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「 
手 
」
と
い
う
地
名
は
現
在
使
わ
れ

て

て
い
ま
せ
ん
が
、
明
治
二
二
年
か
ら
昭

和
二
五
年
ま
で
川
上
郡
の
自
治
体
名

と
し
て
「 
手 

て
の 

荘 
村
」
が
あ
り
ま
し
た
。そ

し
ょ
う

れ
は
、
領
家
、
地
頭
、
三
沢
、
七
地
の
四

か
村
と 
 
数 
の
本
村
、
佐
々
木
村
の 
吉 

す 

よ
し

 
木 
を
合
併
し
た
も
の
で
し
た
。
そ
の
後
、

ぎ昭
和
二
五
年
か
ら
二
九
年
に
か
け
て

は
、
前
の
村
名
を
継
承
し
て
「
手
荘
町
」

と
な
り
ま
し
た
。い
ず
れ
も
中
世
の
「
手

荘
」に
由
来
し
た
地
名
で
し
た
。

　

古
代
に
は
、平
安
時
代
の
百
科
辞
書

「 
和  
名  
類  
聚  
抄 
」（「
高
山
寺
本
」）に

わ 

み
ょ
う 

る
い 

じ
ゅ
う 

し
ょ
う

「 
下  
道  
郡  
弟  
翳  
郷 
」と
し
て
書
か
れ
て
い

し
も 
み
ち 
ぐ
ん 

て 

の 

ご
う

て「
訓
に 
弖 
国
用
手
字
」と
し
て
い
ま

て

す
。（
眞
福
寺
本
」に
は「
弟
翳
郷
」と
し

て
訓
に「
勢
」と
し
て
い
ま
す
が
、意
味
が

定
か
で
あ
り
ま
せ
ん
。「
弟
翳
郷
」と
い
う

地
名
は
、「 
弟 
」に
意
味
の
な
い「 
翳 
」（
か

て 

え
い

げ
）の
字
を
つ
け
て
用
い
て
い
ま
す
。

　

お
そ
ら
く
、
当
時
は
「
国
郡
郷
名
は

好
字
を
用
い
る
こ
と
」（
元
明
天
皇
詔
   

＝

み
こ
と
の
り

「 
続 

し
ょ
く 

日  
本  
紀 
」）
が
言
わ
れ
て
い
た
り
、

に 

ほ
ん 

ぎ

そ
の
後
「 
延  
喜  
式 
」（
九
二
七
年
完
成
）

え
ん 

ぎ 

し
き

で
も
郡
里
の
地
名
は
二
字
と
し
て
好
字

を
用
い
た
こ
と
か
ら
「 
弟
翳 
」
の
表
現
に

て

な
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
吉
田

東
伍
の
「
増
補　

大
日
本
地
名
辞
書
」

（
明
治
三
三
年
）に
は
、『
今 
手 

て
の 

荘 
村
、手

し
ょ
う

荘
の
大
字
に
領
家
、
地
頭
あ
り
、
山
中

の
小
駅
と
す
、「
和
名
抄
」
に
弟
翳
を

「
勢
」と
訓
が
あ
る
の
は
「 
弖 
」の
方
が
正

て

し
い
…
』
と
書
い
て
い
ま
す
。こ
の
郷
名

の
比
定
地
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、

領
家
川
の
下
流
、
中
世
の
「
手
荘
」
の
範

囲
で
、
明
治
二
二
年
の
「
手
荘
村
」
付
近

が
比
定
さ
れ
る
地
域
だ
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。い
ず
れ
に
せ
よ
、
古
代
の
こ
ろ
か

ら
「
手
」
と
い
う
地
名
が
あ
っ
た
こ
と
は

確
か
な
の
で
す
。

　

