の
で
す
。

「
ふ
れ
あ
い
ま
つ
り
」
の
ね
ら
い
は
‘

先
ず
―
つ
に
、
農
林
業
の
蘇
生
と
知

的
高
生
産
性
を
考
え
る
ま
つ
り
、
ニ

つ
に
は
、
個
性
豊
か
な
、
日
本
一
の

産
品
づ
く
り
を
考
え
る
ま
つ
り
、
さ

ら
に
三
つ
め
に
は
、
商
工
業
者
の
振

興
と
地
域
活
性
化
を
考
え
る
ま
つ
り

な
の
で
す
。

今
、
ま
さ
に

一
人
ひ
と
り
が
立
ち

上
が
る
時
で
す
。
私
た
ち
の
生
活
と

私
た
ち
の
ま
ち
を
、
日
本

一
の
素
晴

し
い
も
の
に
つ
く
り
上
げ
る
た
め
に

皆
ん
な
で
参
加
し
ま
し
ょ
う
。
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肱
川
出
身
の
都
市
在
住
者
を
、
京

阪
神
・
東
海
・
東
京
に
組
識
し
た
「
肱

川
会
」
が
発
足
し
て
一
年
か
た
ち
ま

し
た
。

こ
の
中
で
東
海
地
区
肱
川
会
の
第

二
回
総
会
が
、
九
月
七
日
名
古
屋
市

の
電
々
会
館
に
上
岡
会
長
他
二
十
四

名
と
東
京
・
京
阪
神
の
役
員
も
出
席
し

て
開
か
れ
、
当
町
か
ら
は
冨
永
助
役
・

河
野
森
林
組
合
長
・
中
野
税
務
課
長
・

万
顧
寺
企
画
課
長
補
佐
の
四
名
が
参

加
し
ま
し
た
。
総
会
は
、
事
業
報
告
・

役
員
紹
介
・
運
営
に
つ
い
て
の
協
議

等
、
そ
れ
に
、
特
別
町
民
の
集
い
等

を
記
念
し
た
ス
ラ
イ
ド
「
肱
川
」
の

映
写
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
総
会
に
前
後
し
て
町
の
一
行

は
‘
名
古
屋
市
内
で
研
修
‘
市
場
調

査
を
行
い
、
ま
た
、
肱
川
会
関
係
者

か
ら
ふ
る
さ
と
事
業
等
に
つ
い
て
、

｀
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0

「
ふ
る
さ
と
の
香
り
」
、

そ
の
他
に
つ
い
て

0

特
別
町
民
制
度
に
つ
い
て

0
町
出
身
者
は
現
地
で
精
い
っ
ば
い

の
生
き
方
を
し
て
い
る
。
田
舎
の
人

は
、
何
か
の
ん
び
り
し
す
ぎ
て
い
る

よ
う
な
感
じ
を
も
つ
。
（
ふ
る
さ
と

か
精
い
っ
ぱ
い
頑
張
れ
ば
、
出
身
者

も
そ
れ
を
つ
け
て
協
力
は
惜
し
ま
な

い
。）

0
特
別
町
民
の
つ
ど
い
に
参
加
し
て

町
民
の
歓
待
を
う
け
た
と
い
う
感
じ

は
全
く
し
な
い
。
特
別
町
民
制
度
の

特
典
を
感
じ
な
い
。

〇
訪
ね
て
行
っ
て
、
見
た
い
も
の
、

食
べ
た
い
も
の
か
な
い
。

0
歴
史
民
俗
資
料
館
は
内
容
（
展
示

品
）
は
立
派
だ
っ
た
か
、
建
物
は
失

敗
。
（
感
覚
が
ち
ぐ
は
ぐ
で
不
用
な
古

い
も
の
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
が
、
大

切
な
古
い
も
の
は
残
し
て
い
な
い
。）

昔
の
面
影
か
あ
る
も
の
を
大
切
に

残
し
て
は
し
い
。

0

「
ふ
る
さ
と
の
香
り
」
は
サ
ー
ビ
ス

か
商
売
か
。
サ
ー
ビ
ス
な
ら
高
く
つ

く
だ
ろ
う
し
、
商
売
な
ら
も
っ
と
勉

強
が
必
要
。

0

こ
れ
は
今
い
く
ら
で
買
え
る
か
|
_

と
い
う
こ
と
を
常
に
考
え
る
。
（と

〇
肱
川
会
の
運
営
に
つ
い
て

沢
山
の
素
直
な
感
想
・
意
見
を
聞
い

て
帰
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
内

容
の
お
も
な
も
の
を
次
に
紹
介
し
ま

す
。

く

に

妻

た

ち

は

敏

感

）

従

来

の

よ
う
な
も
の
は
ど
こ
に
で
も
あ
り
、

こ
ち
ら
で
は
特
産
品
で
も
何
で
も
な

、
。

し0
共
稼
ぎ
が
多
く
、
都
会
生
活
の
中

で
は
、
食
事
を
作
る
時
間
は
三
十
分

も
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
は

し
い
。
「
ふ
る
さ
と
の
香
り
」
を
都
会

の
食
生
活
の
中
へ
組
み
入
れ
よ
う
と

す
る
考
え
は
無
理
な
話
。
（
い
く
ら
で

も
品
は
都
会
に
あ
り
、
そ
れ
を
買
う

方
か
便
利
）
「
ふ
る
さ
と
の
香
り
」
は

珍
し
い
も
の
、
自
慢
に
な
る
も
の
で

な
い
と
喜
ば
れ
な
い
。

0
本
人
は
ふ
る
さ
と
の
味
で
も
（
な

つ
か
し
い
か
ら
そ
う
思
う
）
妻
や
子

供
は
ふ
る
さ
と
の
味
で
は
な
い
。
他

人
も
同
じ
こ
と
。
自
分
達
は
、
都
会

の
日
常
の
味
が
ふ
る
さ
と
の
味
で
あ

る
。

0

こ
れ
か
肱
川
の
自
慢
と
い
う
特
産

品
か
は
し
い
。
こ
れ
が
な
い
と
説
得

力
が
な
い
。
（
従
前
の
例
で
は
、
自
分

は
義
理
で
も
妻
は
迷
惑
が
り
、
子
供

は
無
関
心
、
こ
ん
な
こ
と
で
は
他
人

に
す
す
め
ら
れ
な
い
）

0
名
古
屋
は
日
本
一
の
工
業
都
市
だ

が
、
周
辺
部
は
日
本
一
の
農
業
振
興

地
で
あ
る
。
し
た
か
っ
て
商
業
も
発

達
し
、
産
物
も
良
い
も
の
か
安
く
手

に
入
る
。
従
来
の
「
ふ
る
さ
と
の
香

り
」
で
は
商
品
価
値
か
ら
言
え
ば
足

元
に
も
及
ば
な
い
。
そ
こ
で
何
か
な

い
も
の
か
。
例
え
ば
心
を
。

〇
商
売
は
弁
解
や
お
し
つ
け
で
は
な

り
た
た
な
い
。
消
費
者
の
好
み
を
ど

う
満
足
さ
せ
る
か
が
大
切
。
そ
こ
で

消
費
地
の
実
情
を
知
る
と
い
う
こ
と

か
大
切
だ
。
自
已
満
足
の
商
法
は
‘

都
会
で
は
通
用
し
な
い
。

0

竹
皮
で
作
っ
た
小
さ
な
タ
ッ
コ
ロ

バ
チ
、
ぞ
つ
り
な
ど
の
工
芸
品
を
サ
ー

ビ
ス
で
入
れ
て
お
く
と
し
た
ら
心
を

感
じ
た
い
へ
ん
喜
ば
れ
る
の
で
は
な

ヽ
~し゚

カ
0
か
き
も
ち
等
は
ど
ん
な
菓
子
よ
り

も
喜
ば
れ
る
（
塩
味
の
も
の
）
ま
た

梅
干
な
ど
も
好
評
（
味
付
の
も
の
が

多
い
の
で
、
昔
風
の
も
の
で
な
い
と

い
け
な
い
）

0
ち
ょ
っ
と
し
た
ア
イ
デ
ィ
ア
が
特

産
品
と
な
る
。
例
え
ば
、
愛
知
の
山

の
村
で
檜
を
削
っ
て
葉
書
に
し
十
枚

セ
ッ
ト
で
売
っ
て
い
る
。
名
古
屋
で

は
め
ず
ら
し
く
、
案
外
静
か
な
人
気

が
あ
る
。
特
別
町
民
に
工
夫
し
た
年

賀
状
の
一
枚
で
も
来
れ
ば
、
心
も
あ

り
、
こ
れ
で
き
ま
り
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
い
か
。

0

ふ
る
さ
と
に
は
家
が
あ
る
の
で
、

出
来
れ
ば
帰
り
た
い
と
思
っ
て
も
帰 東海地区肱川会総会

れ
な
い
。
帰
っ
て
何
を
や
っ
て
よ
い

か
分
ら
な
い
。

0
本
四
架
橋
か
出
来
れ
ば
‘
ふ
る
さ

と
は
ど
う
変
る
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た

り
す
る
。
ふ
る
さ
と
は
ど
う
思
っ
て

い
る
か
。

〇
肱
川
は
山
と
川
、

何
か
考
え
ら
れ

な
い
か
。
特
色
づ
く
り
が
絶
対
必
要
。

0
川
を
日
本
庭
園
風
に
生
か
す
と
か

山
を
レ
ジ
ャ

ー
ラ
ン
ド
的
で
は
な
く

例
え
ば
動
物
の
宝
庫
の
よ
う
に
す
る

と
か
、
特
色
か
な
け
れ
ば
人
は
来
な

、
。

し〇
鐘
乳
洞
の
試
掘
は
よ
い
。

0
や
る
こ
と
が
ち
ぐ
は
ぐ
で
は
特
色

も
出
な
い
。
例
え
ば
テ
ー

マ
を
決
め

れ
ば
、
全
部
か
そ
れ
に
そ
っ
た
や
り

方
、
在
り
方
か
大
切
だ
。

秋
さ

わ
や
か
|
~
と
言
え
ば
全
べ
て
を
そ

の
テ
ー
マ
で
取
り
組
む
。
役
員
会
で

も

0
0さ
わ
や
か
役
員
会
と
い
う
風

に
徹
底
す
る
。
肱
川
で
は
失
礼
な
か

ら
特
別
町
民
の
こ
と
を
末
端
で
は
知

ら
な
い
人
が
い
る
。

こ
の
よ
う
な
ご
意
見
は
、
肱
川
に

生
れ
、
肱
川
に
育
っ
た
肱
川
会
の
人

た
ち
か
、
外
か
ら
肱
川
を
見
た
貴
重

は
ご
意
見
で
す
。

私
た
ち
は
‘
と
も
す
れ
ば
「
井
の

中
の
蛙
」
に
な
り
か
ち
で
す
か
、
外

か
ら
「
わ
か
町
」
を
見
る
こ
と
の
出

来
な
い
私
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
う
し

た
素
直
な
ご
意
見
を
参
考
に
し
て
、

町
づ
く
り
を
い
っ
そ
う
た
し
か
な
も

の
に
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。
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県
最
低
賃
金
を
改
正

