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各
種
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
の

県
予
選
会
が
行
わ
れ
ま
し
た

　

４
月　

日
、
国
体
ソ
フ
ト
ボ
ー

２３

ル
（
成
年
男
子
）
競
技
会
場
の
神

原
ス
ポ
ー
ツ
公
園
で
、『
第　

回
西

２２

日
本
壮
年
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
』、

『
第　

回
全
日
本
ク
ラ
ブ
男
子
ソ

２６

フ
ト
ボ
ー
ル
選
手
権
大
会
』
の
県

予
選
会
が
行
わ
れ
、
上
位
大
会
へ

の
出
場
権
を
か
け
て
熱
戦
が
繰
り

広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

ク
ラ
ブ
男
子
県
予
選
会
に
は
、

国
体
強
化
選
手
の
所
属
す
る
チ
ー

ム
が
出
場
し
て
お
り
、

数
々
の
迫
力
あ
る
プ
レ

ー
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
今
回
、
初
め
て

同
大
会
に
出
場
し
た
地
元

チ
ー
ム
「
高
梁
ソ
フ
ト
ボ
ー

ル
ク
ラ
ブ
」
は
、
試
合
に
は

敗
れ
た
も
の
の
、
攻
守
と
も
に

健
闘
し
て
会
場
を
大
い
に
沸

か
せ
ま
し
た
。

　

な
お
、
試
合
の
結
果
、「
烏
城

ク
ラ
ブ
」
が
西
日
本
壮
年
大
会

（
５
月　

日
・　

日
、
徳
島
市
）へ
、

１４

１５

「
操
明
ク
ラ
ブ
」
と
「
平
林
金
属
ソ

フ
ト
ボ
ー
ル
ク
ラ

ブ
」
が
ク
ラ
ブ
男
子

中
国
予
選
会
（
５
月

　

日
・　

日
、
尾
道

２８

２９

市
）
へ
の
進
出
を
決

め
ま
し
た
。

　

本
大
会
に
は
、
競

技
ア
ナ
ウ
ン
ス
と

し
て
、
市
内
の
会
社

員
や
主
婦
な
ど　
１６

人
で
構
成
さ
れ
る

「
高
梁
ア
ナ
ウ
ン
ス

研
究
会
」
も
参
加
。

国
体
秋
季
大
会
に

向
け
た
実
地
練
習

と
し
て
、
真
剣
な
面

持
ち
で
ア
ナ
ウ

ン
ス
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

『
民
泊
協
力
会
推
進
協
議
会
』

が
設
立
さ
れ
ま
し
た

　

国
体
開
催
期
間
中
に
は
、
全
国

各
地
か
ら
選
手
・
監
督
な
ど
多
く

の
人
が
本
市
を
訪
れ
ま
す
。
宿
泊

施
設
の
不
足
が
予
想
さ
れ
る
た

め
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
（
成
年
男
子
）

競
技
会
に
出
場
す
る　

チ
ー
ム
の

１６

選
手
・
監
督
の
宿
泊
は
、
地
域
の

公
民
館
等
に
お
世
話
を
し
て
い
た

だ
く
共
同
民
泊
と
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
受
け
入
れ
予
定
の　

地
１５

域
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
民
泊
協
力
会

が
発
足
し
、
準
備
が
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

各
民
泊
協
力
会
の
代
表
者
に
よ

る
『
晴
れ
の
国
お
か
や
ま
国
体
高

梁
市
民
泊
協
力
会
推
進
協
議
会
』

が
、
こ
の
た
び
設
立
さ
れ
、
４
月

　

日
、
第
１
回
連
絡
会
が
開
か
れ

２７ま
し
た
。
各
民
泊
協
力
会
の
こ
れ

ま
で
の
取
り
組
み
を
紹
介
す
る
と

と
も
に
、
活
発
な
意
見
交
換
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
協
議
会
は
、

民
泊
協
力
会
同
士
の
つ
な
が
り
を

密
に
す
る
と
と
も
に
、
準
備
を
進

め
る
中
で
生
じ
た
問
題
点
や
疑
問

点
を
話
し
合
う
情
報
交
換
の
場
を

持
つ
こ
と
で
、
よ
り
円
滑
に
受
け

入
れ
準
備
を
進
め
て
い
く
こ
と
を

目
的
に
組
織
さ
れ
た
も
の
で
す
。
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天
保
七
（
一
八
三
六
）
年
九

