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発
掘
調
査
で
新
た
な
発
見
！

　

明
ら
か
に
な
る
太
古
の
三
芳

　

町
内
に
は
、
現
在

ヵ
所
の
遺
跡
が
あ
り
、
毎
年
こ
れ
ら
の
遺
跡
で

行
わ
れ
る
発
掘
調
査
で
は
、
「
三
芳
の
歴
史
」
に
新
た
な
１
ペ
ー
ジ
を

書
き
加
え
る
発
見
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
近
年
行
わ
れ
た
調
査
の
中

か
ら
４
箇
所
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ

て
き
た
「
三
芳
の
歴
史
」
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

生
涯
学
習
課
（
内
線
５
１
６
）

三
芳
で
発
見
！

県
内
最
古
級
の
遺
跡

上
富
に
眠
る

　

石
器
作
り
の
跡

（
旧
石
器
時
代
・
中
な
か
ひ
が
し東
遺
跡
）

▲上段は狩りなどに使った石器。
　下段は出土した石器を接合したもの。

▲溝跡から出土した土器片を接合復元したもの。

手
前
の
大
き
な
穴
は
、
粘
土
を
採
掘
す
る

　

 

た
め
の
穴
。
そ
の
隣
り
に
は
、
製
鉄
の
作

業
場
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

 

発
見
さ
れ
た
溝
跡
。
ど
の
よ
う
な
目
的
で
作

ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

藤
久
保
東
遺
跡
は
、
藤
久
保
地
区
に

あ
り
ま
す
。
過
去
の
調
査
で
は
、
今
か

ら
約
３
万
年
前
の
石
器
が
出
土
し
、
県

内
で
最
も
古
い
遺
跡
の
ひ
と
つ
と
し
て

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
石
器
を
作

っ
た
跡
や
調
理
の
跡
が
数
多
く
見
つ
か

り
、
こ
れ
ま
で
に
１
万
点
を
超
え
る
石

器
や
調
理
に
使
っ
た
焼
石
な
ど
が
出
土

し
て
い
ま
す
。

　

遺
跡
の
近
く
に
は
富ふ

じ

み

え

が

わ

士
見
江
川
が
流

れ
て
お
り
、
人
々
は
水
を
求
め
て
集
ま

っ
て
く
る
獣
を
捕
え
る
た
め
、
こ
の
地

を
訪
れ
て
石
器
を
作
っ
た
り
、
捕
え
た

獣
を
解
体
し
て
調
理
な
ど
を
し
て
暮
ら

し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

藤
久
保
東
遺
跡
で
は
約
３
万
年
前
〜

約
１
万
年
前
ま
で
の
お
よ
そ
２
万
年
も

の
長
い
間
、
人
々
が
繰
り
返
し
訪
れ
て

暮
ら
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
、

現
在
も
多
く
の
人
々
が
暮
ら
す
藤
久
保

地
区
は
、
太
古
の
昔
も
住
み
良
い
場
所

だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

中
東
遺
跡
は
上
富
地
区
に
あ

り
、
近
年
そ
の
存
在
が
明
ら
か

に
な
っ
て
き
た
遺
跡
で
す
。
昨

年
か
ら
今
年
に
か
け
て
の
発
掘

調
査
で
は
、
３

０
０
０
点
を

超
え
る
石
器
が
出
土
し
、
約
２

万
８
千
年
前
〜
約
２
万
年
前
ま

で
人
々
が
石
器
を
作
っ
て
狩
り

を
し
て
い
た
場
所
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

遺
跡
か
ら
は
、
黒
曜
石
と
い

う
ガ
ラ
ス
質
の
石
で
作
ら
れ
た

石
器
が
数
多
く
見
つ
か
っ
て
い

ま
す
。
黒
曜
石
は
埼
玉
県
で
は

採
れ
な
い
石
で
、
中
東
遺
跡
で

出
土
し
た
黒
曜
石
の
石
器
を
分
析
し
た

と
こ
ろ
、
伊
豆
の
柏
か
し
わ
と
う
げ
峠
で
採
取
さ
れ

た
黒
曜
石
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
何
ら
か
の
方
法
で
伊
豆
の
黒
曜
石