愛
媛
労
働
基
準
局
で
は
、
県
内
で

働
く
す
べ
て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ

る
「
愛
媛
県
最
低
賃
金
」
を
改
定
し

十
月
一
日
か
ら
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
改
定
に
よ
り
十
月
一
日
以

降
、
従
業
員
に
支
払
う
賃
金
は
一
日

三
、
ニ
―
四
円
（
一
時
間
四

0
二
円
）

以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り

ま
し
た
。

ま
た
、

i 
;---------------テ-今てり巴竺をごe/-------|
i . i 
i 二 : L -＿ ―ぢ i

i麟二R 二 ｝胃
l 'ミこ i定,. ・.--,~ iめ
i 'こ• iら

! ~,,,,,,.,?F a;• I旦正山小6年 t い； 
； 上野一

|る

!..t:ff- I -- I!~ 
； t産

i 1'1, n ~ -, + .... ~ ~ ea ----- i 
秋 わ谷つそき家朝

し のけすをなしりを‘
| iい基一金いすの賃業業

i' 深とかかみてが出 き
9 ゜準〇課この愛金で別

ま‘なけの‘見る
t 監ーヘとで媛のあ最

！ り 時のよ えこ
t 督-電は御県方つ低

云．

を間ほう てろ り
署ま話‘注最がて h

i 感 のつに く‘
i へた〇愛意低低も金

じ でて‘ そ
； おは八媛＜賃く現 L

； そ きく
問‘九県だ金な在が

l gそ ！ 囚魯↑篇9、贔富畠齋
だ

！ せり 二基 ゜用合業さ
り くの五準くさに別れ

； 
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し J だ労 I局われは最る
さ働二賃しまこ低事

I 
0 のまゆう築が法し

処行発に部の事は設内 "Hうenる3kこ｛3; 市もする土物必にょ都
せつ許ご・土前種及で 街のが土地や要よっ市

｀！｀｀｀ □-許可が必要：：〖バ、ロロ〗す‘けだ務在都’がイ丁築 内のを変の開知と域
゜懲ずさ所す市あ為物▽ 。 。 五、 必す質建発事き内
役にいかる計 t をや都上二市前行に定物のび業業域市為以＿ 要るの設行やはで
又開゜役地 画

） 
すエ市の 記為供用等たこ者・内街 上、 なこ変を為市‘開

は発な場方課］る作計開合青 す途以めれの林で化 の 0 もと更目と長都発
罰行お建局又 場物画発 o内 るの外のら住業は調 のを‘的はの市行の

開〇
金為‘設建 は、合の区行面での で建の宅．‘整 発 0 はいいで‘許計為

て
開目

に を 開 課 設そ、に建域為以は都 発的一築業及漁農区 行面 次いわ行建可画を

/¥、 i］ ／ヤ ✓I./I) 
れ能な十由人まて い ゼ た 当 の 黄 て 子 けと気
て回つ六なあでい現様ン人者早作緑根さこ帽‘にね
い復て人人り男る在子卜がへ速品色気んの子刺なた
まのい、二、十人‘でにら配‘でのよが帽がしるき
す訓ま 人 四は町し嬉はらホす羽<‘子役ゅより眼 、 病 場 、
゜練す。の状、人三内たし‘れ l ゜根作器は

ヘ
つうの

旦そわ〗は ＋で゜さ思まム 付ら用上届入な人

る
、女ーね をいしへ きれな鹿 りぐか

け命の の 五歳た か がた ル のた手野>
ら

のさー
の内い不言 人 か き くけがパ 可 ‘ 芸 川 美め日

れ
努六人自葉 の ら り しな ‘l 愛ヒ°をの しても
カ人一由の計九に きい受か

ま
い ン 生 大 い下早

をは人な不十十な れプ取ら
し

十クか山↑，壁さく
さ機と人自九歳つ なレつ該 個やし暉ちかい元

B
の
賃
金
は
三
、
一

・
 

ヽ
●
 

四
円
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大山さんの作品・かぺかけ帽子

ね
た
さ

o
e人
U

■か
け
帽
子

eフ
レ
ゼ
ン
ト

門旦；、ご繋贔: 迄：＠舘含怠庭拿⑩郡腐噂怠戟謬心忌 臀嘉い兒讐茫国

9 [‘ ；亨ヽ l~il 税を知る週間 11月9日～17日 1喜：夏〗喜‘:9 : 
幅た割国贔こる し向源国をした
広だを町巨 の週七日年税 要 た とでた分やてい役のえ会維われて上でが行

がち

くけ正のを社間日＾も務そでだ納‘だに使‘る割よま費持ばばもとす活つ
で国

行るし皆メ会し＾月十署こすく税 正き理いそ税をうしです共な負安か動て
き民
るが

いよくさ I あと日-—でで゜こをし‘解みの金はによある同ら担定らすい
まう理んンなし-力~月は‘ としいそしち仕にた重うるた社なしを‘るま

ょ 豊
、か

す‘解にテた‘まら十‘大 がて申のてを組つし要゜とめ会いな願私たすーで
゜各 し税 Iのこで十一今 i州 必い告上い十みいてなこいのをいけうため ゜し文安
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こ
こ
数
年
増
加
傾
向
に
あ
る
交
通
事

故
に
対
処
す
る
た
め
、
道
路
交
通
法
の

一
部
が
次
の
と
お
り
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

日
常
生
活
に
密
着
し
た
法
律
で
す
か
ら、

熟
知
し
‘
か
つ
実
行
し
て
下
さ
い

。

ロ
ジ
ー
ト
ベ
ル
ト
着
用
の
言
化
〕

1

運
転
者
は
‘
す
べ
て
の
道
路
で
シ
ー

ト
ベ
ル
ト
を
着
用
す
る
こ
と
が
義
務

づ
け
ら
れ
ま
し
た
。、

2

運
転
者
は
‘
助
手
席
同
乗
者
に
も

着
用
さ
せ
る
義
務
が
で
き
ま
し
た
。

3

運
転
者
は
、
後
部
座
席
同
乗
者
に

も
着
用
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

゜
農 協の共済

道

路
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
着
用

義
務
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

1

消
防
自
動
車
な
ど
の
緊
急
自
動
車

や
、
短
か
い
区
間
で
頻
繁
に
乗
り
降

り
す
る
郵
便
集
配
車
な
ど
の
業
務
用

自
動
車
を
運
転
す
る
場
合
。

2

妊
婦

・
病
人
・
子
供
な
ど
身
体
的

条
件
が
シ

ー
ト
ベ
ル
ト
の
着
用
に
適

当
で
な
い
場
合
等
。

3

保
安
基
準
で
座
席
ベ
ル
ト
の
装
着

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
車
（
た

と
え
ば
ク
ラ

シ
ッ

ク
カ
ー
や
特
殊
車

な
ど
）
に
乗
る
場
合。

交

通

法

改
正
要
点

施 子41
 

期

日

規 r 疋 施行期日

違法駐車車両に関する措匹法の規定 昭和60年 7月25日

初心運転者の受講義務に関する規定 昭和61年 1月

昭和61年］月 1日

原付自転者の二段階右折方法に関する規定

原付自転車の運転者のヘルメ ット着用義務に

関する規定 （自動二給車のヘルメソト着用義 昭和61年7月5日

務に関する改正部分を含む。）

その他 （シート ペルト 焙用義務に関する規定
昭和60年9月1日

など。）

改正規定に付される罰則、反則金、点数一覧表

禁止事項など 罰 則 反則金 行政処分点数

シー トペルト着用義 1点 （高速道路

務 （運転者、助手席 .. 等走行中の運転

同乗者） 者の非着用）

原付自転車運転者の . .. 1点
ヘルメ ット着用義務

原付自転車の 1万円以下の罰
2,000円 1点

右折方法 金 または科料

原動二給車初心運転 3万円以下の罰
4,000円 1点

者の二人乗り 禁止 金

騒音を生ずる .. 1点
運転等の禁止

s
6
1
.
7
.
5
施
行

六
十
一
年
一
月
か
ら
マ
ル
優
貯
金
を
六
十
年
末
ま
で
に
申
告
書
を
提
出
し

利
用
す
る
時
は
金
融
機
関
の
窓
口
で
本
人
て
い
て
も
‘
残
高
の
な
い
⑱
枠
は
無
効

確
認
の
手
続
き
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
す
。

に
な
り
ま
す
の
で
残
高
を
つ
く
っ
て
お

現
在
非
課
税
申
告
を
提
出
し
て
居
る
方
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

も
追
加
預
入
す
る
場
合
や
、
継
続
定
期
来
年
一
月
か
ら
、
新
申
告
書
へ
の
切
り

で
二
回
目
の
継
続
の
場
合
も
本
人
確
認
替
え
手
続
き
が
は
じ
ま
り
ま
す
。
金
融

手

続

が

必

要

に

な

り

ま

す

。

機

関

は

合

せ

て

三

百

万

円

の

枠

内

で

な

本
人
確
認
に
は
‘
住
民
票
の
写
し
な
ど
公
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
管
理
の
面
で
も

的
書
類
に
よ
っ
て
、
住
所
・
氏
名
•
生
年
是
非
農
協
に
全
額
指
定
を
お
願
い
し
ま
す

。

月
日
な
ど
を
記
入
の
う
え
提
出
し
て
い
た
⑱
定
期
を
正
し
く
、
上
手
に
ご
利
用
に

だ
き
ま
す
。
公
的
書
類
に
は
住
民
票
の
写
な
る
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
大

し
な
ど
印
鑑
証
明
・
保
険
証
類
・
各
種
切
に
な

っ
て
き
ま
す
。
農
協
窓
口
で
、

｀
年
金
手
帳
・
運
転
免
許
証
が
あ
り
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

。

9

,

9

,

 

ズ
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
の
義
務
化
〕

原
付
自
転
車
も
、
す
べ
て
の
道
路
で

ヘ
ル
メ

ッ
ト
の
着
用
が
義
務
づ
け
ら
れ

ま
し
た
。

（
点
数

1
点

経
営
移
譲
を
受
け
た
人
で
農
業
者
年

経
営
移
譲
を
受
け
た
ら

必
ず
農
業
者
年
金
に
加
入
を

紛《マJVユー》少額貯蓄非課税制度

和人の貯金額300万円まで

お利患に税金ガカカらない、

ぉトワな特典制度です。

農協の窓口で「マ）U憂」と

お申込みください。

農
業
経
営
を
移
譲
し
た
ら
、
受
手
の
方

に
名
義
を
す
べ
て
変
更
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
今
一
度
確
認
を
し
て
下
さ
い
。

