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　４月に開催するスポーツ大会のお知らせ　　 市体育協会事務局（スポーツ振興課内）☎�０４２５

名　称 日　時 会　場 備　　　考

有志クラブソフトボール
大会

13日㈰
午前8時 高梁運動公園

【対　象】市内に在住、勤務する人で構成された大学生、一般
のチーム

【申し込み】�4月8日㈫までに市体育協会事務局へ
【問い合わせ】�渡辺さん（☎090-4896-8133）

備北２市１郡
バドミントン大会

20日㈰
午前8時30分 市民体育館

【対　象】備北２市１郡（高梁市、新見市、吉備中央町）に在
住、通勤、通学している人

【部　門】１～４部（詳細は事務局まで）
【参加費】１人１種目1000円（高校生以下500円）
【申し込み】�4月9日㈬までに市体育協会事務局へ
【問い合わせ】�市体育協会事務局

高梁市体育協会長杯
ソフトテニス大会

20日㈰
午前9時

神原スポーツ
公園

【対　象】�高梁ソフトテニス協会員または高梁市・新見市に在
住、通勤、通学している人

【部　門】第１部：高校生男子～44歳男子
　　　　　第２部：男子45歳～64歳・一般女子～44歳女子
　　　　　第３部：65歳以上男子・高校生女子・45歳以上女子
【参加費】１組1000円
【申し込み】�4月13日㈰までに高梁ソフトテニス協会事務局へ
【問い合わせ】�高梁ソフトテニス協会　松本厚子さん（ �7312）

プレシーズンマッチ
ＶＳ スペランツァＦＣ大阪高槻

会場　神原スポーツ公園 多目的グラウンド（人工芝）
時間　午後２時キックオフ（午後０時３０分開場）

シャルム激励会
会場　文化交流館　中ホール
時間　午後６時３０分～午後８時３０分
主催　高梁市民で応援しよう有志の会

情報コーナー

市長室
から

こ
ん
に
ち
は

▼
今
年
は
新
市
発
足
か
ら
10
周
年

を
迎
え
ま
す
。
10
歳
の
誕
生
日
と

な
る
10
月
１
日
に
は
記
念
式
典
を

開
催
し
、
合
併
後
の
市
政
に
貢
献

い
た
だ
い
た
方
々
の
表
彰
や
「
備

中
高
梁 

伝
え
た
い
し
！
」
の
皆

さ
ん
に
よ
る
「
ト
ー
ク
＆
ラ
イ
ブ
」

な
ど
を
計
画
し
て
い
ま
す
。
式
典

以
外
に
も
、
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
の

発
展
に
向
け
、
弾
み
と
な
る
イ
ベ

ン
ト
を
開
催
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
市
内
の
青
年
団
体
に
声
掛

け
し
、
一
緒
に
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
く
さ

ん
の
ユ
ニ
ー
ク
な
ア
イ
デ
ア
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

▼
備
中
高
梁
駅
午
前
５
時
30
分
発

の
電
車
に
乗
ろ
う
と
自
動
車
を
走

ら
せ
て
い
る
と
、
ま
だ
暗
い
中
、

ラ
イ
ト
で
照
ら
し
な
が
ら
数
人
の

方
が
、
ご
み
拾
い
を
し
て
く
だ
さ

っ
て
い
ま
し
た
。
と
て
も
う
れ
し

く
、
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い

に
な
り
ま
し
た
。
高
梁
市
を
訪
れ

た
方
が
「
こ
の
ま
ち
は
き
れ
い
で

す
ね
」
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
こ

う
し
た
皆
さ
ん
の
お
か
げ
で
す
。

私
も
通
勤
時
、
ご
み
が
落
ち
て
い

る
と
拾
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

新
年
度
予
算
で
職
員
提
案
の
「
環

境
美
化
の
推
進
と
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ

事
業
」
を
採
択
し
ま
し
た
。
市
職

員
が
率
先
し
て
町
を
き
れ
い
に
す

る
よ
う
努
め
て
い
き
ま
す
の
で
、

市
民
の
皆
さ
ん
も
環
境
美
化
に
向

け
、
で
き
る
こ
と
か
ら
取
り
組
ん

で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

▼
佐
賀
県
武
雄
市
に
行
く
機
会
が

あ
り
、
単
に
備
中
高
梁
駅
～
武
雄

温
泉
駅
の
切
符
を
購
入
す
る
の
で

は
な
く
、
往
復
割
引
を
活
用
し
た

ら
ど
う
か
と
考
え
て
み
ま
し
た
。

購
入
し
た
切
符
が
、「
方
谷

⇔

松

原
」
で
す
（
写
真
）。
方
谷
駅
は

も
ち
ろ
ん
中
井
町
で
す
が
、
松
原

駅
は
長
崎
県
で
す
。
少
し
で
す
が
、

安
く
購
入
で
き
ま
し
た
。
次
は「
山

田

⇔

方
谷
」
と
思
っ
て
い
ま
す

が
、
Ｊ
Ｒ
の
駅
に
は
宇
治
山
田
駅

な
ど
、
地
域
の
名
前
が
つ
く
駅
は

あ
り
ま
す
が
、
山
田
駅
は
な
い
よ

う
で
す
。
何
と
か
な
ら
な
い
か
と

思
案
中
で
す
。
今
後
も
山
田
方
谷

さ
ん
の
偉
業
を
全
国
に
広
め
、
大

河
ド
ラ
マ
化
を
目
指
し
た
運
動
を

引
き
続
き
展

開
し
て
い
き

ま
す
。
皆
さ

ん
の
ご
支
援

を
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま

す
。
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「
御
根
小
屋
」
は
、
近
世
松
山
藩
の