を
入
手
し
、
こ
の
地
で
石
器
を
作
っ
て

い
た
よ
う
で
す
。

　

ま
た
遺
跡
周
辺
に
は
、
藤
久
保
東
遺

跡
と
異
な
り
、
現
在
流
れ
る
川
は
あ
り

ま
せ
ん
。し
か
し
、水
が
な
け
れ
ば
人
々

は
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
。
実
は
太
古
の

昔
、
中
東
遺
跡
の
す
ぐ
近
く
を
川
が
流

れ
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
川

は
旧
石
器
時
代
の
終
わ
り
頃
に
は
水
量

が
少
な
く
な
り
、
次
第
に
埋
ま
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
人
々
が
こ
の

地
に
再
び
暮
ら
し
は
じ
め
る
の
は
、
江

戸
時
代
中
頃
の
三
さ
ん
と
め
か
い
た
く

富
開
拓
を
待
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。　

環か
ん
ご
う濠
に
囲
ま
れ
た

　

ム
ラ
!?

（
弥
生
時
代
・
本
ほ
ん
む
ら村
南
み
な
み

遺
跡
）

　

本
村
南
遺
跡
は
、
竹
間
沢
地
区
に
あ

り
ま
す
。
平
成
19
年
度
の
調
査
で
は
、

今
か
ら
約
２

０
０
０
年
前
の
弥
生
時
代

の
住
居
跡
や
溝
跡
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

　

な
か
で
も
、
溝
跡
は
幅
約
３

、
深

さ
約
1.5

と
大
き
な
も
の
で
す
。
こ
の

溝
は
、
水
が
流
れ
て
い
た
痕
跡
が
見
ら

れ
な
い
こ
と
か
ら
、
集
落
を
囲
ん
で
外

敵
や
獣
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
の
環
濠
で

あ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
が
、
も
う

少
し
調
査
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
溝
の

中
か
ら
は
大
量
の
土
器
や
川
原
石
な
ど

が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
溝
が
使
わ
れ
な

く
な
っ
た
後
、
投
げ
入
れ
ら
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

本
村
南
遺
跡
で
は
、
他
の
場
所
で
も
同

じ
時
代
の
住
居
跡
や
お
墓
の
跡
が
い
く
つ

も
見
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
弥
生
時

代
に
は
こ
の
地
に
人
々
が
集
ま
り
、
ム
ラ

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

三
芳
に
も
あ
っ
た
！

　

製
鉄
の
跡

（
奈
良
時
代
・
俣ま
た
の埜
遺
跡
）

　

俣
埜
遺
跡
は
、
藤
久
保
地
区
に

あ
り
ま
す
。
平
成
17
年
度
に
行
わ

れ
た
調
査
は
、
昔
か
ら
鉄
ク
ズ

が
拾
え
る
こ
と
か
ら
、
地
元
の
方

が
「
カ
ナ
ク
ソ
山
」
と
呼
ん
で
い

た
場
所
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
発
掘

調
査
の
結
果
、
ま
さ
に
今
か
ら
約

１

３
０
０
年
前
、
奈
良
時
代
の

製
鉄
の
作
業
場
が
見
つ
か
り
ま
し

た
。
隣
り
の
ふ
じ
み
野
市
で
は
、

同
じ
く
奈
良
時
代
の
東
ひ
が
し

台だ
い

遺
跡

と
い
う
大
き
な
製
鉄
の
遺
跡
が
あ

り
ま
す
が
、
三
芳
町
で
製
鉄
の
遺

跡
が
見
つ
か
っ
た
の
は
初
め
て
の

こ
と
で
す
。

　