-
、
農
産
物
の
販
売
名
義
、
肥
料
等
生

産
資
材
購
入
名
義

一
、
農
業
所
得
税
の
申
告
名
義

一
、
農
業
共
済
組
合
員
名
義

-
‘
転
作
奨
励
金
等
農
業
経
営
主
と
し

て
受
取
る
奨
励
金
の
名
義

-
、
作
付
計
画
の
決
定
等
農
業
経
営
の

主
権
に
つ
い
て
も
経
営
移
譲
の
受
け

手
が
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

経
営
移
譲
を
行
わ
ず
農
業
者
老
齢
年

金
の
み
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
直
接

関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
。

農
業
者
年
金
経
営
移
譲

年
金
受
給
中
の
皆
様
へ

金
に
加
入
す
る
資
格
が
あ
る
人
は
必
ず

加
入
手
続
を
と
る
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。

農
業
者
年
金
に
加
入
す
る
資
格
が
あ

る
人
と
は
‘

一
、
国
民
年
金
の
加
入
者
で
あ
る
こ
と

二
、
年
齢
が
四
十
歳
未
満
で
あ
る
こ
と

三
、
自
分
名
義
の
農
地
等
が
一

定
面
積

以
上
で
あ
る
経
営
主
と
そ
の
後
継
者

で
あ
る
こ
と
等
で
す
。

詳
し
く
は
、
農
業
委
員
会
・
農
協
で

お
た
ず
ね
下
さ
い
。

職
員
紹
介

ヽ`’／歳5
 

2
 

（
 

市祐本中

九
月
よ
り
営
農
課
職
員
と
し
て

勤
務
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

大
学
を
卒
業
し
て
二
年
間
農
業
に

従
事
し
て
き
ま
し
た
が
、
今
回
か

ら
は
農
協
職
員
と
し
て
農
家
の
方

々
と
接
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
今
は
一
日
で
も
早
く
組

合
員
の
み
な
さ
ん
の
顔
を
覚
え
、

お
互
い
に
気
軽
に
話
の
で
き
る
職

員
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

何
分
未
熟
者
で
、
御
迷
惑
か
け

る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、

組
合
貝
の
方
々
の
御
指
導
を
い
た

だ
い
て
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。
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※
加
工
事
業
実
施
の
構
想
と

ね
ら
い

ま
ず
、
肱
川
町
の
山
づ
く
り
へ
の
模

索
に
つ
い
て
話
さ
れ
た
後
‘
厳
し
い
組

合
の
活
動
体
制
に
つ
い
て
話
さ
れ
た
。

次
に
、
林
産
事
業
と
し
て
の
間
伐
事

業
の
重
要
性
と
推
進
に
あ
た
っ
て
話
を

さ
れ
た
。

間
伐
に
つ
い
て
は
、
全
町
実
施
へ
向

け
て
、
組
合
事
業
の
重
点
事
業
と
す
る
。

※
「
し
ろ
か
き
運
動
」
の
進
め

（
間
伐
事
業
）

森
林
所
有
者
の
皆
さ
ん
‘
「
し
ろ
か
き
」

の
よ
う
に
隈
々
ま
で
余
す
と
こ
ろ
な
く

集
団
で
間
伐
を
や
る
た
め
‘
今
回
‘
「
し

ろ
か
き
運
動
」
を
進
め
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。
皆
さ
ん
こ
ぞ
っ
て
間
伐
を
進
め

ま
し
ょ
う
。

来
年
度

(61年
）
に
実
施
す
る
計
画
・

検
討
中
。

町
内
で
生
産
さ
れ
る
小
・
中
径
木
（
現

在
は
切
捨
て
）
を
製
品
化
（
小
丸
太
・

杭
．
柱
等
）
し
‘
町
内
で
利
用
し
て
も

ら
う
。
今
後
の
森
林
施
業
は
‘
間
伐
‘

間
伐
の
繰
返
し
で
、
自
然
と
長
伐
期
に

な
る
。
そ
の
間
伐
木
を
肱
川
町
の
資
源

と
し
て
有
効
利
用
を
図
る
。
ま
た
、
特

産
開
発
と
し
て
、
木
工
関
係
の
事
業
を

河
野
森
林
組
合
長

森
林
組
合
事
業
に
つ
い
て

食

第
三
回

m国
産
材
安
定
供
給
体
制
の
確
立
↓
地

域
林
業
の
形
成

※
流
通
事
業
の
活
性
化

計
画
し
て
い
る
。

最
後
に
‘
椎
茸
生
産
の
充
実
と
組
合

活
動
に
つ
い
て
話
さ
れ
た
。

椎
茸
楕
木
が
さ
わ
や
か
な
気
分
で
過

せ
る
よ
う
楕
場
の
環
境
を
良
く
し
て
‘

大
き
く
て
‘
り
り
し
い
ナ
バ
を
沢
山
、

生
や
し
採
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
地

域
ぐ
る
み
で

2
ー
3
日
か
け
‘
枝
打
ち

や
間
伐
‘
防
護
棚
の
設
置
等
を
行
う
。

期
間
は

60年
10月
ー

62
年

3
月
と
す
る
。

0

共
同
乾
燥
の
実
施

1
8
0剛
1
1
生
重

0
生
椎
茸
の
共
同

パ
ッ

ク
詰
め
検
討

0

ス
ラ
イ
サ
ー
の
導
入

こ
れ
か
ら
の
林
業

国
産
材
時
代
の
課
題
と
対
応

大
洲
林
業
課
―
―
ー
好
健
二

一
、
国
産
材
時
代
へ
の
課
題

m外
材
（
特
に
米
材
）
及
び
代
替
材
と

の
コ
ス
ト
競
合
↓
供
給
体
の
シ
ス
テ

ム
化

②
国
内
産
地
間
競
争
の
激
化
（
本
県
は

供
給
県
・
産
地
県
）
↓
銘
柄
化

二
、
国
産
材
時
代
へ
の
対
応

※
ほ
だ
場
づ
く
り
に
つ
い
て

“
さ
わ
や
か
運
動
“
の
展
開

林
業
教
室
＊ 

①
地
域
の
統
一
意
志
づ
く
り
ー
マ
ス
タ
ー

四
、
地
域
林
業

育
成
へ
の
取
組
み

②
木
材
需
要
の
拡
大
↓
新
し
い
需
要
開

拓
と
見
直
し

〇
需
要
開
発
は
足
許
か
ら
ー
農
林
業

関
係
へ
の
見
直
し
、
学
校
の
内
装
材

等
に
対
す
る
市
町
村
や
地
域
の
取
組

み
。

三
、
地
域
林
業
の
形
成
と
は

mタ
テ
の
つ
な
が
り
1
1

地
域
内
で
育
林

か
ら
加
工
・
流
通
（
住
宅
建
設
）
ま

で
有
機
的
に
関
連
づ
け
る
。

ョ
コ
の
ひ
ろ
か
り
1
1

地
域
的
に
ま
と

ま
る
こ
と
。

③
タ
テ
↓
価
格
競
争
力
↓
コ
ス
ト
低
減

↓
育
林
ー
加
工
・
流
通
ま
で
シ
ス
テ

ム
化

ョ
コ
↓
非
価
格
競
争
力
↓
付
加
価
値

の
増
大
・
市
場
占
有
率
の
増
大
↓
銘

柄
化
（
目
玉
商
品
）

タ
テ
＋
ヨ
コ
↓
産
地
化

競
争
力
は
‘
価
格
競
争
力
（
シ
ス
テ

ム
化
）
と
非
価
格
競
争
力
（
銘
柄
化
）

と
に
区
別
で
き
る
。
し
か
し
、
実
際
の

経
営
は
‘
付
加
価
値
の
増
大
と
同
時
に

費
用
の
低
減
に
努
め
る
な
ど
諸
方
策
を

適
切
に
組
合
せ
て
長
期
的
観
点
に
た
っ

て
利
潤
追
求
し
て
い
く
。

地
域
林
業
の
形
成
に
お
い
て
も
、
シ

ス
テ
ム
化
と
銘
柄
化
が
戦
略
的
に
対
立

す
る
の
で
な
く
‘
森
林
資
源
の
状
況
や

市
場
（
製
材
工
場
）
か
ら
の
立
地
条
件

な
ど
を
考
慮
し
‘
適
切
に
組
合
せ
て
い

く
こ
と
か
重
要
で
あ
る
。

肱川地域林業の現状

〔林

〇先発林業地

業 地〕

久 万 林 業
スギ優良小丸太材

3m物2本取り

,--------------------------, 

！ スギ3m無節柱 i 
｛ 

i 銘柄製品の確立？ ！ 
,_ ------------------------_, 

〇後発林業地 肱 JI I 林 業

〔育林•生産面〕

,--------------------------, 
I 

' 
: 、ヒノキ均質材？ ｝ 
l ( 
I I 
I 

＇ 
（除間伐の推進） ， 

I 

, __ -----------------------_, 

〔製品加工・流通面〕

ヒノキ 6m優良通柱

のブランド確立

特用林産物（椎茸）

［城川 ・野村を含め 八幡浜・保内町の
肱川流域圏

肱川町か ら 製材・加工部門まで］

の部分か課題である。

特に肱川町では、育林生産面＝除・間伐施業を中心とした森林づくり

プ
ラ
ン

②
計
画
的
な
森
林
施
業
の
推
進
ー
銘
柄

化
（
目
玉
商
品
）

③
シ
ス
テ
ム
化
づ
く
り

④
新
篤
林
家
の
育
成
ー
個
々
の
技
術
＋

組
織
的
な
動
き
の
で
き
る
人
づ
く

※
次
回
は
、

11
月
に
行
な
い
ま
す
の
で

引
続
き
参
加
し
て
下
さ
る
よ
う
お
願
い

い
た
し
ま
す
。林

業
改
良
指
導
員

り

古
川
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一宣三遷-
優良材生産は直材づくりから．I 椎茸生産はクヌギ林造成から．I

第 391回昭和60年 9月27日

肱川土場木材相場表 県森連市よりー（単位オ当り：円）

ス ギ ヒ ノ キ マ、ソ
長 さ 未口 径 その他

チョ ク マカ.1) チョク マガリ

7cmr 本 235 本 63 本 355 本 63 松 パ ル プ

8cmJ::. 49 23 66 34 未口 6cm上
4 m  13cm」ニ 50 36 109 88 18cm上 68 長さ 2m

18cm.l:. 64 116 24cm上 81 34円
30cmJ:::. 109 215 30cm上 92

雑パ ル プ
7cm下 本 85本 19 本 162 本 19 未口 6cm上
8cm....t. 31 19 72 19 長さ 2m

3m  
11cm.1::. 31 19 80 41 41円
13cmに） 74 124 18cmJ::.67 
13cmほ） 102 180 24cmJ::68 ，，<リ方ォ

