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陸 上 部 町
民
の
皆
さ
ん
と
共
に

　
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
と
健
康
づ
く
り

N
P
O
町
体
育
協
会
・
専
門
部
の
活
動
紹
介
⑨

●
あ
な
た
も
気
軽
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
！随時参加者

募集中！

　

年
間
を
通
じ
て
、
土
日
祭
日
の
朝
六
時

半
〜
七
時
半
に
下
諏
訪
競
技
場
集
合
が
活

動
の
中
心
で
す
。
朝
早
く
に
活
動
し
て
い

る
の
に
は
理
由
が
あ
り
ま
す
。
陸
上
競
技

の
素
晴
ら
し
さ
、
楽
し
さ
を
伝
え
て
い
く

た
め
に
多
く
の
人
に
参
加
し
て
頂
き
た
い

か
ら
で
す
。
ま
た
、
早
起
き
で
規
則
正
し

い
生
活
は
陸
上
競
技
の
基
本
で
す
。
夜
更

か
し
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
他
競
技
と
の
掛

け
持
ち
選
手
も
参
加
し
て
基
礎
体
力
向
上
に
励

ん
で
も
ら
い
た
い
と
も
願
っ
て
い
ま
す
。
一
時

間
練
習
と
い
う
の
も
こ
だ
わ
り
活
動
し
て
い
ま

す
。
小
中
学
生
時
代
に
練
習
を
や
り
過
ぎ
ず
短

時
間
集
中
で
良
い
動
き
を
身
に
付
け
る
事
が
大

切
で
す
。
基
礎
体
力
づ
く
り
的
な
内
容
の
繰
り

返
し
で
す
が
楽
し
み
な
が
ら
続
け
ら
れ
る
よ
う

工
夫
し
、
あ
っ
と
い
う
間
の
一
時
間
で
す
。
活

動
を
続
け
て
い
く
中
で
良
き
出
会
い
、
良
き
仲

間
づ
く
り
の
場
で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

朝
の
新
鮮
な
空
気
を
感
じ
な
が
ら
仲
間
と
流
す

汗
は
と
て
も
気
持
ち
良
い
で
す
。
素
晴
ら
し
き

環
境
に
感
謝
し
な
が
ら
今
後
も
活
動
を
通
じ
て

多
く
の
事
を
学
ん
で
い
き
ま
す
。

陸上部
　　　部長　金高　金義
　電話28－6547

　

相
撲
は
日
本
古
来
の
神
事
や
祭
り
で
あ

り
、
同
時
に
武
芸
で
も
あ
り
、
武
道
で
も

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、

日
本
由
来
の
武
道
、
格
闘
技
、
ス
ポ
ー
ツ

と
し
て
国
際
的
に
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

体
協
相
撲
部
は
武
道
の
精
神
を
大
切
に
、

未
来
あ
る
子
供
た
ち
に
、
相
撲
を
通
じ
て

礼
儀
作
法
や
、
努
力
す
る
こ
と
で
苦
し
さ
に
耐

え
る
こ
と
、
勝
つ
こ
と
の
喜
び
、
負
け
る
こ
と

の
悔
し
さ
、敗
者
へ
の
思
い
や
り
を
学
ぶ
こ
と
で
、

心
豊
か
な
子
供
に
育
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
い
、

心
身
の
鍛
練
と
健
康
の
増
進
を
は
か
る
こ
と
を

目
的
に
年
三
回
の
相
撲
大
会
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
六
月
に
は
東
京
国
技
館
で
行
わ
れ
る
全
国

大
会
の
予
選
会
「
わ
ん
ぱ
く
相
撲
大
会
」
八
月

二
日
お
舟
祭
二
の
祭
の
「
少
年
相
撲
大
会
」
八

月
下
旬
開
催
の
「
御
射
山
神
事
相
撲
大
会
」
。

子
供
た
ち
の
、
大
社
八
幡
山
の
土
俵
に
立
つ
勇

気
あ
る
姿
を
、
家
族
揃
っ
て
応
援
し
ま
せ
ん
か
。

相 撲 部

相撲部
　　　部長　山田　　治
　電話27－2822

　