月
、
三
十
二
才
の
山
田
方
谷
は
三

年
の
遊
学
期
間
を
終
え
、
藩
主 
勝 

か
つ

 
職 
に 
随 
っ
て
帰
藩
し
ま
し
た
。
十

つ
ね 

し
た
が

一
月
に
有
終
館
の
学
頭
（
校
長
）

に
命
じ
ら
れ
以
来
十
数
年
、
藩
士

教
育
に
専
念
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

方
谷
が
学
び
教
え
た
儒
学
は
、

 
修  
己  
治  
人 
の
学
と
い
わ
れ
、
孔

し
ゅ
う 

こ 

ち 

じ
ん

子
・
孟
子（
二
千
四
、五
百
年
前
）

が
乱
れ
た
世
の
中
を
平
和
で
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
に
と
説
い

て
歩
い
た
学
問
で
、
修
業
に
よ
り

徳
の
あ
る
人
間
に
な
り
、
国
を
治

め
、
平
和
な
社
会
を
つ
く
る
、
治

国
・
平
天
下
を
目
指
し
た
学
問
で

す
。
彼
は
先
人
の
教
え
を
学
び
、

そ
の
知
識
を
も
っ
て
正
し
い
行
い

を
す
る
朱
子
学
か
ら
、
実
行
に
際

し
て
自
分
の
心
の
判
断
を
重
視

し
、
誠
意
を
も
っ
て
物
事
に
対
処

す
る
陽
明
学
へ
と
進
み
、
中
国
の

歴
史
を
研
究
し
、
多
く
の
こ
と
を

学
び
と
り
ま
し
た
。
そ
の
上
で
幕

府
の
教
育
方
針
に
従
っ
て
朱
子
学

を
教
え
ま
し
た
。

　