18cm_t_ 55 102 3QcmJ:: 78 材←（松・杉・桧）

未口 3- 6cm 
7cm下-本 42 本 7 本 42 本 7 長さ 2m

2 m  
8cmJ:. 25 15 25 15 1本 71円
16cmJ:::. 39 15 49 22 13cmJ:: 34 
30cm_..l:_ 57 109 30cm.l::34 松ハリ材

13cmに) 180 
16cm-22cm 

6 m  70 3m 64円
13cmほ) 95 295 4m 70円

特選
13cm（二） 127 190 5m 88円

13cm仮3 250 512 6m 85円

足 場 lm当り25-150円 尺当り 8-50円 1等材

傭i考
依然原木不足が続き長らく低迷を続けた杉・桧材も、柱材を中

心 に 復 調 の 兆し有り 。

I肱川町森林組合乾椎茸相場表 I
1.市売日……昭和60年 9月25日

1.販売数量……252ヶース 4,123. 4kg 

1.数量内容及ぴ平均単価

区分 銘香 信ドンコ

数量(kg) I 1. 1 1 o. 8 I 1, o 9 O. 5 

比率（％） 26.9 I 26.5 

乎均単価 6,03316,243 

1.銘柄別価格

特 用 パ レ コーコ その他

1.853.21 -1 68.9 

44.91-1  1.7 

4,324、 2,223

銘 杓丙 単 1面 銘 枡丙 単 価

大 厚 10,400 ドンコ小 5'106 

中厚上 特用大葉 5,520 

中厚並 7,870 大パレ 3,470 

小 厚 5,520 特用中葉 5,620 

大 ウ ス 7,720 中バレ 3,660 

中ウス上 特用小葉 3,800 

中ウス並 6,270 4ヽ ノ<レ 3,050 

ノトウス 4,575 変形大 3,590 

ジャミウス 3,750 変形小 4,290 

ドンコ大 8,500 色 落 2,090 

ドンコ中 7,550 コーコ

国
の
重
要
な
仕
事
の
―
つ
に
社
会
保

障
が
あ
り
ま
す
。
お
年
寄
り
や
心
身
に

障
害
の
あ
る
方
な
ど
に
対
し
て
老
人
医

療
給
付
．
老
人
就
労
あ
っ

せ
ん
事
業
に

対
す
る
助
成
や
心
身
障
害
者
の
た
め
の

各
種
更
生
援
護
施
設
の
運
営
費
の
改
善
、

在
宅
障
害
者
に
対
す
る
日
常
生
活
訓
練
‘

社
会
適
応
訓
練
な
ど
の
充
実
を
図
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
お
年
寄
り
や
心
身
に
障
害

の
あ
る
方
に
対
す
る
税
の
特
典
に
つ
い

て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

お
年
寄
り
本
人
が

受
け
ら
れ
る
特
典

年
齢
が
六
十
五
歳
以
上
で
、
所
得
金

額
が
一
、

0
0
0万
円
以
下
の
お
年
寄
り

は
所
得
税
の
計
算
を
す
る
と
き
老
年
者

控
除
（
二
五
万
円
〕
と
、
国
民
年
金
や

厚
生
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
や
恩
給
に

つ
い
て
は
「
老
齢
者
年
金
特
別
控
除
〔
七

八
万
円
〕
」
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

お
年
寄
り
を
扶
養
し
て
い
る

人
が
受
け
ら
れ
る
特
典

所
得
金
額
が
一
定
額
以
下
の
お
年
寄

り
（
七

0
歳
以
上
）
を
扶
養
し
て
い
る

場
合
は
、
通
常
の
扶
養
控
除
、
三
三
万

円
に
代
え
て
三
九
万
円
が
控
除
さ
れ
、

更
に
そ
の
お
年
寄
り
と
同
居
し
て
い
る

と
き
は
‘
七
万
円
を
加
算
し
た
四
六
万

円
の
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

障
害
者
を
扶
養
し
て
い
る
人

が
受
け
ら
れ
る
特
典

所
得
税
の
障
害
者
控
除
〔
二
五
万
円

（
特
別
障
害
者
の
と
き
は
三
三
万
円
）
〕
、

相
続
税
の
障
害
者
控
除
、
特
定
の
契
約

に
基
づ
い
て
特
別
障
害
者
が
受
け
る
信

託
受
益
金
に
つ
い
て
、
そ
の
信
託
財
産

の

一
定
額
に
対
す
る
贈
与
税
の
非
課
税
、

心
身
障
害
者
共
済
制
度
に
基
づ
く
給
付

金
の
非
課
税
措
置
が
あ
り
ま
す
。

所
得
税
の
障
害
者
控
除
〔
二
五
万
円
〕

（特
別
障
害
者
の
と
き
は
三
三
万
円
）
〕

ま
た
、
特
別
障
害
者
と
同
居
し
て
い
る

と
き
は
‘
配
偶
者
控
除
及
び
扶
養
控
除

は
、
通
常
の
三
三
万
円
に
代
え
て
四
〇

万
円
の
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

詳
し
い
こ
と
は
最
寄
り
の
税
務
所
で

お
尋
ね
下
さ
い
。

障
害
者
本
人
が

受
け
ら
れ
る
特
典

り
や
障
害
者
と
税
金
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大
洲
喜
多
地
区
に
お
い
て
タ
ケ
ノ
コ

を
地
域
特
産
と
し
て
広
く
見
直
を
さ
れ

て
い
る
。

従
来
の
竹
林
か
ら
タ
ケ
ノ
コ
園
と
し

て
の
管
理
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
品

質
の
タ
ケ
ノ
コ
生
産
と
な
り
ま
す
。

タ
ケ
ノ
コ
生
産
の
管
理
を
大
別
す
る

と
第
一
に
一
ー
ニ
月
の
掃
除
と
施
肥

第
二
番
に
四
ー
五
月
の
タ
ケ
ノ
コ
収

穫
と
新
親
竹
の
育
成
及
び
施
肥

第
三
に
六
ー
八
月
の
除
草
と
乾
燥
防

止
第
四
に
九
ー
十
二
月
に
古
親
竹
の
伐

採
と
施
肥
及
び
土
づ
く
り

以
上
が
タ
ケ
ノ
コ
園
と
し
て
の
管
理

で
す
。

今
回
は
‘
古
親
竹
の
伐
採
に
つ
い
て

照
会
し
ま
す
。

古
親
竹
伐
採
の
目
的
は
、
第
一
に
竹

園
の
通
光
を
良
く
し
て
地
温
を
高
め
て
、

タ
ケ
ノ
コ
の
伸
長
促
進
で
あ
り
、
第
二

は
風
に
よ
る
倒
伏
防
止
等
で
あ
る
。

+
a
当
た
り
の
親
竹
必
要
本
数
は
三

百
本
が
目
標
本
数
で
す
。

親
竹
の
太
さ
は
直
径
八
か
ら
十

em
で

す
。若

い
親
竹
程
色
は
緑
が
濃
く
‘

古
竹

古
い
親
竹
の
伐
採
と
管
理

凸
立
〗

籾
の
乾
燥
が
品
質
や
食
味
に
影
響
す

る
の
で
、
注
意
し
て
行
う
。

一
、
稲
架
干
し
に
よ
る
乾
燥

稲
架
干
し
で
自
然
乾
燥
す
る
場
合
、

晴
天
日
で

10
日
程
度
あ
れ
ば
‘
籾
水
分

が

16
ー

17
％
に
乾
燥
す
る
。

こ
れ
以
上
日
数
を
長
く
し
て
も
乾
燥

は
す
す
ま
ず
‘
こ
の
間
に
雨
に
合
う
と
胴

割
米
が
発
生
す
る
の
で
、
早
目
に
脱
穀

し
乾
燥
機
な
ど
で
仕
上
げ
乾
燥
を
す
る
。

二
、
乾
燥
機
に
よ
る
乾
燥

仕
上
げ
る
玄
米
の
水
分
は
い
％
で
あ

り
、
急
激
な
乾
燥
や
過
乾
燥
は
‘
胴
割

米
が
多
く
な
り
品
質
を
悪
く
す
る
の
で

注
意
す
る
。

乾
燥
速
度
は
、
毎
時
闊
ー
い
％
程
度

と
し
て
‘
除
々
に
乾
か
す
。

静
置
型
の
乾
燥
機
は
籾
の
移
動
が
な

い
の
で
、
上
と
下
の
椋
を
よ
く
混
ぜ
合
わ

せ
て
、
乾
燥
む
ら
の
な
い
よ
う
に
す
る
。

水
稲
の
乾
燥
と
000
質

物

野

禁

に
な
る
と
黄
化
し
ま
す
。

節
に
白
い
粉
が
多
く
、
年
か
経
過
す

る
に
つ
れ
、
白
い
粉
が
な
く
な
り
ま
す
。

農
閑
期
を
み
て
親
竹
を
伐
採
し
て
‘

竹
園
に
変
え
て
み
て
下
さ
い

。

く
り ，鵞

ぷ

欄

大
豆
の
収
穫

大
豆
の
英
が
完
熟
し
て
来
る
と
‘
葉

か
落
葉
し
、
振
る
と
カ
ラ
カ
ラ
と
音
が

す
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
こ
の
時
期
が

刈
取
適
期
で
あ
り
‘

早
目
に
収
穫
す
る
。

英
の
水
分
が

20
％
以
下
で
刈
取
る
と

穀
粒
が
飛
び
散
り
、
損
失
が
多
く
な
る

た
め
、
曇
天
日
を
選
ぶ
か
‘
晴
天
日
に

は
、
英
の
水
分
が
あ
る
午
前

10
時
以
前

ま
た
は
午
後

4
時
以
降
と
す
る
。

□8[

□8
2
0
[
 

ー
、
栗
の
適
地
と
品
種
の
検
討

栗
は
深
耕
性
の
作
物
で
あ
る
た
め
耕

土
か
深
く
‘
排
水
の
よ
い
肥
よ
く
土
壌

を
好
む
の
で
、
土
壌
の
深
い
所
へ
植
栽

し
、
管
理
の
徹
底
を
図
る
。

品
種
の
選
択
を
す
る
場
合
に
は
‘
先

ず
品
質
が
よ
く
、
大
玉
果
で
多
収
で
あ

り
、
病
虫
害
に
強
い
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
更
に
‘
早
生
（
三
）
中
生
（
四
）