九
月
の
穫
り
入
れ
前
に
や

っ
て
来
る
の
が
農
家
の
厄
日
、

二
百
十
日
で
あ
っ
た
。
今
で

こ
そ
気
象
観
測
が
発
達
し
て
、

時
々
刻
々
に
台
風
の
進
路
も

伝
え
ら
れ
る
が
、
昔
の
台
風
は
突
然
や
っ
て
来
た
。
そ

し
て
一
年
、
丹
精
を
込
め
て
作
り
あ
げ
た
農
作
物
を
だ

い
な
し
に
し
て
し
ま
っ
た
。
農
村
で
は
「
な
ぎ
が
ま
」

や
鎌
を
軒
先
に
高
く
か
か
げ
て
、
風
を
よ
け
る
風
祭
り

を
行
っ
た
。
鎌
が
風
を
切
っ
て
、
そ
の
風
の
力
を
分
散

し
て
し
ず
め
て
く
れ
る
と
信
じ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
神

事
に
使
う
薙
鎌
は
蛇
体
・
鳥
体
・
魚
体
な
ど
い
ろ
い
ろ

あ
っ
て
、
国
境
の
木
な
ど
に
打
ち
込
ん
で
神
の
領
地
の

境
界
の
標
示
と
も
し
た
。
ま
た
薙
鎌
を
も
っ
て
神
を
祀

る
儀
器
に
し
た
と
も
い
わ
れ
諏
訪
明
神
の
ご
神
体
と
の

説
も
あ
る
。
こ
の
薙
鎌
の
出
現
は
驚
異
の
出
来
事
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
軒
先
高
く
か
か
げ
て
、
無
事
平
穏
を
祈

る
素
朴
な
風
習
で
あ
っ
た
。

れ
烈
風
を
し
ず
め
る
薙
鎌
風
祭

　

信
州
瑞
雲
山
大
安
寺
は
、

勅
願
に
よ
っ
て
全
国
各
地
に

建
立
さ
れ
た
官
寺
の
一
つ
で

あ
っ
て
、
有
賀
村
の
山
ぞ
い

に
あ
っ
た
。
広
大
な
境
内
に

は
七
道
伽
藍
が
立
ち
並
ん
で
、
住
民
の
崇
敬
を
集
め
て

い
た
。
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
五
月
、
折
か
ら
の
梅

雨
は
集
中
豪
雨
と
な
っ
た
。
大
安
寺
の
裏
山
を
崩
し
て

谷
川
を
堰
止
め
て
、
さ
ら
に
そ
の
水
が
鉄
砲
水
と
な
っ

て
押
し
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
大
安
寺
の
大
伽
藍
・

堂
宇
・
僧
房
を
ひ
と
の
み
と
し
た
土
石
流
は
さ
ら
に
下

流
に
あ
っ
た
村
落
を
押
し
流
し
た
。
一
木
一
草
も
残
さ

ず
、
家
を
失
う
も
の
数
を
知
ら
ず
悪
夢
の
よ
う
な
一
瞬

で
あ
っ
た
。
時
の
住
僧
が
寺
宝
を
拾
い
集
め
て
小
庵
を

結
ん
で
い
た
の
を
、
後
年
諏
訪
藩
主
頼
水
が
名
刹
の
衰

え
を
惜
み
江
音
寺
を
建
立
し
て
、
こ
れ
に
移
し
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
の
寺
域
は
今
は
桑
畑
と
な
っ

て
そ
の
面
影
も
な
い
。
わ
ず
か
に
「
大
安
寺
跡
」
と
い

う
地
名
が
残
る
ば
か
り
で
あ
る
。

た
大
安
寺
お
し
流
さ
れ
て
跡
は
桑
畑

　

井
戸
尻
遺
跡
は
、
八
ヶ
岳
の
広
大
な

富
士
見
原
野
に
展
開
さ
れ
た
古
代
民
族

の
生
活
の
跡
で
あ
る
。
尖
石
遺
跡
と
同

じ
よ
う
に
、
井
戸
尻
遺
跡
も
大
集
落
を

形
成
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
遺
跡
か

ら
は
、
完
形
土
器
が
数
百
点
も
出
土
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
豪
放

華
麗
、
量
感
溢
れ
る
原
始
時
代
の
文
化
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、

そ
の
頂
点
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
古
代
民
族
の
遺
物
で
あ

る
土
器
は
、
そ
の
材
料
で
あ
る
粘
土
が
ど
こ
で
も
得
ら
れ
必
要
に

応
じ
て
誰
で
も
自
由
に
作
ら
れ
た
。
生
活
の
た
め
の
創
意
工
夫
も

あ
っ
た
が
、
長
い
年
月
を
か
け
て
技
術
水
準
は
高
ま
り
、
文
様
も

装
飾
的
と
な
っ
た
。
土
偶
の
よ
う
な
す
っ
き
り
し
た
顔
面
が
土
器

の
縁
に
作
ら
れ
て
、
渦
巻
き
や
蛇
の
文
様
が
激
し
い
表
現
と
な
っ

て
土
器
を
飾
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
遺
跡
か
ら
出
た
土
器
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
術
館
に
飾
ら
れ
た
り
、
郵
便
は
が
き
の
図
案
に

