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『
ふ
く
ろ
う
の
マ

ス
コ
ッ
ト
』
が
寄

贈
さ
れ
ま
し
た

　

５
月
９
日
、
国
体

で
高
梁
を
訪
れ
る

選
手
た
ち
へ
の
お

土
産
品
と
し
て
、
高

梁
北
・
高
梁
南
両
婦
人
会
の
会
員

の
皆
さ
ん
が
作
っ
た
『
ふ
く
ろ
う

の
マ
ス
コ
ッ
ト
』
千
個
が
寄
贈
さ

れ
ま
し
た
。

　

マ
ス
コ
ッ
ト
は
、
ハ
ギ
レ
を
利

用
し
て
作
ら
れ
て
お
り
、
高
さ
４

�
ほ
ど
の
ふ
っ
く
ら
と
し
た
形
で

色
と
り
ど
り
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
カ
ー

ド
と
と
も
に
、
一
つ
ひ
と
つ
丁
寧

に
袋
詰
め
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

高
梁
北
の
丸
池
宣
子
会
長
、
高

梁
南
の
川
上
壽
子
会
長
が
市
役
所

を
訪
れ
、「
福
を
呼
ぶ
鳥
と
い
わ
れ

る
『
ふ
く
ろ
う
』
の
マ
ス
コ
ッ
ト

を
持
ち
、
選
手
た
ち
が
試
合
で
よ

い
成
績
を
出
せ
る
よ
う
に
と
心
を

込
め
て
作
り
ま
し
た
」
と
、
実
行

委
員
会
会
長
で
あ
る
秋
岡
市
長
に

手
渡
し
ま
し
た
。

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
で
中
学

生
・
高
校
生
が
実
地
練
習

　

５
月　

日
・　

日
、
神
原
ス
ポ

２１

２２

ー
ツ
公
園
・
高
梁
運
動
公
園
を
会

場
と
し
て
、『
第　

回
全
日
本
総
合

５１

男
子
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
選
手
権
大

会
』、『
第
２
回
全
日
本
一
般
男
子

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
選
手
権
大
会
』
の

県
予
選
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。　

　

こ
の
大
会
の
開
会
式
で
は
、
国

体
に
向
け
た
式
典
補
助
員
の
実
地

練
習
と
し
て
、
プ
ラ
カ
ー
ド
持
ち

な
ど
を
務
め
る
中
学
生
が
参
加
し

ま
し
た
。
ま
た
、
競
技
補
助
員
を

務
め
る
高
校
生
も
試
合
に
参
加

し
、
実
際
に
グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備
な

ど
を
行
い
ま
し
た
。

高
梁
市
実
行
委
員
会
総
会

が
開
か
れ
ま
し
た

　