晩
生
(
-
―
-
）
運
動
に
対
応
す
る
た
め
に

も
、
今
後
は
早
生
種
の
導
入
に
努
め
、

労
働
力
の
配
分
と
、
有
利
な
販
売
を
図

る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

2
、
縮
間
伐
の
推
進

キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ

栗
の
経
済
栽
培
を
す
る
た
め
に
は

日

当
た
り
を
よ
く
し
て
、
大
玉
果
を
多
収

す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
収

穫
が
終
っ
た
今
月
は
葉
が
あ
り
‘
冬
季

よ
り
樹
冠
拡
大
が
よ
く
わ
か
る
の
で
、

縮
間
伐
の
目
や
す
が
つ
け
や
す
い
か
ら
、

葉
の
あ
る
内
に
実
施
す
る
。
し
か
も
残

存
樹
の
樹
勢
回
復
も
期
待
が
で
き
る
。

過
密
植
は
‘
万
枝
の
枯
死
、
結
果
部

位
の
上
昇
、
果
実
の
肥
大
不
良
‘
病
虫

害
も
増
加
し
、
減
収
を
招
く
。
栗
は
果

樹
の
中
で
も
、
光
か
当
た
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
の
で
、
十
一
月
前
後
に
縮
間

伐
を
実
施
す
る
。

十
一
月
上

ー、収穫期の判定

キウイは硬い状態で収穫し、食

用のためには追熟処理を必要とす

る。収穫期の決定は、成熟度検査

により、果実内の糖分が“ー闊％

に達したところを目やすにして、

十月中旬頃から、五日毎に糖度を

測定し収穫期を決定する。その年

の天候状態にもよるか、通常の場

合は‘十一月上旬か収穫期となる。

2、石灰の施用

強酸性土壌をきらうといわれて

いるので、土壌酸度(PH)を検定して

年間十a当たり一五0kgを施用し

土壌酸度をきょう正する。

3、病害虫防除

貯蔵病害予防のため‘収穫前(+

月中旬）にトップジンMの一‘五0

0倍液を散布する。

4、施肥

翌年の結実に備えて、

中月正 i予小 大 L 1 1 11 月 11月 1 1 
211 月8211 月7211 月6211 月1211 月0111 月9111 月411月21 11 11 月 11月7 11 月6 11 月5 

津尾野 山 藪 クロ p月 15 8 醤 月
・ガ 日日 油 日日日日日日日日日日日日

小倉岩居谷中大駄 汗 肱 ス 圏徐 （木） （水） （火） （木） （水） （火） （木） （火） （月） （木） （水） （火）

配

旧18 ） 伶31谷50 （211 月5） 徐2（馬8灼6（休2生5灼0） 2倫2栄仕122） 達配予定

宇小 達 大岩宇宇津中月大岩宇宇津中月

和藪 谷谷和和．野尾谷谷和和．旦
川 ．予

方岩定

仕）（月） （火）日 面谷日 面面北南 面面北南林

旬
ま
で
に
施
用
す
る
。
細
根
は
地
表
近

く
に
多
い
の
で
、
深
層
施
肥
と
し
、
深

層
部
で
の
細
根
発
生
を
促
す
。
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私の林業経営と令後の課題
大壼廣幸（小倉）

公
民
館
報
九
月
号
で
、
農
村
問
題
懇

談
会
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
山
下
惣
一

さ
ん
の
講
演
の
要
旨
を
掲
載
し
ま
し
た
。

今
月
は
‘
五
人
の
青
年
の
み
な
さ
ん

の
意
見
発
表
の
中
か
ら
、
お
二
人
の
も

の
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
ご
意
見
の
中
か
ら
、
農

林
業
経
営
や
地
域
づ
く
り
に
つ
い
て
の

問
題
が
た
く
さ
ん
あ
り
そ
う
で
す
。

最
近
の
林
業
を
と

り
ま
く
状
勢
は
、
大

変
厳
し
い
と
い
う
よ

り
も
林
業
を
忘
れ
ら

れ
た
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

今
、
林
業
に
携
わ
っ

て
い
る
国
の
役
人
や

末
端
の
林
業
指
導
者

に
い
た
る
ま
で
、
将

来
国
産
材
の
時
代
か

必
ず
く
る
。
そ
の
時

に
な
っ
て
植
林
し
て

も
遅
い
の
で
、
今
か

ら
そ
の
時
代
に
備
え

る
よ
う
に
と
指
導
さ

れ
て
い
る
け
れ
ど
も
‘

私
は
今
す
で
に
国
産

ん

一

さ

―

森
―

大
一

材
の
時
代
が
来
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

林
家
の
植
林
し
た
木
は
順
調
に
育
ち
、

終
戦
後
、
植
栽
さ
れ
た
木
は
そ
ろ
そ
ろ

伐
期
も
近
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、

そ
れ
を
使
う
消
費
者
か
ら
見
れ
ば
、
木

材
を
あ
ま
り
必
要
と
し
な
い
時
代
を
迎

え
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
は
安
い
国
産
材
の
時
代
で
す
が
、

将
来
は
消
費
者
に
使
っ
て
も
ら
え
な
い

国
産
材
、
売
れ
な
い
国
産
材
の
時
代
に

な
り
は
し
な
い
か
と
心
配
し
て
い
ま
す
。

又
、
最
近
は
木
材
の
よ
さ
を
消
費
者
に

忘
れ
ら
れ
て
い
る
傾
向
か
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
も
思
い
ま
す
。
と
く
に
、
国

や
県
の
関
係
者
、
学
者
な
ど
は
‘
木
材

の
欠
点
を
言
わ
れ
ま
す
。
燃
え
や
す
い
、

腐
り
や
す
い
、
狂
い
や
す
い
と
い
う
事

の
よ
う
で
す
が
…
…
。

し
か
し
‘
燃
え
や
す
い
こ
と
は
‘
火

の
扱
い
に
充
分
注
意
す
れ
ば
よ
い
し
、

腐
り
や
す
い
こ
と
は
‘
雨
も
り
や
防
腐

剤
を
き
ち
っ
と
し
‘
狂
い
や
す
い
こ
と

肱川 て‘‘

囚
品
国
函
①
 

農
村
問
題
懇
談
会

生
―
き
―
て

し‘

<
―
た
一
め

一に

私
は
三
年
は
ど
前
に
‘
こ
の
肱
川
に

U
タ
ー
ン
し
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
‘

朝
主
人
を
送
り
出
し
、
洗
濯
．
掃
除
・

子
供
の
相
手
・
タ
食
の
買
い
物
と
家
庭

の
中
だ
け
の
主
婦
で
し
た
。

そ
れ
こ
そ
、
何
の
不
満
も
な
い
、
自

由
気
ま
ま
な
生
活
で
し
た
。
自
分
自
身

で
は
、
何
か
夫
婦
一
緒
に
働
け
る
場
所

か
は
し
い
と
思
っ
て
い
る
頃
で
し
た
。

ち
ょ
う
ど
主
人
の
母
の
病
気
が
き
っ
か

け
で
、
後
継
者
話
し
が
家
族
の
中
で
も

ち
上
っ
て
き
ま
し
た
。
主
人
は
三
男
な

の
で
、
最
初
は
、
農
業
な
ど
考
え
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
父
の
考
え
で
、

養

豚

と

私

は
‘
い
い
時
期
に
伐
採
し
製
品
化
す
る
こ

と
で
解
決
で
き
る
と
思
う
の
で
す
。
…
…

や
す
い
と
か
‘
木
材
は
タ
メ
だ
と
か
い

う
事
の
発
言
を
考
え
て
は
し
い
と
思
い

ま
す
。

今
、
内
地
材
と
外
地
材
の
問
題
が
あ

り
ま
す
。
外
材
輸
入
は
‘
昭
和
二
十
年

代
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
内
地
材
高

騰
で
、
不
足
し
て
い
た
時
期
に
補
足
す

る
た
め
と
単
価
を
一
定
に
保
っ
た
め
の

対
策
だ
っ
た
の
で
す
が
、
逆
に
国
産

材
か
か
な
り
の
量
で
き
た
今
、
順
次

規
制
し
て
い
く
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す

が
、
国
で
は
得
策
で
な
い
と
い
う
考
え

で
あ
り
、
今
の
林
業
行
政
は
お
か
し
い

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

今
後
の
課
題
は
‘
消
費
者
の
思
考
を

充
分
見
き
わ
め
‘
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
よ

う
林
業
資
源
を
活
用
し
、
最
大
限
高
く

買
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
‘
林
家
・
森
林

組
合
•
関
係
機
関
か
一
体
と
な
っ
て
努

力
す
る
事
で
し
ょ
う
。

外
材
に
対
抗
で
き
る
国
産
材
に
な
る

た
め
に
は
、
日
本
の
風
土
と
気
候
を
充

分
に
生
か
し
、
日
本
で
し
か
で
き
な
い

木
材
を
生
産
し
て
い
く
事
が
大
切
で

す
。

上
田

秀
美
（
白
石
）

後
取
り
は
長
男
と
心
に
決
め
て
い
た
か

ら
で
す
。

ど
こ
の
家
庭
に
も
あ
る
様
に
、
若
者

が
い
っ
た
ん
都
会
に
出
て
し
ま
う
と
‘

都
会
の
水
に
慣
れ
て
し
ま

っ
て
、
自
分

の
古
里
で
あ
っ
て
も
な
か
な
か
帰
ろ
う

と
い
う
気
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

昔
な
ら
‘
父
の
一
言
で
後
継
者
は
き

ま
る
の
で
し
ょ
う
が
、
今
の
時
代
で
は
‘

そ
う
い
う
訳
に
も
い
か
ず
‘
色
々
相
談

し
た
結
果
、
長
男
は
帰
ら
ず
私
た
ち
が

帰
っ
た
訳
で
す
。

し
か
し
、
私
に
は
か
な
り
の
抵
抗
が

あ
り
ま
し
た
。
友
だ
ち
に
も
相
談
し
た

厳しい林業の将来は・・・・・・。

又
‘
桧
・
杉
だ
け
で
な
く
、
消
費

者
の
求
め
る
も
の
を
名
え
て
い
く
必

要
が
あ
り
‘
例
え
ば
桜
の
木
な
ど
も

将
来
は
名
え
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う

入

0
ヵ

我
か
家
で
は
‘
柏
林
率
七
0
％
で
あ

り
‘
桧
か
六
0
%
、
杉
二
0
%
‘
く
ぬ

ぎ
二
0
％
で
残
り
か
天
然
木
で
す
。
十

年
前
に
‘
杉
の
さ
し
木
を
始
め
て
み
ま

し
た
。
十
年
を
経
過
し
て
、
肱
川
の
気

候
条
件
に
は
あ
る
程
度
た
え
ら
れ
る
も

の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
‘
今
後

十
年
‘
二
十
年
た

っ
た
時
に
ど
れ
だ
け

の
商
品
価
値
か
あ
る
か
の
疑
問
は
あ
り

ま
す
。

し
か
し
‘
厳
し
い
状
況
の
中
で
も
‘

一
本
で
も
収
入
に
結
び
つ
け
る
よ
う
に

と
い
う
覚
悟
で
頑
張

っ
て
お
り
、
今
後

も
取
り
組
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

り
、
そ
れ
で
も
結
論
が
出
ず
‘
あ
げ
く

の
は
て
に
は
占
い
に
も
た
よ
っ
た
の
で

す
。
最
終
的
に
は
、
主
人
に
つ
い
て
い

く
し
か
な
い
と
決
心
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
‘
盆
・
正
月
に
帰