鉄
を
作
る
た
め
に
は
、
木
炭
と
砂

鉄
、
炉
や
鋳い

が
た型
を
作
る
粘
土
な
ど
が
必

要
で
す
。
調
査
で
は
、
木
炭
を
作
る
た

め
の
炭
焼
き
窯
、
粘
土
を
採
る
た
め
の

採さ
い
く
つ
こ
う

掘
坑
が
い
く
つ
も
見
つ
か
り
、
俣
埜

の
地
で
鉄
を
作
る
一
連
の
作
業
が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

こ
の
場
所
で
は
鉄
製
品
も
作
ら
れ
て

い
た
よ
う
で
す
が
、
出
土
し
た
鋳
型
は

小
さ
な
破
片
し
か
な
く
、
ど
の
よ
う
な

も
の
を
作
っ
て
い
た
か
は
今
の
と
こ
ろ

わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
の
地
で
作
ら
れ
た

鉄
製
品
は
ど
こ
へ
運
ば
れ
、
ど
ん
な
人

た
ち
が
使
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

興
味
は
尽
き
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
、
三
芳
町
に
は
様
々

な
時
代
、
様
々
な
種
類
の
遺
跡
が
た
く

さ
ん
眠
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
三
芳

の
歴
史
を
紐
解
く
た
め
の
貴
重
な
財
産

で
す
。
し
か
し
、
発
掘
調
査
が
終
了
す

る
と
、
そ
こ
に
遺
跡
が
あ
っ
た
こ
と
を

知
る
手
か
が
り
は
ほ
と
ん
ど
残
り
ま
せ

ん
。
こ
う
し
た
三
芳
町
の
歴
史
を
物
語

る
大
切
な
文
化
財
を
将
来
へ
語
り
継
ぐ

た
め
に
も
、
遺
跡
の
あ
っ
た
場
所
や
そ

の
付
近
に
、
標
柱
や
解
説
看
板
を
設
置

し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
調
査
で
分
か
っ
た
こ
と
を
広

く
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、

発
掘
調
査
の
成
果
を
ま
と
め
た
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
刊
行
し
て
い
ま
す
。
今
回
紹

介
し
た
４
箇
所
の
調
査
成
果
に
つ
い
て

も
、
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
ま
た
は
生

涯
学
習
課
で
無
料
配
布
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
22
年
２
月
か
ら
３
月
に

か
け
て
、
役
場
１
階
ロ
ビ
ー
に
て
「
第

２
回
発
掘
さ
れ
た
三
芳
の
歴
史
」
の
展

示
を
行
う
予
定
で
す
。
役
場
に
お
越
し

の
際
は
ぜ
ひ
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。 ▲藤久保東遺跡の解説看板

▲南止遺跡の解説看板

（
旧
石
器
時
代
・
藤
ふ
じ
く
ぼ
ひ
が
し

久
保
東
遺
跡
）
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中央図書館　 ２５８-６４６４
火～金 １０：００～１９：００　土、日 １０：００～１８：００
竹間沢分館　 ２７４-１７２２
火～日 １１：００～１８：００

　人間の身体は環境に適応していきます。寒い冬

における脂肪の役割は主に保温になるので、寒さ

に耐えるため、その結果やせにくくなるのです。

冬場は体重などの目先の目標ではなく、夏に向け

ての準備をしていくことをお勧めします。その準

備とは「筋肉量」を増やすことになります。自宅

でも簡単にできる脚のトレーニングの「スロース

クワット」を紹介します。

　 ⇒ この動作を10秒かけてしゃがみ10秒かけ

て元に戻してください。これを朝起きて10回×2

セットおこないましょう。

　食べ過ぎはもちろん注意して、寒い冬をお過ご

しください。

　１月に入り、寒さにも慣れてきたと思いますが、
「思うように体重が減らない」「冷えやすくなっ
た」という方、いらっしゃいませんか？今回の「冬
に備える３つの心得」は「やせやすい身体をつくろ
う」です。 　成人の日にちなんだレッスン・イベントを