中
世
に
な
る
と
「 
手 
て
の 

庄 
」
が
成
立
し

し
ょ
う

て
い
て
、
荘
園
だ
っ
た
ら
し
く
「
蔭
涼
軒

目
録
」（「
川
上
町
史
史
料
編
」）の 
長  
享 

ち
ょ
う 
き
ょ
う

元
年
（
一
四
八
七
）
一
〇
月
二
六
日
の

条
に「
代
官 
妙 

み
ょ
う 

厳 
が
手
荘
年
貢　

二
三

ご
ん

〇
貫
文
で
寺
納
し
て
い
た
が
、
彼
は
高

橋
兵
庫
介
を
下
代
官
と
し
て
管
理
さ

せ
て
い
た
が
、
不
作
だ
っ
た
年
に
二
〇

〇
貫
文
し
か
寺
納
し
な
か
っ
た
た
め
、

妙
厳
は
兵
庫
介
を
訴
え
争
論
が
起
こ
っ

て
い
る
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。ま

た
、
吉
備
津
神
社
文
書
の「 
流  
鏑  
馬 

や
ぶ 

さ 

め 
料 

り
ょ
う

 
足  
納 

そ
く 

お
さ
め
の 
帳 
」（「
県
古
文
書
集
」）

ち
ょ
う

に 
康 

こ
う 
正 

し
ょ
う

三
年
（
一
四
五
七
） 
丁 

ひ
の
と 
丑 
の
項
に
「
一
貫

う
し

文
手
直
納
三
百
文
」
と
「
手
」の
地
名
が

書
か
れ
、
ま
た
「
吉
備
津
宮 
惣  
解  
文 
」

そ
う 

げ 

ぶ
み

（「
前
楊
書
」）
に
も
河
上
郡
六
郷
と
し

て
「 
手  
郷  
朱  
砂  
紺 

て
の 
ご
う 
し
ゅ 
し
ゃ 
こ
ん 

青 
じ
ょ
う

各
十
両　
 
犬  
甘 
松

い
ぬ 
か
す

若
丸
」
と
書
か
れ
や
は
り
中
世
の
手
郷

が
出
て
き
ま
す
。「
手
荘
」
と
い
う
荘
園

が
発
生
し
た
年
代
は
不
明
で
す
が
、
室

町
中
期
以
後
は 
相 

し
ょ
う 

国  
寺 
領
で
し
た

こ
く 

じ

（「
日
本
荘
園
大
辞
典
」）。
ま
た
、
天
正

四
年
（
一
五
七
六
）
に
は
毛
利
輝
元
よ

り
「
手
之
庄

・
・
・
」
七
〇
〇
貫
文
が
手
之
城

（
国
吉
城
）の
城
番　
 
口  
羽  
春  
良 （
通
良

く
ち 

は 

は
る 
よ
し

五
十
七　

手
「手」という地名が残る領家（写真上）、
地頭付近（写真右）

次
男
）
に
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
（「
毛
利

輝
元
知
行
宛
行
状
」＝
「
川
上
町
史
」）、

「
手
荘
」
の
比
定
さ
れ
て
い
る
領
家
、
地

頭
は
中
世
の 
下  
地 

し
た 

ぢ 
中 

ち
ゅ
う 

分 
に
よ
る
地
名

ぶ
ん

だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。（ 
拙 

せ
っ

 
稿 
・「
地
名
を
歩
く
」四
十
八「
領
家
」及

こ
うび

十
九「
地
頭
」参
照
）

　

近
世
に
な
る
と
領
家
、
地
頭
、
三
沢
、

 

数
、
大
竹
、
高
山
、 
二  
箇 
七
地
、
高
山

に 

か

市
な
ど
の
村
は
、
そ
れ
ぞ
れ
幕
府
の
支

配
や
成
羽
山
崎
氏
の
支
配
、
松
山
藩
池

田
氏
の
支
配
そ
し
て
水
谷
氏
の
支
配
を

経
て
成
羽
山
崎
氏
、 
撫  
川 
戸
川
氏
、
布

な
つ 
か
わ

賀
水
谷
氏
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
村
ご
と
に

支
配
を
経
て
明
治
を
迎
え
て
い
ま
す
。

明
治
二
三
年
か
ら
「
手
荘
村
」
と
な
っ

て
、
手
荘
中
学
校
、
手
荘
農
林
学
院
な

ど
が
で
き
、
昭
和
二
五
年
に
「
手
荘
町
」

と
し
て
六
大
字
を
つ
く
り
、
歴
史
的
な

「
手
荘
」
の
地
名
を
継
承
し
て
き
ま
し

た
。現
在
は
川
上
町
と
な
っ
て
、
歴
史
地

名
が
使
わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、

「
手
」
と
い
う
地
名
は
古
い
地
域
の
歴
史

を
物
語
る
地
名
な
の
で
す
。

　

「
手
」
と
い
う
地
名
は
「
方
向
」
と
か

「
場
所
」
な
ど
を
表
す
の
に
よ
く
使
わ

れ
て
い
ま
す
。接
頭
語
の
「
た
」
が
転
化

し
て
「
て
」
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
よ
く

あ
る
の
で
す
。万
葉
仮
名
の
「
た
」、「
て
」

に
も
当
て
は
ま
る
の
で
す
。
い
ず
れ
に

せ
よ
歴
史
地
名
と
し
て
の
「
手
」の
意
味

は
難
し
い
地
名
の
一
つ
な
の
で
す
。

 

〔
文
・
松
前
俊
洋
さ
ん
〕

市民●のページ

し
わ
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アユのつかみどり
　

市
民
の
皆
さ
ん
に
、「
身
近
で
親
し
み
の
あ
る
広
報

紙
」
を
目
指
し
て
、
地
域
の
話
題
に
耳
を
傾
け
、
足

を
運
ぶ
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
で
、今
月
か
ら
市
民
の
ペ
ー
ジ
を
拡
大
し
、

「
学
校
訪
問
」
と
「
栄
光
を
た
た
え
ま
す
」
と
い
う

２
つ
の
新
コ
ー
ナ
ー
を
始
め
ま
し
た
。

　

「
学
校
訪
問
」
は
、
市
内　

の
小
学
校
を
対
象
に
、

２１

（
そ
の
地
域
な
ら
で
は
の
）特
色
あ
る
学
校
活
動
を
紹

介
し
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、「
栄
光
を
た
た
え
ま
す
」
で
は
、
全
国
大