板
倉 
勝  
澄 
（
初
代
）
は
松
山
藩

か
つ 

ず
み

主
と
な
っ
て
ま
も
な
く
の
延
享
三

（
一
七
四
六
）
年
、 
御  
殿  
坂 
の
ほ
と

ご 

て
ん 

ざ
か

り
（
現
日
新
高
校
校
庭
）
に
学
問

所
を
開
き
、
四
代
勝
政
は
そ
れ
を

 
有  
終  
館 
と
命
名
し
、
藩
校
と
し
て

ゆ
う 
し
ゅ
う 
か
ん

確
立
し
ま
す
。
天
保
二
年
の
火
災

の
後
は
中
之
町
（
現
高
梁
幼
稚

園
）
に
場
所
を
移
し
ま
し
た
。
し

か
し
方
谷
が
学
頭
に
な
っ
た
当
初

は
、
藩
士
の
学
習
意
欲
は
乏
し
か

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、

彼
の
指
導
を
求
め
て
遠
近
か
ら

集
ま
る
学
生
の
た
め
に
、
御
前

町
に
賜
っ
た
自
宅
に 
牛  
麓  
舎 

ぎ
ゅ
う 

ろ
く 

し
ゃ

（
塾
）
と
い
う
家
塾
を
開
き
ま
し

た
が
、
松
山
藩
で
は
家
塾
を
知

る
者
は
少
な
く
、
数
十
人
が
常

に
入
塾
し
て
い
て
も
藩
士
で
受

講
す
る
者
は
文
弱
と
そ
し
ら

れ
、
書
物
を
懐
に
隠
し
て
通
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

牛
麓
舎
の
塾
規
に
「
職
業
三
条

―
立
志
・
励
行
・
遊
芸
」が
掲
げ
ら

れ
、
学
問
を
専
門
に
学
ぶ
人
は
、

ま
ず
し
っ
か
り
し
た
志
を
立
て
、

学
問
修
得
に
専
念
し
、
教
養
を
高

め
て
詩
文
な
ど
芸
の
世
界
で
楽

し
む
こ
と
を
目
指
し
、
わ
き
目
も

振
ら
ず
に
勉
学
す
る
者
だ
け
に

在
塾
を
認
め
ま
し
た
。
特
に
冬
は

夜
の
時
間
が
長
い
の
で
、
勉
強
す

る
の
に
適
し
て
い
る
か
ら
励
む
よ

う
に
と
指
導
し
て
い
ま
す
（
江
戸

時
代
は
日
の
出
と
日
没
の
間
を

等
分
し
て
時
刻
を
決
め
て
い
た
の

で
、
冬
は
昼
の
時
間
が
短
く
、
自

習
す
る
夜
の
時
間
が
長
い
）。
牛

麓
舎
で
学
ん
だ
人
々
の
な
か
に 
進 

し
ん

 
鴻  
渓 
や 
三  
島  
中  
洲 
が
い
ま
す
。
彼

こ
う 

け
い 

み 

し
ま 
ち
ゅ
う 
し
ゅ
う

ら
は
、
後
に
藩
士
と
な
っ
て
藩
の

要
職
を
歴
任
し
た
り
、
学
頭
と
な

っ
て
方
谷
の
志
を
継
い
で
活
躍
し

ま
し
た
。

　

有
終
館
の
学
習
は
、
特
に 
勝  
静 

か
つ 

き
よ

が
藩
主
に
な
っ
て
か
ら
「
文
な
き
武

は
誠
の
武
に
あ
ら
ず
」
と
剣
、
弓
な

ど
の
武
術
と
共
に
文
（
儒
学
）の
学

習
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
藩
士
の
子
弟
は
七
才
以

後
、
全
員
に
有
終
館
学
習
を
義
務

づ
け
、
文
武
で
優
れ
た
人
は
更
に

藩
費
で
遊
学
を
さ
せ
て
い
ま
す
。

有
終
館
で
学
ん
だ
人
々
が

後
に
藩
政
を
担
い
、
大
き
な

力
を
発
揮
し
ま
し
た
。

　

勝
静
は
寛
政
の
改
革
を

し
た
松
平
定
信
の
孫
に
あ
た
り

ま
す
。
伊
勢
桑
名
藩
よ
り
松
山
藩

主
の
養
子
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
二

十
二
才
で
松
山
に
入
り
ま
す
。
彼

の
教
育
係
と
し
て 
奥  
田  
楽  
山 
（
前

お
く 

だ 

ら
く 

ざ
ん

学
頭
）
と
方
谷
が
あ
た
り
ま
し

た
。方
谷
は
勝
静
に
つ
い
て
「
文
学

は
家
中
及
ぶ
者
無
く
、
武
術
は
毎

日
な
さ
れ
（
中
略
）
承
り
ま
す
と

こ
れ
ま
で
夏
の
昼
寝
と
冬
の
暖
炉

は
な
さ
い
ま
せ
ん
と
の
こ
と
」
と

伝
え
て
い
ま
す
。

　

方
谷
は
「 
資  
治  
通  
鑑  
綱  
目 
」
と

し 

じ 

つ 

が
ん 

こ
う 

も
く

い
う
歴
史
書
か
ら
中
国
の
唐
の
君

主
の
事
蹟
を
教
え
て
討
論
し
、
君

主
と
し
て
の
政
治
の
心
構
え
を
説

き
、
藩
政
に
つ
い
て
も
意
見
が
交

わ
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
な
か

で
君
臣
、
師
弟
と
し
て
心
が
固
く

結
ば
れ
ま
し
た
。
こ
の
関
係
を
の

ち
の
人
が
「
水
魚
の
交
わ
り
」
と

言
っ
た
ほ
ど
で
す
。
や
が
て
勝
静

が
藩
主
と
な
る
と
、
方
谷
は
藩
の

行
財
政
全
般
の
仕
事
を
任
か
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。 

 

 

（
文
・
児
玉
享
さ
ん
）

　

�
�
来
月
号
に
つ
づ
く
�
�

有
終
館
学
頭
時
代  
�
教
え
る
�

藩校、有終館跡

御殿坂（後方は高梁高校。当時、藩主
の館・御根小屋がありました）

牛
麓
舎
跡
（
臥
牛
山
の
南
麓
に
あ
っ
た
の
で

こ
の
名
を
つ
け
た
）