ご用意しています。ご利用は、初回講習会を
受講された方に限ります。
　詳細は、総合体育館フィットネスルーム
（ 258-0391）までお問い合わせください。

　少人数制レッスン（定員15名、親子ビクスのみ20組）

で、一人ひとりにより細やかな指導が可能となりまし

た。計７回レッスン3500円に変更致します。

料金　3500 円（７回）

予約方法　電話または直接来館

予約開始日　1月７日 　午前 10:00 ～

レッスン名　 日程　 時間　 担当者　 会場

【1】 親子ビクス　 2／ 2.9.16.23、3 ／ 2.9.16

　 10：30 ～ 11：30　 戸井　 武道場

　※親子ビクス対象年齢１～ 3歳

【2】 癒しのヨガ　 2／ 2.9.16.23、3 ／ 2.9.16

　 11：30 ～ 12：30　 大塚　 多目的室

【3】 太極拳（48 式） 2 ／ 2.9.16.23、3 ／ 2.9.16

　14：15 ～ 15：15　 北　 武道場

少人数制レッスン

このコーナーでは「スポーツと健康」をテーマに、
様々な役立つ情報をみなさんにお届けします。
問い合わせ　スポーツ振興課（総合体育館内） 258-0311
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１月11日（祝）成人の日レッスン

　

11
月
10
日
、
唐
沢
小
学
校
の
多
目
的
教
室
。

集
ま
っ
て
い
る
の
は
１
年
生
。

　

部
屋
の
片
隅
に
は
、
時
々
ガ
サ
ゴ
ソ
と
音

が
す
る
段
ボ
ー
ル
箱
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
脇

に
白
衣
を
着
て
聴
診
器
を
手
に
し
た
３
人
の

男
の
人
が
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
正
面

に
は
パ
ソ
コ
ン
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
が
セ
ッ

ト
さ
れ
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
は
か
わ
い
ら
し
い

ウ
サ
ギ
の
絵
が
映
し
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
い
つ
も
と
違
う
雰
囲
気

に
、
「
こ
れ
か
ら
何
が
始
ま
る
の
だ
ろ
う
」

期
待
と
不
安
が
入
り
交
じ
っ
た
、
緊
張
し
た

ま
な
ざ
し
で
座
っ
て
い
ま
す
。

　

生
命
の
尊
さ
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、

今
年
度
か
ら
新
た
な
取
組
と
し
て
の
「
獣
医

師
に
よ
る
出
前
授
業
」
の
日
で
す
。
出
前
授

業
は
全
小
学
校
で
行
わ
れ
、
前
半
・
後
半
の

２
部
構
成
の
授
業
で
す
。
前
半
は
獣
医
の
先

生
か
ら
、
ウ
サ
ギ
の
性
質
や
抱
き
方
な
ど
に

つ
い
て
の
話
を
聞
き
ま
し
た
。
ウ
サ
ギ
の
耳

が
ど
う
し
て
大
き
い
の
か
、
巣
穴
の
中
は
ど

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
な
ど
を
学
び
ま

し
た
。
後
半
は
、
自
分
の
手
で
ウ
サ
ギ
を
抱

き
、
自
分
の
耳
で
聴
診
器
を
使
っ
て
心
臓
の

音
を
聞
く
と
い
う
体
験
で
し
た
。

　

初
め
て
ウ
サ
ギ
を
抱
く
と
い
う
児
童
が
ほ

と
ん
ど
で
し
た
。
は
じ
め
は
怖
が
っ
て
い
た

子
も
、
だ
ん
だ
ん
と
慣
れ
て
き
て
、
あ
ち
こ

ち
か
ら
「
温
か
ー
い
！
」
「
毛
が
柔
ら
か
ー

い
！
」
「
か
わ
い
い
ー
！
」
と
い
っ
た
声
が

聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。

　