５
月　

日
、
旧
高
梁
市
と
旧
成

２３

羽
、
旧
川
上
町
の
国
体
実
行
委
員

会
組
織
を
再
編
し
た
「
晴
れ
の
国

お
か
や
ま
国
体
高
梁
市
実
行
委

員
会
」
の
総
会
が
高
梁
市
文
化
交

流
館
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

関
係
者
約
１
６
０
人
が
出
席

し
、
本
年
度
の
事
業
計
画
・
予
算

案
な
ど
４
議
案
が
提
案
さ
れ
、
原

案
通
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

 秋季大会開催100日前イベント・
 合火イベント
と　き　７月１０日�

　　　　開場　１２：１０～　開会　１３：００～

ところ　高梁総合文化会館

●記念講演（１３:３０～）

演　題　「努力は裏切らない」

講　師　

　シドニー五輪で銀メダル、アテネ五輪で銅メダル

を獲得した女子ソフトボールチームを率いた宇津

木妙子さんにご講演いただきます。

　また、アテネ五輪代表選手の 坂  井  寛  子 さん（投
さか い ひろ こ

手）、 伊  藤  良  恵 さん（内野手）も来場されます。
い とう かず え

● 合  火 式（１５：００～）
ごう か

　オリンピックの聖火にあたる国体の 炬  火 。この炬
きょ か

火の種火として市内の各小学校で採火された火を、

高梁市の火として一つにします。

女子ソフトボール日本代表チーム前監督

 宇  津  木   妙 子   さん
う つ ぎ たえ こ

入場無料
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山
田
方
谷
を
取
り
立
て
有
終

館
の
学
頭
に
ま
で
用
い
た
藩
主

板
倉 
勝  
職 
は
嘉
永
二
（
一
八
四

か
つ 

つ
ね

九
）
年
八
月
に
亡
く
な
り
ま
し

た
。
恩
義
を
強
く
感
じ
て
い
た

方
谷
は
五
十
日
間
喪
に
服
し
、

隠
居
を
願
い
出
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
十
一
月
、
新
し
い
藩
主
の

 
勝  
静 
に
江
戸
藩
邸
に
呼
び
出
さ

か
つ 

き
よ

れ
、
藩
の
元
締
と
吟
味
役
と
い

う
藩
財
政
を
一
手
に
担
う
役
を

命
じ
ら
れ
た
の
で
す
。
困
惑
し

た
方
谷
は
固
く
辞
退
し
ま
し
た

が
許
さ
れ
ず
、
十
二
月
末
に
遂

に
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
す
。
方
谷
四
十
五
才
の
時

で
す
。

　

し
か
し
若
い
婿
養
子
の
勝
静

と
農
民
出
身
の
学
者
の
方
谷
に

よ
る
藩
政
の
実
施
に
対
す
る
藩

士
た
ち
の
不
安
と
反
感
は
強

く
、「
御
勝
手
に
孔
子
孟
子
を
引

き
入
れ
て
、
な
お
こ
の
う
え
に

空
に
す
る
の
か
」
と
い
う
狂
歌

が 
詠 
ま
れ
た
ほ
ど
で
す
。
し
か

よ

し
、
勝
静
は
藩
財
政
を
た
て
な

お
す
に
は
方
谷
の
起
用
し
か
な

い
と
い
う
強
い
意
志
で
そ
の
反

対
に
屈
せ
ず
、
方
谷
へ
の
批
判

は
一
切
許
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
藩
主
の
信
頼
に
答
え
る
た

め
、
方
谷
は
藩
の
会
計
簿
な
ど

必
要
な
資
料
を
徹
底
的
に
調
べ

て
現
状
を
的
確
に
把
握
し
、
藩

の
た
て
な
お
し
の
策
を
作
り
あ

げ
、
藩
主
に
示
し
て
実
施
し
て

い
き
ま
す
。
彼
の
藩
政
改
革
の

要
点
を
あ
げ
る
と
、
一
、
上
下

節
約　

二
、
負
債
整
理　

三
、

藩
札
刷
新　

四
、
産
業
振
興　

五
、
民
政
刷
新　

六
、
文
武
奨

励
で
し
た
。

　

こ
の
う
ち
、
早
急
な
改
革
を

要
し
た
、

一
〜
三
に
つ
い
て
ま
ず
述
べ
ま

す
と
、

　

一
、
上
下
節
約　

松
山
藩
は

過
去
水
谷
氏
の
断
絶
で
大
き
く

領
地
を
失
っ
て
名
目
は
五
万
石

で
す
が
実
質
二
万
石
弱
で
莫
大

な
負
債
を
抱
え
辛
苦
し
て
い
ま

し
た
。
藩
主
勝
静
は
嘉
永
三
年

六
月
、
松
山
に
帰
藩
す
る
と
直

ち
に
家
臣
を
集
め
倹
約
令
を
命

じ
、
期
限
を
定
め
て
藩
士
の
給

与
の
一
割
カ
ッ
ト
を
断
行
し
ま

し
た
。
衣
服
は
綿
織
物
、
櫛
な

ど
は
木
・
竹
に
限
り
、
足
袋
を

は
く
の
は
十
月
よ
り
四
月
、
飲

食
は
一
汁
一
菜
、
結
髪
・
家
政

は
人
手
を
借
り
な
い
な
ど
厳
し

く
ぜ
い
た
く
を
戒
め
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
奉
行
・
代
官
な
ど