城
下
町
が
発
展
す
る
起
点
と
な
っ
た

場
所
で
、
中
世
か
ら
城（
砦と
り
で）の
あ
っ

た
臥
牛
山
の
ふ
も
と
に
、
城
主
の
居き
ょ

館か
ん

が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、「
備

中
兵
乱
」（
天
正
二
年
〜
三
年
）
の
時

に
焼
失
し
て
い
ま
す
（「
中
国
兵
乱

記
」）。
そ
の
後
、
江
戸
時
代
に
な
っ

て
小こ

堀ぼ
り

政ま
さ

一か
ず（

遠え
ん

州し
ゅ
う）が

慶
長
一
〇
年

（
一
六
〇
五
）〜
一
五
年（
一
六
一
〇
）

に
か
け
て
、
政
務
を
司

つ
か
さ
どる

場
所
と
し

て
、
戦
火
で
焼
失
し
て
い
た
陣
屋
の

屋
敷（
居
館
）を
新
た
に
造
営
し
た
と

い
わ
れ
、「
岸
本
家
文
書
」（「
岡
山
県

史
」）
に
「
御
下
屋
敷
御
用
の
た
め
請

取
も
う
す
枌そ
ぎ
（
そ
ぎ
板
）
の
こ
と
…
」

な
ど
と
あ
っ
て
、
当
時
は
「
下
屋
敷
」

と
も
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。
そ
の
後
、
関
東
下し
も

館だ
て

（
現
・

筑
西
市
）
か
ら
入
に
ゅ
う

封ほ
う

し
て
来
た
水み
ず
の
や谷

氏
二
代
勝
宗
が
、
屋
敷
を
大
規
模
に

改
築
造
営
し
て
（「
高
梁
市
史
増
補

版
」）、
根
小
屋（
御
根
小
屋
）と
い
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
当

時
の
建
物
に
つ
い
て
は
、
よ
く
分
か

っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

こ
の
御
殿
の
姿
が
明
ら
か
に
な
る

の
は
、
城
主
石い
し

川か
わ

総ふ
さ

慶よ
し

の
頃
か
ら
板

倉
氏
へ
の
頃
（
正
し
ょ
う

徳と
く

元
年
〜
延え
ん

享き
ょ
う

元

年
）
で
、「
松
山
御
絵
図
な
ら
び
に

山や
ま
の
し
ろ
ね
ご
や
と
う
う
つ
し
ひ
か
え
の
こ
ら
ず

之
城
根
小
屋
等
不
残
写
控
」
と
あ

っ
て
、「
高
梁
市
史
増
補
版
」
に
様
子

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
「
根
小
屋
」（
御
根
小
屋
）と
い
う
名

称
は
、
も
と
も
と
関
東
地
方
や
中
部

地
方
で
、
豪
族
の
屋
形
の「
小
屋
」の

意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
す

が
、
戦
国
時
代
に
な
っ
て
関
東
地
方

中
心
に
、
地
方
の
土ど

豪ご
う

（
中
世
に
お

け
る
在ざ
い

地ち

に
勢
力
を
持
つ
有
力
者
）

の
居
館（
館や
か
た）の
ふ
も
と
に
つ
く
ら
れ

た
集
落
地
名
で
、
各
地
の
土
豪
を
中

心
に
集
落
が
で
き
て
、
そ
の
集
落
が

「
根
小
屋
」
と
い
う
地
名
に
な
っ
た
の

で
す
。
中
世
の
土
豪
は
、
軍
事
上
の

目
的
か
ら
城（
砦
）の
ふ
も
と
に
、
館
や
か
た

を
構
築
し
て
、
周
り
に
家け

人に
ん（

従
者
）

を
住
ま
わ
せ
て
集
落
を
つ
く
っ
て
い

た
の
で
す
。
関
東
地
方
や
中
部
地
方

で
は
、
今
で
も「
根
小
屋
」と
付
く
地

名
が
多
い
の
で
す
。

　

高
梁
の「
根
小
屋
」は
、「
御
」を
付

け
て
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
関
東
風
の

地
名
「
根
小
屋
」
が
使
わ
れ
た
の
も
、

水
谷
氏
が
下
館
か
ら
転
入
の
際
に
伝

え
た
の
が
、
近
世
ま
で
用
い
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　

松
山
藩
の
城
下
町
形
成
の
初
期
の

段
階
か
ら
、
起
点
と
な
っ
た
場
所
が

政
庁（
居
館
）の
あ
っ
た「
御
根
小
屋
」

で
、
こ
こ
か
ら
南
へ
と
集
落
が
次
第

に
広
が
っ
て
、
近
世
の
城
下
町
が
で

き
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　

水
谷
氏
の
出
た
、
下
館
も
平
安
時

代
に
で
き
た
古
い
町
で
、
上か
み

館だ
て

・
中な
か

館だ
て

・
下
館
と
い
う
豪
勇
の
居
館
を
中

心
に
発
展
し
た
集
落
が
も
と
と
な
っ

て
で
き
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
地
名
が

残
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
　
（
文
・
松
前
俊
洋
さ
ん
）

　

今
回
取
り
上
げ
る「
御お

根ね

小ご

屋や

」は

高
梁
の「
地
名
」と
し
て
は
、
ど
う
か

と
も
考
え
ま
す
が
、
現
在
、
県
立
高

梁
高
等
学
校
の
あ
る
、
江
戸
時
代
城

下
の
政
庁（
御
殿
）が
あ
っ
た
場
所

3

3

と

し
て「
地
名
」に
取
り
上
げ
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。

地
名
を
あ
る
く

九
十
三  　　
　

 

御
根
小
屋

臥牛山のふもとの御根小屋跡（現・高梁高等学校）

今も残る御根小屋跡の石垣