聴
診
器
で
心
臓
の
音
を
聞
く
体
験
で
は
、

ま
ず
、
自
分
の
心
臓
の
音
を
聞
き
ま
し
た
。

初
め
て
聞
く
自
分
の
心
臓
の
音
に
感
動
し

「
ド
ッ
ク
ン
、
ド
ッ
ク
ン
」
と
口
ま
ね
を
し

て
い
る
児
童
も
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
い
よ

い
よ
ウ
サ
ギ
の
心
臓
の
音
で
す
。
獣
医
さ
ん

が
よ
く
聞
こ
え
る
よ
う
に
ウ
サ
ギ
の
心
臓
部

分
に
聴
診
器
を
当
て
て
く
れ
ま
す
。
子
ど
も

は
心
臓
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
ま
で
目
を
輝

か
せ
な
が
ら
待
っ
て
い
ま
す
。
す
る
と
、
人

間
の
よ
り
も
は
る
か
に
速
い
ウ
サ
ギ
の
心
臓

の
鼓
動
に
、
多
く
の
児
童
が
「
速
ー
い
！
」

と
感
想
を
口
に
し
ま
す
。
中
に
は
、
「
嵐
み

た
ー
い
！
」
「
地
震
み
た
ー
い
！
」
な
ど
と

感
想
を
述
べ
る
子
も
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
出
前
授
業
で
は
、
直
接
「
生
命

（
い
の
ち
）
」
と
い
う
も
の
に
触
れ
る
貴
重

な
体
験
と
な
り
ま
し
た
。
動
物
を
、
愛
情
を

こ
め
て
飼
育
し
た
り
、
触
れ
合
っ
た
り
す
る

体
験
は
、
動
物
だ
け
で
な
く
友
だ
ち
な
ど
身

近
な
人
々
に
対
す
る
思
い
や
り
の
心
を
育
み
、

豊
か
な
感
性
を
培
う
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

優
し
さ
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
笑
顔
で
感
想
を
述

べ
る
子
ど
も
た
ち
を
見
て
い
る
と
、
そ
の
こ

と
が
実
感
と
し
て
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

教育トピックス

動
物
た
ち
と
の
ふ
れ
あ
い
が
教
え
て
く
れ
た
も
の

1月 の 予 定
日 月 火 水 木 金 土

休 休

休

★ ◆

休

休

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
カ
ー 

作　

晴
海
耕
平 

訳

童
話
館
出
版　

１
９
９
４
年
９
月
発
行

請
求
記
号　

Ｅ
お

　

ソ
フ
ィ
ー
と
お
母
さ
ん
が
お
茶
の
時
間
に

し
よ
う
と
腰
を
お
ろ
し
た
、
ち
ょ
う
ど
そ
の

時
、
玄
関
の
ベ
ル
が
な
り
、
や
っ
て
き
た
の

は
大
き
な
ト
ラ
！
イ
ギ
リ
ス
で
長
年
読
み
つ

が
れ
る
洒
落
た
ユ
ー
モ
ア
絵
本
。

図
書
館
の
本
棚
よ
り
「
と
ら
」
の
絵
本

【
児
童
書
】『
む
か
し
む
か
し　

と
ら
と
ね
こ
は
…

－

中
国
の
む
か
し
話
よ
り

－

』

大
島
英
太
郎 

文
・
絵　

福
音
館
書
店　

２
０
０
９
年
４
月
発
行

請
求
記
号　

Ｅ
む

　

昔
、
虎
は
の
ろ
ま
で
獲
物
を
捕
る
の
が
下

手
で
し
た
。
そ
こ
で
、
猫
に
上
手
な
獲
物
の

捕
り
方
を
教
わ
り
、
す
べ
て
の
技
を
身
に
つ

け
た
の
で
す
が
‥
。
ト
ラ
、
ネ
コ
の
生
態
の

由
来
を
語
る
中
国
昔
話
絵
本
。

【
児
童
書
】
『
お
ち
ゃ
の
じ
か
ん
に
き
た
と
ら
』

【
児
童
書
】
『
お
ど
り
ト
ラ
』金

森
襄
作 

再
話　

　

 

香 

画

福
音
館
書
店　

１
９
９
７
年

月
発
行

請
求
記
号　

Ｅ
お

　