っ
て
見

る
田
舎
と
、
実
際
に
生
活
し
て
見
る
田

舎
と
の
違
い
に
苦
し
ん
だ
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。

今
は
、
食
生
活
の
面
で
も
、
田
舎
と

都
会
と
で
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
む

し
ろ
、
田
舎
の
方
が
実
収
入
に
対
し
、

支
出
が
多
い
と
い
う
事
で
す
。

「
取
る
事
よ
り
‘
使
わ
ぬ
工
面
を
す
る

こ
と
か
大
切
」
だ
と
い
わ
れ
ま
す
が
、

現
実
に
は
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
だ
め
な

気
が
し
ま
す
。

そ
こ
で
、
私
た
ち
が
収
入
を
得
る
為
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山村での生活をどうするか。

に
や
り
始
め
た
の
が
養
豚
で
し
た
。
養

豚
を
や
り
た
い
と
い
う
よ
り
、
父
が
養

豚
を
し
て
い
た
。
収
入
が
得
ら
れ
る
。

た
だ
そ
れ
だ
け
の
き
っ
か
け
で
、
養
豚

ヘ
ふ
み
出
す
第
一
歩
で
し
た
。

し
か
し
、
相
手
が
生
物
の
為
、
こ
わ

い
と
い
う
事
と
、
あ
の
に
お
い
と
に
慣

れ
る
事
が
出
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か

し
、
主
人
の
ま
じ
め
で
一
生
懸
命
に
う

ち
こ
む
姿
が
、
私
に
養
豚
を
教
え
た
の

で
す
。
主
人
は
‘
む
り
じ
い
し
ま
せ
ん

で
し
た
。
今
で
も
、
不
慣
れ
で
不
器
用

な
私
に
、
非
難
す
る
で
も
な
く
、
自
然

に
慣
れ
る
様
、
た
だ
無
言
に
働
い
て
い

ま
す
。
そ
の
主
人
の
姿
を
見
て
、
自
然

に
豚
舎
に
向
い
、
豚
に
慣
れ
て
い
っ
た

の
で
す
。
そ
う
す
る
う
ち
に
、
ど
の
農

作
業
に
も
夫
婦
の
協
力
が
い
か
に
大
切

か
と
い
う
事
を
、
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
内
、
あ
の
い
や
な
に
お
い
も
気

に
な
ら
な
く
な
り
、
豚
の
出
産
の
時
な

ど
に
は
、
自
然
の
姿
に
感
激
さ
え
覚
え

る
様
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

し
か
し
、
養
豚
と
い
う
の
は
‘
盆
も

正
月
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
、
分
娩

の
時
に
は
‘
昼
も
夜
も
な
い
の
で
す
。

＇ 

ん
一

さ
一

田―
上
―

や
り
始
め
た
当
初
は
、
母
豚
二
十
頭
位

で
肉
豚
の
方
も
数
少
な
く
、
現
在
の
頭

数
ま
で
に
す
る
に
は
苦
労
も
あ
り
ま
し

た
。
最
初
頭
数
が
少
な
か
っ
た
の
は
‘

後
継
者
問
題
が
あ
っ
た
為
で
す
。
私
た

ち
も
、
い
ず
れ
は
そ
の
問
題
に
ぶ
つ
か

る
事
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
今
は
、
自

分
た
ち
の
生
活
を
守
る
の
が
精
一
杯
で

す。
か
と
い
っ
て
、
ま
っ
た
＜
夢
が
な
い

訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
将
来
は
、
母
豚

百
頭
の
一
貫
経
営
を
目
覚
し
て
頑
張
る

つ
も
り
で
す
が
、
今
の
農
業
に
対
す
る

国
・
県
・
市
町
村
の
行
政
の
あ
り
方
で

は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
の
で
は
な
い

か
と
、
二
人
で
話
す
事
も
あ
り
ま
す
。

今
は
‘
百
姓
で
も
、
一

0
0
％
自
家
用

野
菜
で
ま
か
な
っ
て
い
る
家
庭
は
少
な

い
の
で
は
と
思
う
の
で
す
。

や
は
り
後
々
の
事
、
次
の
世
代
の
事

を
考
え
れ
ば
、
今
は
大
切
な
時
と
自
分

な
が
ら
に
考
え
ま
す
。
で
も
十
年
、
ニ

十
年
先
の
事
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
今

の
私
た
ち
は
‘
養
豚
で
生
き
る
事
を
決

意
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
一
方
‘
仕
事
・
仕
事
に
お
わ

れ
、
子
供
に
か
ま
っ
て
や
る
時
間
が
少

な
く
‘
放
任
気
味
に
な
り
が
ち
で
す
。

又
、
子
供
に
対
し
、
こ
れ
を
と
い
っ
た

教
育
方
針
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
つ
か

親
の
姿
を
見
、
理
解
し
て
く
れ
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。

か
な
わ
な
い
夢
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

子
供
が
畜
産
の
道
に
で
も
歩
ん
で
く
れ

た
ら
と
思
い
ま
す
が
、
私
自
身
、
最
初

か
ら
す
き
で
選
ん
だ
道
で
は
な
い
の
で

お
し
つ
け
は
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す。
こ
ち
ら
に
帰
っ
て
よ
く
耳
に
す
る
の

が
、
後
継
者
問
題
と
か
、
花
嫁
問
題
で

す
。
私
の
住
ん
で
い
る
白
石
部
落
で
も
‘

若
い
人
が
ほ
と
ん
ど
都
会
へ
出
て
い
っ

て
し
ま
っ
て
、
親
夫
婦
だ
け
で
住
ん
で

秋
立
つ
風
も
爽
や
か
で
、
虫
の
音
も

繁
く
夜
長
に
‘
汗
を
流
す
ス
ポ
ー
ツ
の

秋
I
．
小
学
校
講
堂
は
‘
卓
球
ク
ラ
ブ
員

の
ド
タ
バ
タ
足
音
。
時
に
聞
え
る
ピ
ン
ポ

ン
球
の
弾
む
音
。
今
日
は
例
会
で
皆
生
々

し
て
い
ま
す
。
上
手
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が

一
生
懸
命
小
さ
な
ピ
ン
球
を
追
っ
て
い
ま

ボ
ル
の
球
拾

6
-

す。
4

、レ
ー

ー

ノ

•
こ•

一

。、

ヽ
／

い
九
年
／
．
ピ
ン
オ
ン

5
 

_-r 

球
追
う
こ
と
三
年
目

I
.
`
’

7
 

そ

う

し

て

四

十

路

を

迎

ー

＜
 

え
た
今
‘
体
力
の
衰
え

を
覚
え
、
病
い
に
対
す

る
恐
れ
を
抱
き
ま
す
。

お
医
者
様
か
ら
、
「
こ
れ
は
な
さ
ら
な

い
方
が
良
い
で
す
よ
」
。
「
こ
れ
は
駄
目
で

す
よ
」
。
と
、
言
わ
れ
る
と
、
不
安
と
あ

せ
り
か
ら
尚
更
や
る
気
に
な
り
、
ま
だ
大

丈
夫
I
．
ま
だ
出
来
る
I
．
こ
ん
な
に
元

気
I
．
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
動
ぎ
ま

す
。
時
に
は
そ
れ
が
裏
目
に
出
て
挫
折
す

し
ま
う
の
が
と
っ
て
も
怖
い
の
で
す
。
汗
だ
<

に
な
り
な
が
ら
、
痛
み
を
堪
え
な
が
ら
、
や
り

通
し
た
時
‘
克
服
し
た
時
の
何
と
も
言
え
な
い

爽
快
感
は
又
、
次
の
無
理
へ
と
立
ち
向
か
わ
せ

る
の
で
す
。

身
の
廻
り
に
頭
痛
の
種
が
増
え
た
な
ら
自
分
で

そ
の
中
に
入
り
込
み
感
情
を
麻
痺
さ
せ
て
、
そ

無理は

承知

お
ら
れ
る
家
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

ふ

子
供
が
後
を
継
い
で
も
、
働
き
手
が
増

え
た
分
だ
け
ま
か
な
え
る
だ
け
の
農
業

に
す
る
事
も
出
来
ず
、
か
と
言
っ
て
こ

の
町
内
で
働
こ
う
に
も
働
く
場
所
が
な

い
所
な
の
で
、
親
と
し
て
も
強
制
で
き

な
い
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

私
の
生
ま
れ
た
所
も
あ
ま
り
大
き
な

町
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
肱
川
町

よ
り
働
く
所
も
多
く
、
若
者
が
た
く
さ

ん
地
元
に
残
っ
て
い
る
様
で
す
。

こ
の
肱
川
町
で
も
、
色
々
後
継
者
に

つ
い
て
は
、
問
題
が
多
い
と
は
思
い
ま

る
こ
と
も
、
後
悔
す
る
こ
と
も
随
分
あ
り
ま
す
。

で
も
自
分
と
の
戦
い
で
す
。

世
の
中
、
楽
な
方
、
無
難
な
方
へ
と
傾
く
風
潮

の
中
で
、
何
く
そ
I
．
と
頑
張
っ
て
み
ま
す
。

そ
う
、
無
理
は
承
知
な
の
で
す
。
そ
う
し
な
い

と
私
に
は
駄
目
な
も
の
は
、
ま
す
／
＼
駄
目
に

な
り
‘
少
し
ま
し
な
も
の
で
も
駄
目
に
な
っ
て

次
は
、
下
瑳
峨
谷
の
藤
高
朋
子
さ
ん
に

お
願
い
し
ま
す
。

す
が
‘
養
豚
を
通
し
て
、
少
し
で
も
役

に
立
て
る
様
頑
張
っ
て
い
こ
う
と
思
い

ま
す
。

れ
を
逆
手
に
取
っ
て
消
化
し
て
、
血
肉
に

し
て
い
く
知
恵
も
私
流
の
無
理
は
承
知
の

解
決
方
法
な
の
で
す
。
で
も
数
少
な
い
経

験
か
ら
身
を
持
っ
て
思
い
知
っ
た
こ
と
は
‘

人
様
の
前
で
頭
脳
の
無
理
は
絶
対
し
て
は

な
ら
な
い
こ
と
I
．
こ
れ
を
す
る
と
自
分

の
馬
鹿
さ
加
減
を
い
や
と
言
う
程
痛
感
し

消
え
入
り
た
く
な
り
ま

恵
す
。
自
己
嫌
悪
の
極
み

志
に
達
し
ま
す
。
で
す
か

富
ら
‘
こ
の
ペ
ン
を
運
ぶ

こ
と
も
‘
か
な
り
無
理

を
し
て
い
ま
す
。
…
…

敷

本
屋
中

大

ピ

ン

ポ

ン

球

の

弾

む

音
、
空
振
り
の
ラ
ケ
ッ

ト

。
汗
・
汗
．
汗‘息
切
れ
・
息
切
れ
…
…

•

息
切
れ
…
…
。

手
前
勝
手
な
無
理
だ
か
ら
‘
本
当
は
無

理
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

0
香
典
返
し
や

ぉ
見
舞
い
返
し
は

や
め
よ
う
I
.