会
出
場
や
そ
れ
に
準
じ
る
成
績
を
あ
げ
た
個
人
・
団

体
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

　

ど
ち
ら
も
、
皆
さ
ん
の
活
動
の
励
み
に
な
る
よ
う

努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

楽
し
い
広
報
紙
を
作
る
に
は
皆
さ
ん
の
ご
協
力
が

欠
か
せ
ま
せ
ん
。
情
報
提
供
や
市
民
の
ペ
ー
ジ
へ
の

投
稿
、
広
報
紙
に
関
す
る
ご
意
見
な
ど
を
お
寄
せ
い

た
だ
き
、
一
緒
に
楽
し
い
広
報
紙
に
し
て
い
き
ま
し

ょ
う
。 

（
Ｍ
Ｍ
）

編
集
後
記
伝言板
ままままままちちちちちちののののののまち の

■問い合わせ・申し込み　高梁学園入試広報室 (フリーダイヤル 0120‐25‐9944)

　

清
流
高
梁
川
と
ふ
る
さ
と
川
面
を
、

愛
し
守
っ
て
い
く
た
め
に
始
ま
っ
た

「
ア
ユ
の
つ
か
み
ど
り
大
会
」
が
、
今

年
も
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

ふ
る
さ
と
の
活
性
化
と
高
梁
川
の

浄
化
を
呼
び
か
け
、
昭
和　

年
に
結
成

６１

さ
れ
た
「
自
然
と
親
し
む
会
」
が
毎
年

行
っ
て
い
る
も
の
で
、
今
年
で　

回
２４

目
。

　

「
事
故
も
問
題
も
な
く
続
け
て
来
れ

た
こ
と
が
地
域
の
心
の
支
え
に
な
っ

て
い
ま
す
。
以
前
に
参
加
し
て
く
れ
た

子
ど
も
た
ち
が
今
で
は
親
に
な
っ
て

子
ど
も
を
連
れ
て
参
加
し
て
く
れ
、
世

代
を
超
え
た
交
流
に
も
つ
な
が
っ
て

い
ま
す
。」
と
代
表
の
谷
口
さ
ん
。

　

当
日
は
河
原
に
池
を
築
き
、
約
３
０

０
０
匹
の
ア
ユ
を
放
し
ま
す
。
開
始
後

の　

分
は
中
学
生
以
下
の
子
ど
も
が

３０
つ
か
み
捕
り
、
そ
の
後
、
大
人
に
も
開

放
さ
れ
ま
す
。
獲
っ
た
ア
ユ
は
各
自
で

持
ち
帰
れ
ま
す
。

　

「
参
加
は
無
料
で
駐
車
場
も
用
意
し

て
い
ま
す
。
夏
の
涼
と
自
然
と
の
ふ
れ

あ
い
を
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。」

　

詳
細
は
次
の
と
お
り
。

▽
日　

時　

８
月　

日
�　

１５

　
　
　
　
　

午
前
９
時
〜
午
前　

時
１１

▽
会　

場　

高
梁
川
秋
町
河
原
（
高
倉

　
　
　
　
　

町
田
井
）

▽
駐
車
場　

川
面
地
域
市
民
セ
ン
タ

ー
、
高
梁
北
中
学
校
な
ど

■
問
い
合
わ
せ　

自
然
と
親
し
む
会

　

穴
田
さ
ん
（
�
�
０
６
３
７
）

自然と親しむ会　代表者

谷口雅俊さん�

夏休みに
オープンキャンパスに参加しませんか！

市民●のページ

　吉備国際大学、順正短期大学、順正高等看護専門学校では、今年も６月

からオープンキャンパス（学校見学会）を開催しています。大学・短大・専

門学校すべてを１日で見学・体験できる充実した内容です。

　受験生の皆さんにとっては、将来を決める大事な時期です。大学ではど

のようなことを学ぶのか、どういった機器を扱うのか、また就職先について

など、教授や在学生が詳しく紹介します。いろいろな体験コーナーもありま

すので、受験を前に学生生活を丸１日体験してみませんか。

　もちろん、受験生以外の皆さんの参加も大歓迎です。ぜひ友達や家族

と一緒にご参加ください。

▽日　時　８月２日�　午前１１時～午後４時

▽受　付　吉備国際大学、順正短期大学、順正高等看護専門学校
の各玄関前

▽内　容　学部・学科説明、ミニ講義、体験コーナー、施設見学、
サークル紹介、学食無料体験、生活相談、入試相談、
保護者相談コーナー、ＡＯ面接など

▽その他　備中高梁駅から無料送迎バスを随時運行（自家用車で
の来場も可）

　※事前の申し込みは不要です。会場でアンケートに回答いただいた
　　参加者には、もれなく記念品をプレゼント。

※順正短期大学美容デザイン専攻・メデ
ィカルビューティー専攻のオープンキ
ャンパスも、同日午後１時から、岡山
キャンパスで開催します。