山
奥
に
住
む
踊
り
の
す
き
な
ト
ラ
。
あ
る

狩
り
の
最
中
に
つ
い
踊
っ
て
し
ま
い
獲
物
を

逃
が
し
、
仲
間
に
山
か
ら
を
追
い
出
さ
れ
ま

す
。
と
こ
ろ
が
不
思
議
な
力
を
持
つ
よ
う
に

な
り
…
。
韓
国
・
朝
鮮
の
昔
話
。

【
児
童
書
】
『
ウ
ェ
ン
王
子
と
ト
ラ
』

チ
ェ
ン
ジ
ャ
ン
ホ
ン 

作
・
絵　

平
岡
敦 

訳

徳
間
書
店　

２
０
０
７
年
６
月
発
行

請
求
記
号　

Ｅ
う

　

人
間
に
我
が
子
を
殺
さ
れ
、
人
間
を
憎
み

襲
い
続
け
る
ト
ラ
が
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
王

子
が
そ
の
怒
り
を
し
ず
め
る
た
め
に
ト
ラ
に

差
し
出
さ
れ
…
。
母
ト
ラ
と
ト
ラ
に
育
て
ら

れ
た
王
子
の
迫
力
満
点
な
絵
本
。

休

〈中央図書館〉
★新春おはなし会
　申込み受け付け中。ご家族でどうぞ！
（ゆかいな昔話・小道具を使ったお話・紙芝居など）
　 ： ～ ：    ５歳、１.２年生～おとなまで
（定員35名）※未就学児は保護者同伴で
　お願いします。
　 ： ～ ： ３.４.５.６年生～おとなまで
（定員40名）
ぐりぐらタイム（絵本・紙芝居・手遊び等）

　第 ・ 金曜日　（保護者同伴）　
　 ～ 　6ヶ月～１歳
　 ～ 　2・3歳～
　第 ・ 火曜日　 ～ 　3～8歳
 としょかん・くらぶ－会員制－第４土曜日

（読み聞かせとブックトークで本に親しむ会）
　 ～ 　1・2 年生　 名
　 ～ 　3～6年生　 名

〈竹間沢分館〉
竹間沢ぐりぐらタイム（絵本・紙芝居・手遊び等）

　 ～ 　１～４歳
◆スイミーおはなし会
（絵本・紙芝居・ブックトーク）
　第4木曜日 ～   ４歳～小学生

休

　

明
治
五
年
〈
一
八
七
二
〉
一
一
月
九
日

に
明
治
新
政
府
は
西
洋
先
進
国
に
習
い
、

太
陰
暦
（
旧
暦
）
を
太
陽
暦
（
新
暦
）
に

改
め
る
と
い
う
太
政
官
布
告
を
出
し
た
。

明
治
五
年
一
二
月
三
日
（
旧
暦
）
を
、
明

治
六
年
一
月
元
旦
、
以
降
一
年
を
三
六
五

日
と
し
四
年
に
一
度
の
閏
年
を
設
け
る
と

い
う
現
代
と
同
じ
暦
が
採
用
さ
れ
た
。
し

か
し
、
こ
の
暦
は
公
式
の
場
で
は
使
わ
れ

た
が
、
多
く
の
国
民
は
新
暦
に
は
馴
染
め

ず
、
一
般
化
す
る
に
は
歳
月
を
要
し
た
。

　

公
的
な
場
で
の
太
陽
暦
は
、
学
校
な
ど

で
積
極
的
に
採
用
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
三

芳
で
も
元
旦
の
日
（
一
月
一
日
）
に
児
童

を
学
校
に
招
集
し
、
校
長
講
話
と
紅
白
ま

ん
じ
ゅ
う
な
ど
を
配
り
、
新
年
を
祝
っ
て

き
た
。
こ
れ
は
、
生
活
の
中
に
太
陽
暦
を

浸
透
さ
せ
た
い
と
い
う
国
策
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
三
芳
の
人
た
ち
は
元
旦
に
日
章