生
活
改
善
運
動
を
み
ん
な
で

進
め
よ
う
。
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今
月
は
民
間
信
仰
1
1

生
業
の
神
の
中

か
ら
亥
の
子
儀
礼
に
つ
い
て
一
部
紹
介

し
ま
す
。

5

「
あ
亥
の
子
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
、

多
く
は
十
月
亥
の
日
に
祀
ら
れ
る
。
そ

の
他
に
、
日
十
円
亥
の
日
、
＋
ー
自
亥

の
日
に
祀
る
所
も
あ
る
。
こ
の
巳
は
オ

エ
ピ
ス
さ
ん
に
あ
供
え
物
を
す
る
。
供

物
と
し
て
は
、
白
御
飯
・
創
•
あ
寿
司

イ
ワ
シ
な
ど
尾

頭
付
き
の
魚
・

野
菜
響
と
し

し

⑲

て

大

根

二
本
な

．

ど

で

あ

る

。

久

i
 

饂
扇
鱈
w戸
／

し
だ
御
飯
を

升
捌
に
戯
せ

の
こ

f
ゎ

て

喜

ぇ

す

る

。

だ
、
こ
れ
は

ヮ
ド
・
床
の
間
・

の
か
ま

じ

仏

様

に

も

供

え

。
笈

ひ

る

。

汗

生

部

落て
は
、
一
升
梱

に
御
飯
を
入
れ

だ
も
の
、
イ
ノ

ス
（
佃
）
の
二
つ
付
い
て
い
る
も
の
・

葉
つ
き
大
捩
一
＿
本
を
供
え
る
。
こ
の
時

の
大
根
は
前
の
日
に
取
っ
て
お
力
ね
ば

な
ら
な
い
。
「
十
閂
亥
の
日
に
は
野
菜

畑
に
入
っ
て
は
い
け
な
い
」
力
ら
だ
と

い
う
。
ま
だ
、
こ
こ
で
は
十
自
初
亥
．

中
亥
•
お
と
亥
の
三
回
お
祀
り
し
だ
そ

う
で
あ
る
。
下
敷
水
部
落
で
は
、
刀
工

ピ
ス
さ
ん
は
一
＿
股
大
根
を
喜
ば
れ
る
と

-＿―-0
い
、
一＿
股
大
根
を
引
い
だ
ら
縁
起
ガ

よ
い
と
―
―
―-＝
わ
れ
て
い
る
。
大
和
部
落
の

硯
で
は
、
十
月
最
後
の
亥
の
口
は
オ
エ

ピ
ス
さ
ん
ガ
家
に
帰
ら
れ
る
日
と
言
わ

れ
て
お
り
、
こ
の
日
は
ほ
と
ん
ど
仕
事

を
し
な
い
。
足
の
つ
い
だ
あ
購
に
糾
．

尾
頭
付
き
の
魚
を
載
せ
て
お
供
え
す
る

ガ
、
こ
の
口
は
最
も
大
切
な
口
で
あ
る

と
い
う
こ
と
力
ら
こ
の
日
、
杯
を
最
初

に
取
る
の
は
家
の
主
人
で
あ
り
、
次
は

畏
男
で
あ
る
と
い
う
。
な
あ
、
山
鳥
坂

に
は
恵
比
須
神
社
ガ
⑦
り
、
こ
こ
に
は

拡
川
近
辺
力
ら
多
く
の
参
拝
者
ガ
来
る

（
お
え
べ
す
様
例
祭
は
十

一
閂
乙
亥
の

日
1
1

日
暦
十
自
の
最
後
の
亥
の
日
に
行

わ
れ
て
い
る
。
）
下
敷
水
て
は
、
こ
の
日

患
比
須
神
社
に
ト
ウ
キ
ピ
ニ
本
を
持
つ

て
行
く
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
お
供
え
し

て
あ
る
ト
ウ
キ
ピ
を

一
本
も
ら
い
、
自

分
の
持
っ
て
来
だ
も
の
は
お
供
え
し
て

濡
る
。
も
ら
っ
て
来
だ
ト
ワ
キ
ピ
は
来

年
の
種
に
可
る
と
い
う
。
予
子
林
の
町

郎
落
で
は
、
月
の

一日

・
一
五
ロ
・
一

八
日
に
氏
神
様
な
ど
と
一
結
に
、
刀
工

ピ
ス
様
の
お
祀
り
を
し
、
臼
御
飯
•
あ

寿
司
・
う
ど
ん
な
ど
を
あ
供
え
し
、
後

で
共
食
す
る
。
大
屋
敷
郎
落
で
は
、
あ

正
閂
に
一
升
桐
に
あ
献
米
・
御
飯
•
あ

神
酒
を
入
れ
「
作
ガ
よ
く
で
き
る
よ
う

に
L

と
お
祈
り
し
だ
と
い
う
。

な
あ
、
カ
エ
ピ
ス
さ
ん
は
福
の
神
、

縁
起
の
神
で
あ
る
と
共
に
、
王
に
作
の

神
と
し
て
の
性
格
ガ
強
力
つ
だ
よ
う
で

あ
る
。
特
に
、
稲
の
収
穫
に
限
ら
す
、

い
ろ
い
ろ
な
作
物
の
収
穫
祭
に
お
い
て

オ
エ
ピ
ス
さ
ん
は
祀
ら
れ
て
い
る
。
ま

だ
、
田
栖
え
儀
礼
に
お
い
て
も
、
オ
エ

ピ
ス
さ
ん
ガ
カ
カ
わ
っ
て
い
る
。
オ
サ

亥の子行事

ン
バ
イ
さ
ん
ガ
田
掴
え
の
時
に
の
み
祀

ら
れ
る
の
に
対
し
、
オ
エ
ピ
ス
さ
ん
は

よ
り
広
範
囲
の
性
格
で
、
作
の
神
と
言

え
る
で
涜
ろ
う
。

亥
の
子
行
事
に
つ
い
て
は
、
肱
川
町

文
化
財
保
護
審
議
会
・
谷
本

一
敏
委
員

の
記
録
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

昔
の
年
中
行
事
の
中
で
、
子
ど
も
だ

ち
に
と
っ
て
大
切
な
行
事
に
亥
の
子
ガ

あ
っ
だ
。

日
暦
十
月
の
亥
の
日
に
行
う
。
夕
方

子
ど
も
の
中
の
年
長
者
の
家
に
集
り
、

藁
を
画
径
十
セ
ン
チ
程
度
の
太
さ
に
し

て
、
カ
ズ
―
フ
で
ぐ
る
ぐ
る
巻
い
て
、
カ

だ
い
棒
の
よ
う
な
も
の
に
し
、
穂
先
を

二
つ
に
分
け
て
、
そ
の
先
を
結
び
合
せ

て
輌
に
し
、
そ
の
輌
の
と
こ
ろ
を
握
っ

て
、
地
面
を
だ
だ
き
な
ガ
ら
亥
の
子
歌

を
歌
い
、
家
刃
を
廻
っ
だ
。
あ
礼
に
、

柿
の
甘
干
や
み
力
ん
な
ど
を
貰
っ
だ
。

十
閂
に
入
っ
て
始
め
て
の
亥
の
口
を

初
亥
、
後
の
亥
の
日
を
乙
亥
と
い
っ
て

普
酒
年
―
一
回
あ
り
、
家
刃
で
は
、
あ
恵

比
負
様
に
大
根
と
、
大
根
飯
を
供
え
て

亥
の
子
歌
（
祝
い
歌
）

い
だ
。事

の
お
こ
り
は
、
は
っ
き
り
し
な
い

ガ、

一
年
の
農
作
業
の
慰
労
と
収
穫
を

感
謝
し
て
震
の
神
を
祀
っ
た
。
そ
し
て

家
刀
を
廻
り
祝
い
歌
を
歌
っ
て
、
そ
の

家
の
繁
昌
を
祈
つ
だ
。

な
ぜ
亥
の
日
に
恵
比
須
様
を
祀
つ
だ

の
力
こ
れ
も
は
っ
き
り
は
し
な
い
ガ
、

患
比
須
を
夷
と
も
書
き
、
夷
を
「
い
」

と
読
む
こ
と
力
ら
、
亥
の
日
を
当
て
だ

の
で
は
な
い
力
と
思
わ
れ
る
。

祝
い
歌
の
文
匂
に
よ
る
と
、
大
黒
さ

ん
に
対
す
る
歌
に
な
っ
て
お
り
、
震
の

神
は
、
大
黒
さ
ん
の
方
だ
と
言
わ
れ
て

い
る
ガ
、
恵
比
須
大
黒
と
は
不
離
一
体

と
思
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
力
ら
、
恵
比

角
力
ら
亥
と
の
追
想
に
よ
る
も
の
力
も

知
れ
な
い
。

亥
の
子
行
事
は
戦
後
す
だ
れ
て
い
だ

ガ
近
年
あ
ち
こ
ち
で
復
汚
し
つ
つ
あ
る

と
聞
く
の
で
、
私
ガ
正
山
で
育
っ
だ
頃

歌
っ
だ
歌
を
紹
介
し
ま
可
。
（
地
区
に

よ
っ
て
多
少
異
な
る
力
も
知
れ
ま
せ
ん
。
）

お
い
の
こ
さ
ん
と
―
―
―-
＝
う
人
は

一
に
俵
を
ふ
ん
ま
え
て

二
で
に
つ
こ
り
笑
う
て

―-＿
で
遮
つ
く
つ
て

四
つ
世
の
中
よ
い
よ
う
に

五
つ
い
つ
も
の
如
く
な
れ

六
つ
無
病
患
災
に

亡
つ
何
事
な
い
よ
う
に

八
つ
屋
敷
を
打
ち
広
げ

九
つ
小
倉
を
建
て
な
ら
ベ

十
で
と
う
と
う
納
っ
だ

こ
こ
の
屋
敷
は
よ
い
屋
敷

続

・

し

ん

ぼ

う

川

口

お

お

、

定

年

加

藤

男

の

と

ま

り

木

諸

井

ク
レ
ム
リ
ン
権
力
の
ド
ラ
マ木

村

明

生

神
様
に
え
ら
ば
れ
た
子
ど
も
た
ち

宮
城
ま
り
子

娘
よ
‘
こ
こ
が
長
崎
で
す
筒
井
芋
乃

さ
ら
ば
悲
し
み
の
性
河
野
美
代
子

寝
た
き
り
老
人
の
家
庭
看
護磯

村

孝

二

P
T
A
ほ
ほ
え
み
発
見
記

平

田

圭

子

教

育

よ

よ

み

が

え

れ

若

林

繁

太

親
は
子
供
に
ど
ん
な
生
き
が
い
を
与
え

て

い

る

か

田

中

澄

江
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ぐ
る
り
ガ
高
う
て

中
低
く
て

大
判
小
判
ガ
す
可
れ
込
む

繁
昌
せ
繁
邑
せ

も
―
つ
あ
ま
け
に

繁
昌
せ
繁
邑
せ

近
年
、
子
ど
も
達
は
縦
集
団
（
異
年

齢
集
団
）
で
の
活
動
が
め
っ
き
り
少
な

く
な
っ
た
。

し
か
し
、
懸
命
な
諸
兄
の
尽
力
に
よ

り
、
あ
ち
こ
ち
で

「
子
ど
も
達
の
自
主

性
と
連
帯
感
な
ど
を
深
め
さ
せ
る
た
め
」

亥
の
子
行
事
が
復
活
し
つ
つ
あ
る
。

昔
の
年
中
行
事
、
子
ど