な
る
な
ど
、
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。

か
華
麗
な
る
井
戸
尻
出
土
の
原
始
土
器

　

「
で
え
ら
ぼ
っ
ち
」
と
い
う
巨
人
が

住
ん
で
い
た
。
八
ヶ
岳
に
足
を
か
け
、

浅
間
山
に
腰
を
お
ろ
し
て
煙
草
を
吸
っ

て
い
た
。
そ
の
煙
草
が
今
も
燃
え
つ
づ

け
て
い
る
浅
間
山
の
煙
で
あ
る
と
い
わ

れ
る
。

　

あ
る
日
の
こ
と
「
で
え
ら
ぼ
っ
ち
」
は
蓼
科
山
に
土
を
盛
っ
て
、

富
士
山
に
負
け
な
い
格
好
の
よ
い
山
を
作
ろ
う
と
考
え
た
。
そ
こ

で
、
諏
訪
の
平
の
土
を
手
で
す
く
っ
て
も
っ
こ
に
の
せ
た
。
二
つ

の
土
の
塊
と
い
っ
て
も
、
お
お
き
な
山
で
あ
っ
た
が
「
で
え
ら
ぼ

っ
ち
」
は
こ
れ
を
「
お
ん
が
ら
」
の
両
端
に
か
け
て
か
つ
ぎ
、
守

屋
山
か
ら
八
ヶ
岳
に
足
を
か
け
て
ま
た
ご
う
と
し
た
ら
お
ん
が
ら

が
折
れ
て
し
ま
っ
た
。
よ
う
や
く
粟
沢
で
一
本
の
お
ん
が
ら
を
手

に
入
れ
て
帰
っ
て
見
る
と
も
っ
こ
に
盛
っ
た
土
に
根
が
生
え
て
持

ち
上
が
ら
な
か
っ
た
。
「
面
倒
だ
、
こ
ん
な
も
の
は
い
ら
ね
え
」

と
「
で
え
ら
ぼ
っ
ち
」
は
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が

大
泉
山
・
小
泉
山
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

を
麻
幹
で
ち
ょ
い
と
か
つ
い
だ
大
泉
小
泉

　

松
平
上
総
介
忠
輝
は
家
康
の
六
男
で

あ
っ
た
。
大
阪
夏
の
陣
に
、
大
和
口
の

総
大
将
と
し
て
二
万
の
兵
を
率
い
て
出

陣
し
た
が
、
到
着
が
遅
れ
た
と
い
う
理

由
で
、
家
康
の
怒
り
に
触
れ
て
飛
騨
の

高
山
へ
流
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
か
ら
は

諏
訪
高
島
城
の
南
之
丸
に
九
十
三
歳
で
没
す
る
ま
で
、
五
十
八
年

間
幽
閉
の
身
と
な
っ
た
。
高
島
藩
で
は
忠
輝
を
流
人
と
し
て
扱
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
非
常
に
苦
心
し
た
。
晩
年
に
は
か

な
り
の
自
由
が
与
え
ら
れ
て
、
墓
所
と
な
っ
た
貞
松
院
な
ど
を
訪

れ
て
は
、
そ
こ
の
住
職
と
囲
碁
に
興
ず
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で

い
ま
で
も
貞
松
院
に
は
忠
輝
の
遺
品
と
伝
え
ら
れ
る
「
野
可
勢
の

笛
」
な
ど
、
ゆ
か
り
の
品
々
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
笛
は
、

平
家
物
語
で
有
名
な
平
敦
盛
が
吹
い
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
忠
輝

は
生
母
や
天
海
僧
上
な
ど
の
取
り
な
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
い

に
許
さ
れ
る
こ
と
な
く
諏
訪
の
地
で
生
涯
を
終
わ
っ
た
。

る
流
罪
に
て
諏
訪
六
十
年
の
忠
輝
公

　

蓼
科
山
の
麓
、
湯
川
村
に
功
徳
寺
と

い
う
名
刹
が
あ
る
。
大
昔
、
こ
の
寺
の

梵
鐘
を
小
坂
の
観
音
院
に
移
す
こ
と
に

な
っ
て
、
村
中
総
出
で
運
ん
で
来
た
。

そ
し
て
、
上
の
諏
訪
か
ら
は
諏
訪
湖
を

横
切
っ
て
舟
で
運
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
重
い
大
き
な
梵
鐘
を
や
っ