旗
（
日
の
丸
）
を
門
口
に
掲
げ
、
そ
の
日

一
日
は
農
事
を
休
む
が
、
一
月
二
日
か
ら

は
、
普
段
の
仕
事
に
戻
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

三
芳
は
、
前
に
も
触
れ
た
が
農
業
中
心
の

村
、
こ
の
太
陽
暦
を
使
う
と
い
う
生
活
は

馴
染
み
憎
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
新
暦
の

正
月
を
挟
ん
だ
前
後
に
や
っ
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
作
業
が
集
中
す
る
。

　

殊
に
、
雑
木
林
で
の
作
業
は
新
暦
正
月

頃
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
。
堆
肥
の
確
保
の

為
に
は
雑
木
林
の
落
ち
葉
掃
き
は
必
要
不

可
欠
で
あ
る
し
、
雑
木
林
の
薪
切
り
も
新

暦
正
月
頃
の
仕
事
で
あ
っ
た
。

　

新
暦
一
二
月
中
旬
頃
ま
で
、
畑
も
さ
つ

ま
い
も
掘
り
や
麦
撒
き
で
忙
し
い
。
そ
れ

ら
畑
の
農
作
業
が
一
段
落
し
、
い
よ
い
よ

雑
木
林
の
作
業
に
入
る
。
新
暦
一
二
月
の

下
旬
に
は
雑
木
林
の
下
草
刈
り
な
ど
を
行

い
落
ち
葉
掃
き
の
準
備
に
追
わ
れ
、
新
暦

一
月
に
な
る
頃
か
ら
落
ち
葉
を
掃
き
始
め
、

新
暦
二
月
初
め
の
立
春
前
ま
で
に
終
わ
ら

せ
る
。
三
芳
付
近
で
は
、
雪
や
雨
の
日
が

二
月
に
な
る
と
多
く
な
る
た
め
、
落
ち
葉

は
掃
き
難
く
な
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く

落
ち
葉
は
濡
れ
る
と
急
速
か
つ
高
温
で
発

酵
を
始
め
る
。
さ
つ
ま
い
も
の
温
床
に
使

う
落
ち
葉
は
、
高
温
に
な
り
す
ぎ
る
と
床

の
さ
つ
ま
い
も
を
痛
め
て
し
ま
い
発
芽
を

悪
く
さ
せ
る
。

　

薪
切
り
出
し
は
冬
至
（
新
暦
十
二
月

二
〇
日
頃
）
か
ら
立
春
（
新
暦
二
月
三
日

頃
）
ま
で
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
季
節
の
樹

木
は
地
下
水
を
吸
い
上
げ
な
い
。
そ
の
頃

に
切
り
出
し
た
薪
は
、
カ
ビ
や
腐
敗
の
心

配
が
な
い
。
薪
は
東
京
へ
燃
料
と
し
て
出

荷
す
る
商
品
、
粗
悪
品
は
出
荷
で
き
な
い
。

　

三
芳
で
は
、
そ
ん
な
季
節
と
合
致
し
た

作
業
が
あ
っ
た
た
め
、
新
暦
で
正
月
を
迎

え
る
と
い
う
こ
と
は
浸
透
せ
ず
、
こ
う
し

た
作
業
が
一
段
落
し
た
一
月
遅
れ
の
二
月

正
月
や
旧
暦
で
正
月
を
迎
え
る
暮
ら
し
が

続
い
た
。

　

三
芳
で
現
在
の
新
暦
で
正
月
を
迎
え
る

よ
う
に
な
る
の
は
昭
和
三
十
年
代
後
半
か

ら
で
あ
る
。
燃
料
の
中
心
が
薪
か
ら
石
油

や
ガ
ス
に
変
わ
り
薪
切
り
も
行
わ
れ
な
く

な
り
、
さ
ら
に
は
雨
を
防
ぐ
ビ
ニ
ー
ル
シ

ー
ト
が
普
及
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

三
芳
村
誕
生
一
二
〇
年

－

太
陽
暦
と
三
芳
の
暮
ら
し

－

教 育 だ よ り（ ） （ ）教 育 だ よ り