へ
の
も
ら
い
物
は
す
べ
て
役
所

に
持
ち
出
し
、
も
ら
い
物
は
入

札
で
希
望
者
が
買
う
。
巡
郷
の

役
人
へ
は
酒
一
滴
も
出
す
に
及

ば
ず
、役
人
へ
の
接
待
は
せ
ず
、

役
人
と
商
人
が
役
所
以
外
で
会

う
の
を
禁
じ
、 

賄  
賂 
は
厳
重
に

わ
い 

ろ

禁
止
し
て
い
ま
す
。
藩
主
も
綿

服
、
粗
食
で
通
し
、
方
谷
も
給

与
を
一
部
返
上
し
て
い
ま
す
。

　

二
、
負
債
整
理　

十
数
年
前

に
起
き
た
二
度
の
城
下
の
火
災

の
た
め
か
新
し
い
借
財
が
多

く
、
十
万
両
に
達
し
、
年
収
の

二
倍
に
も
及
ん
で
い
ま
し
た
。

そ
の
上
利
息
が
年
間
八
、
九
千

両
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
方

谷
は
綿
服
で
大
坂
に
出
か
け
、

金
主
の
商
人
に
藩
の
帳
簿
を
示

し
て
実
情
を
話
し
、
こ
れ
以
上

の
借
銭
は
し
な
い
こ
と
を
約
束

し
た
上
で
従
来
の
負
債
は
新
旧

に
応
じ
て
十
年
か
ら
五
十
年
で

返
済
し
た
い
と
申
し
出
ま
し

た
。
借
金
の
一
部
帳
消
し
や
、

利
息
の
減
免
を
受
け
る
こ
と
も

あ
っ
て
、
大
量
の
借
金
を
大
幅

に
減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
ま
た
大
坂
の
蔵
屋
敷
を
解

消
し
て
、
年
間
一
千
両
の
経
費

削
減
に
成
功
し
た
だ
け
で
な

く
、
藩
米
の
販
売
権
を
藩
が
掌

握
し
て
、
藩
財
政
を
有
利
に
展

開
し
ま
し
た
。

　

三
、
藩
札
刷
新　

天
保
時
代

に
大
量
に
発
行
し
た
新
五 
匁 

も
ん
め

札
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
松
山

藩
の
藩
札
の
評
判
は
悪
く
、
に

せ
札
も
出
ま
わ
り
信
用
は
な
く

な
っ
て
い
ま
し
た
。
方
谷
は
就

任
し
た
嘉
永
三
年
、
発
行
時
積

み
立
て
た
準
備
金
す
べ
て
使
っ

て
藩
札
を
買
い
上
げ
、
未
使
用

の
も
の
も
含
め
て
こ
れ
を
焼
却

し
ま
し
た
。
焼
却
は
嘉
永
五
年

九
月
五
日
、
高
梁
川
の
下
町
対

岸
近
似
川
原
と
定
め
て
町
民
に

触
れ
を
出
し
、
多
数
の
見
守
る

な
か
、
朝
八
時
か
ら
夕
四
時
ま

で
、
元
締
役
を
は
じ
め
と
し
て

関
係
役
人
が
総
出
動
し
て
処
分

し
ま
し
た
。
か
わ
り
に
新
し
く

永
銭
を
発
行
、
両
替
を
励
行
し

ま
し
た
。
永
銭
に
は
百
文
、
十

文
、
五
文
札
が
あ
っ
て
そ
れ
ぞ

れ
、
十
枚
、
百
枚
、
二
百
枚
で

金
一
両
に
引
き
替
え
る
と
の
明

文
が
裏
に
記
さ
れ
て
い
た
の
で

藩
札
の
信
用
は
回
復
し
、
藩
内

は
も
と
よ
り
他
藩
に
ま
で
流
通

す
る
よ
う
に
な
り
、
明
治
維
新

ま
で
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

（
文
・
児
玉
享
さ
ん
）

―
来
月
号
に
つ
づ
く
―

元
締
時
代 

―
財
政
を
た
て
な
お
す
―

藩主　板倉勝静肖像

藩　札