と
舟
に
積
み
込
ん
で
舟
は
滑
る
よ
う
に
湖
面
を
走
っ
て
い
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
ち
ょ
う
ど
諏
訪
湖
で
一
番
深
い
小
坂
沖
に
差
し
か
か

っ
た
と
き
、
一
天
俄
に
か
き
曇
っ
て
、
雷
の
よ
う
な
大
き
な
音
が

し
た
か
と
思
う
と
湖
の
水
が
大
き
く
割
れ
て
、
大
竜
が
出
現
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の
竜
が
あ
っ
と
い
う
間
に
梵
鐘
を
か
か
え
て
湖
中

深
く
沈
ん
で
い
っ
た
。
そ
れ
か
ら
後
、
波
の
静
か
な
日
に
湖
畔
に

立
っ
て
耳
を
す
ま
す
と
、
湖
底
か
ら
か
す
か
な
鐘
の
音
が
聞
こ
え

て
来
る
と
い
わ
れ
る
。
あ
る
と
き
近
く
の
若
者
が
湖
底
に
も
ぐ
っ

た
と
こ
ろ
鐘
を
し
っ
か
り
守
っ
て
い
る
竜
を
見
た
と
い
う
。
そ
れ

か
ら
「
あ
れ
は
竜
宮
の
鐘
だ
っ
た
」
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

り
竜
宮
の
鐘
奪
わ
れ
た
小
坂
沖

　

縄
文
時
代
の
人
々
は
食
料
を
求
め
て

住
居
を
移
動
し
て
歩
い
た
。
そ
の
一
群

が
八
ヶ
岳
の
裾
野
に
広
が
る
台
地
に
住

み
つ
い
た
。
尖
石
が
古
代
人
の
遺
跡
と

し
て
学
界
に
知
ら
れ
た
の
は
明
治
の
中

ご
ろ
で
、
そ
の
後
の
発
掘
に
よ
っ
て
お
び
た
だ
し
い
住
居
跡
が
発

見
さ
れ
、
ま
た
土
器
・
石
器
類
も
数
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
発
掘
さ
れ
た
。

こ
の
集
落
が
も
っ
と
も
繁
栄
し
た
の
は
縄
文
中
期
で
あ
っ
た
。
人
々

は
数
千
年
に
わ
た
っ
て
こ
こ
に
住
み
つ
き
、
平
和
で
文
化
の
花
が

開
い
た
時
代
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
尖
石
の
古
代
人
の
集
落
跡

は
、
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
遺
跡
の
中
程
に
、
三
角
形

の
大
き
な
石
が
一
つ
突
き
さ
さ
る
よ
う
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
土

に
埋
ま
っ
て
い
る
部
分
は
尖
っ
た
頭
部
の
片
側
が
樋
状
に
な
っ
て

く
ぼ
ん
で
お
り
、
石
器
を
研
い
だ
共
同
の
砥
石
で
あ
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。
そ
の
形
か
ら
尖
石
と
呼
び
、
地
名
も
こ
れ
か
ら
生
ま

れ
た
が
、
地
元
の
人
た
ち
は
「
と
が
り
石
さ
ま
」
と
い
っ
て
今
で

も
祀
っ
て
い
る
。

と
尖
石
は
縄
文
時
代
の
大
集
落

　

諏
訪
高
島
藩
で
は
、
二
之
丸
諏
訪
氏

と
三
之
丸
千
野
氏
が
代
々
家
老
職
を
つ

と
め
て
い
た
が
、
両
家
は
そ
の
勢
力
を

争
う
よ
う
に
な
っ
た
。
六
代
藩
主
諏
訪

忠
厚
は
、
藩
政
を
二
之
丸
諏
訪
図
書
の

子
大
助
と
、
三
之
丸
千
野
兵
庫
に
ま
か
せ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
の
で
、

そ
れ
が
両
家
老
の
対
立
を
激
し
く
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
諏
訪

家
の
お
家
騒
動
も
世
継
ぎ
争
い
で
あ
っ
た
。
忠
厚
の
夫
人
政
の
方

は
実
子
が
な
く
、
側
室
お
と
め
の
方
に
長
子
軍
次
郎
が
生
ま
れ
、

他
の
側
室
お
き
そ
の
方
に
次
男
鶴
蔵
が
生
ま
れ
た
。
千
野
兵
庫
は

軍
次
郎
を
、
諏
訪
大
助
は
鶴
蔵
を
、
そ
れ
ぞ
れ
世
継
ぎ
と
し
よ
う

と
し
て
二
派
に
分
か
れ
て
争
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
二
家
老
の