も
の
頃
の
そ

の
思
い
出
は
‘
今
も
な
お
私
た
ち
の
心

の
奥
深
く
脈
々
と
生
き
続
け
て
い
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。

武
薫仁久

購
入
図
書
紹
介
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第
二
十
五
回
町
民
運
動
会
は
、
秋
晴

れ
に
恵
ま
れ
、
十
月
十
日
に
肱
川
中
学

校
で
開
催
し
ま
し
た
。

出
場
延
約
一
、
七

0
0名
の
大
選
手
団

と
な
り
、
大
変
盛
り
上
が
っ
た
一
日
と

な
り
ま
し
た
。

町
内
の
行
事
で
は
、
最
大
の
も
の
で

あ
り
、
大
勢
の
選
手
・
応
援
の
み
な
さ

ん
が
一
体
と
な
っ
て
運
動
会
を
通
し
た

連
帯
の
輪
が
拡
が
り
ま
し
た
。

当
日
は
‘
肱
川
ダ
ー
ビ
ー
・
矢
切
り

の
渡
し
・
コ
ロ

ッ
ケ
リ
レ
ー
な
ど
の
楽

し
い
種
目
。
分
館
そ
れ
ぞ
れ
の
応
援
合

戦
で
の
中
学
生
の
活
躍
と
二
歳
の
子
供

達
か
ら
高
齢
者
ま
で
、
幅
広
い
参
加
で

し
た
。結

果
は
‘
終
始
ト

ッ
プ
を
走
っ
て
い
た

正
山
分
館
が
二
位
に
十
点
の
差
を
つ
け

て
二
年
連
続
八
回
目
の
優
勝
を
飾
り
ま

し
た
。
以
下
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

一
位
正
山

(66
点
）
、
二
位
大
谷

(56

点）、

三
位
中
央
B
(
5
3
点
）
、
四
位
予

子
林

(51点
）
、
五
位
中
央

A
(
4
9
点）、

六
位
岩
谷

(49
点
）
一
位
が
多
い
中
央

A
が
上
位
と
な
る
。

〇
職
域
対
抗
リ
レ
—

一
位
椎
茸
生
産
組
合

二
位
農
協
購
買
部

0

お
ま
え
と
二
人

一

位

白

石

二

位

中

居

谷

運
動
会
は
終
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
契

足
ヒ
レ
を
は
い
て
障
害
走

パ
1

走れ、走れ（肱川ダーピー）

本
当
に

機
と
し
て
、
み
ん
な
の
心
を
横
に
結
び

心
の
豊
か
な
町
づ
く
り
を
進
め
て
い
き

た
い
も
の
で
す
。

選
手

・
役
員
の
み
な
さ
ん
‘

ご
苦
労
様
で
し
た
。

面
應
羞
畠
喜
閃

第
二
十
五
閂
町
民
直
動
会

右左、右左（大百足レース）

中央A敗
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11月の日曜・祝日当直医

⑬剥＠笞 (16)

日 当 直 医 苧目 話

3日（日）
古川医院 44-2407 

（内子町）

4日（月）
町田医院 43-0211 

（内子町）

10日（日）
成田医院 47-0061 

（内子町）

17日（日）
松浦医院 44-2776 

（五十崎町）

23日（日）
藤本医院 44-2561 

（五十崎町）

24日（日）
植木医院 44-2215 

（五十崎町）

日曜日 喜多医師会病院
ノ 5-クfヽ SJ

祝日 92-4—4-5~5—1 

救 急 病

院

曜日 病 院 名 苧耳 話

月・火
大洲市立病院 24-2151 

（大洲市）

水
加戸病院 24-5101 

（大洲市）

木～日
大洲中央病院 24-4551 

（大洲市）

▽
日
時

時間

午前10時i

午後2時
11月29日圏一肱川町公民館

11 11 
月 月 相
20 5 云ロ火火

日 日 日

（水） 因

宮蔵 池福 担
田田 田田

嘉
重

市員 保
舌ロ火火

静信 員

日

程

場

所

▽

対

象

今

年

5
月
に
受
診
さ
れ
な

か
っ
た

19
歳
以
上
の
方
全

員

＠
高
血
圧
予
防
教
室

⑥
不
用
犬
回
収

H

11
月
12
日
因

午
前

9
時
ま
で

▽

場

所

役

場

※
印
鑑
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

時間

午後1時30分
12時10分
11月6日因一肱川町公民館一

11 
月 日

27 
日 程
（水）

肱
大塁)II 場

町 洲・
公

『所

旦
贔 午則‘ ’ 闘

▽

時

間

午

前

9
時

1
午
後

4
時

▽
場
所
肱
川
町
公
民
館

＠
心
配
ご
と
相
談

日

程

場

所

面
璽
:
霞
玉
薗

郷
緒
良
三
先
生
（
大
洲
市
）

＠
三
種
混
合
予
防
接
種

＠
結
核
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
診

▽
医
師

胃
ー

2
時

11
月
15
日
⑨
一肱
川
町
公
民
館

日

程

場

所

＠
乳
児
健
康
診
査

▽
対
象

0今年5月に受診され

なかった方

0今年、貧血・高血圧

症等、何らかの異常

のあった方

> 日

晶 程

悶； 喜 場
公

息所

午9後3寺翌午後1時2 
5分午前10時04分午前時g 0 

時

間
s i 

＠
献

血

午
前

8
時

30
分

ー

12
時

役
場
―

場
所
一

時

間

⑥母子手帳交付

> >>日

程

喜； t 魯 i 魯
場

公

旦 所

｀ §は>時［ 3分11時！03午前10 時分0 
時

間

甘甘>甘日
26 13 1 
日 日 日 日 程
（火） （水） （火） 倹

i 魯
喜
魯i 公>場

公

信 所

時仇2篇10 時 時

間
i 

＠
成
人
病
検
診

＠
健
康
づ
く
り
料
理
教
室

▽
弁
護
士
相
談
日
は
毎
週
木
曜
日
午

後

1
時

1
4
時

＠
行
政
相
談

且
月

5
日
因

午
前

9
時
ー
午
後

4
時

▽
場
所
肱
川
町
公
民
館

▽
相
談
員

福
田

＠
交
通
事
故
相
談

損
害
保
険
業
界
で
は
、
各
社
店
舗

に

「交
通
事
故
相
談
所
」
を
開
設
し
、

ま
た
こ
の
協
会
の
機
構
と
し
て
全
国

五
四
か
所
に

「
自
動
車
保
険
請
求
相

談
セ
ン
タ
ー
」

を
設
置
し
、
自
動
車

事
故
に
よ
る
自
動
車
損
害
賠
償
責
任

保
険
並
び
に
任
意
自
動
車
保
険
（
対

人
・
対
物
・
車
輛
）
の
請
求
に
つ
い

て
一
切
無
料
で
相
談
を
う
け
て
お
り

ま
す
。

不
幸
に
し
て
交
通
事
故
を
お
こ
し
、

そ
の
解
決
に
お
困
り
の
場
合
は
左
記

の
セ
ン
タ
ー

ヘ
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

▽
松
山
自
動
車
保
険
請
求
相
談
セ
ン

タ
ー

〔
住
所
〕
松
山
市
花
園
町
一
ー
三

「
日
本
生
命
松
山
市
駅
ビ
ル
」
6
階

松
山
調
査
事
務
所
内

〔
電
話
〕
〇
八
九
九
ー
四
五
ー
ニ

三
三
五

▽
相
談
時
間
平
日
は
午
前

9
時

30

分

i
午
後

4
時

40
分

ま

で

土

曜

日
は
正
午
ま
で
。
第

2
土
曜
日
は

▽
日
時

保
委
貝

中

野

小
さ
く
手
軽
に
乗
れ
る
便
利
さ
か

ら
、
バ
イ
ク
の
利
用
者
は
毎
年
増
え

て
お
り
、
こ
れ
に
伴
い
交
通
事
故
も

多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
も
し
無
保
険

（
無
共
済
）
で
死
傷
事
故
で
も
起
こ
し

た
ら
大
変
で
す
。

そ
こ
で
万

一
、
人
身
事
故
を
起
こ

し
た
場
合
、
損
害
賠
償
か
ス
ム
ー
ズ

に
出
来
る
よ
う
バ
イ
ク
も
普
通
の
自

動
車
と
同
じ
よ
う
に
自
動
車
損
害
損

催
責
任
保
険
（
あ
る
い
は
共
済
）
へ

の
加

入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

ま

す。
無
保
険
で
走
る
と
、
六
か
月
以
下

の
懲
役
ま
た
は
五
万
円
以
下
の
罰
金

さ
ら
に
違
反
点
数
六
点
と
な
り
、
免

許
停
止
の
処
分
を
う
け
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

く
わ
し

い
こ
と
は
バ
イ
ク
・
自
転

車
販
売
店
・
肱
川
農
協
に
お
問

い
合

せ
く
だ
さ
い
。
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*
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お
誕
生
お
め
で
と
う
＊

貨

合

女女

ご

ざ

い

ま

す

女斉
＊
＊
＊
＊

女

靖
さ
ん

望

ち

ゃ

ん
＊
 

*
＊
*
＊
*
 

ご

め

い

ふ

く

を

＊

＊
 

＊
 

＊
 

＊

お

祈

り

い

た

し

ま

す

＊

*
＊
*
＊
＊
 

＊
 

今
岡
美
壽
さ
ん(92

歳）

下
鹿
野
川

河
内

長
男

⑥
バ
イ
ク
保
険
に
必
ず
加
入
を