勢
力
の
消
長
に
よ
っ
て
、
藩
政
は
右
に
左
に
ゆ
れ
て
い
っ
た
が
一

度
は
大
助
方
に
有
利
に
展
開
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
必
死
の
兵
庫

は
要
所
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
情
勢
は
逆
転
し
て
、
軍
次
郎
の

家
督
相
続
に
決
ま
っ
た
。
大
助
は
切
腹
、
そ
の
仲
間
は
そ
れ
ぞ
れ

処
断
さ
れ
諏
訪
騒
動
は
終
わ
っ
た
。
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
七

月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

に
二
之
丸
の
夢
破
れ
た
り
諏
訪
騒
動

　

諏
訪
神
社
に
は
古
く
大
祝

と
称
す
る
現
人
神
が
あ
っ
て
、

信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。

桓
武
天
皇
の
皇
子
有
員
親
王

が
、
大
祝
の
位
に
つ
い
た
の

で
あ
る
が
、こ
の
と
き
明
神
は
御
衣
を
脱
ぎ
着
せ
て
「
吾

に
躰
な
し
祝
を
も
っ
て
躰
と
な
す
」
と
神
勅
を
下
し
た
。

こ
こ
に
大
祝
職
は
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
大
祝
は
建
御

名
方
命
の
後
裔
と
い
わ
れ
、
代
々
世
襲
に
よ
っ
て
相
続

さ
れ
た
。
よ
っ
て
有
員
は
御
衣
祝
と
い
わ
れ
、
や
が
て

神
氏
の
始
祖
と
な
り
、
後
諏
訪
氏
と
な
る
の
で
あ
る
。

大
祝
は
首
長
と
し
て
祭
祀
権
を
も
ち
、
諏
訪
郡
を
領
有

し
、
守
屋
山
麗
前
宮
の
地
を
本
拠
と
し
、
祭
り
と
政
治

を
合
わ
せ
行
っ
た
の
で
あ
る
。
中
世
に
な
っ
て
惣
領
家

と
社
家
が
分
立
し
、
惣
領
家
は
茅
野
市
上
原
に
、
社
家

は
前
宮
の
地
を
居
館
と
し
た
。
戦
国
期
に
な
っ
て
両
家

に
争
い
も
あ
り
、
や
が
て
社
家
は
亡
び
、
江
戸
時
代
に

な
り
ま
た
社
家
が
分
立
し
、
明
治
維
新
ま
で
続
い
た
の

で
あ
っ
た
。

わ
吾
に
躰
な
し
祝
を
も
っ
て
躰
と
な
す

　

甲
賀
三
郎
諏
方
と
い
う
人

が
あ
っ
た
。
あ
る
年
、
狩
り

を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の

留
守
に
妻
の
春
日
姫
が
行
方

不
明
と
な
っ
た
。
三
郎
は
全

国
を
探
し
て
歩
い
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま
蓼
科
山
に
人

穴
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
篭
に
乗
っ
て
穴
底
深
く
降

り
よ
う
や
く
春
日
姫
を
発
見
し
た
。
し
か
し
、
日
頃
三

郎
を
憎
ん
で
い
た
兄
の
次
郎
は
春
日
姫
の
み
を
穴
底
か

ら
助
け
上
げ
て
三
郎
の
乗
っ
た
篭
の
綱
を
切
り
落
と
し

て
し
ま
っ
た
。
地
上
に
上
る
方
法
の
な
く
な
っ
た
三
郎

は
足
に
ま
か
せ
て
さ
ま
よ
い
あ
る
き
、
や
っ
と
地
上
に

出
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
は
浅
間
山
で
あ
っ
た
と
い

う
。
甲
賀
に
急
ぎ
帰
っ
た
三
郎
は
そ
の
時
、
自
分
が
大

蛇
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
高
僧
た
ち
に
教
え

ら
れ
て
石
菖
池
に
入
っ
て
け
が
れ
を
落
す
と
不
思
議
に

も
と
の
姿
に
返
っ
た
。
の
ち
に
春
日
姫
と
再
会
し
た
三

郎
は
、
上
の
宮
の
普
賢
菩
薩
に
、
春
日
姫
は
下
の
宮
の

千
手
観
音
に
鎮
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

へ
変
身
し
大
蛇
と
な
っ
た
甲
賀
三
郎
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