
阿
波
高
新
聞
５月号
175号
編 集

新聞・文芸部

新
聞
・
文
芸
部
員
大
募
集
！

私
た
ち
と
一
緒
に
阿
波
高
新
聞
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
誌
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。
文
章
や
イ
ラ
ス
ト
を
書
く
の

が
好
き
な
人
、
ぜ
ひ
新
聞
・
文
芸
部
に
入
部
し
て
く
だ
さ
い
。
待
っ
て
い
ま
す
！

ま
た
、
阿
波
高
新
聞
で
取
り
上
げ
て
ほ
し
い
記
事
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
顧
問
の
佐
藤
先
生
ま
で
お
知
ら
せ

く
だ
さ
い
。

皆
さ
ん
、こ
ん
に
ち
は
。五
月
に
な
り
、だ
ん
だ
ん
と
新
し
い

生
活
に
慣
れ
て
き
ま
し
た
か
？
依
然
と
し
て
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
は
止
ま
ら
ず
、油
断
で
き
な
い
状
況
が

続
い
て
い
ま
す
ね
。そ
こ
で
、今
月
号
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
者
が
初
め
て
出
た
日
か
ら
、一
年
以

上
が
経
過
し
ま
し
た
が
、感
染
拡
大
は
止
ま
り
ま
せ
ん
。新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
が
流
行
し
始
め
た
こ
ろ
か
ら
、年
表
で
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

二
〇
二
〇
年

一
月
十
六
日
ー
中
国
武
漢
へ
の
渡
航
歴
の
あ
る
神
奈
川
県
在
住
の

三
十
代
の
中
国
籍
の
男
性
が
感
染
し
て
い
た
こ
と

が
報
告
さ
れ
た
（
日
本
国
内
初
の
感
染
者
）
。

二
月
十
三
日
ー
日
本
国
内
で
初
の
死
者
が
発
生
。

二
月
二
一
日
ー
日
本
国
内
の
累
計
感
染
者
数
が
百
人
を
超
え
た
。

二
月
二
七
日
ー
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
（
当
時
）
が
三
月
二
日

か
ら
日
本
全
国
の
小
・中
・高
校
と
特
別
支
援
学
校

の
臨
時
休
校
を
要
請
。

三
月
二
四
日
ー
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
（
Ｉ
Ｏ
Ｃ
）
と
東
京
二
〇

二
〇
組
織
委
員
会
は
、東
京
二
〇
二
〇
大
会
の
延

期
を
発
表
。

四
月
十
六
日
ー
全
都
道
府
県
に
対
し
緊
急
事
態
宣
言
が
発
出
さ
れ

た
。

四
月
十
八
日
ー
日
本
国
内
の
累
計
感
染
者
数
が
一
万
人
を
超
え

た
。

七
月
二
九
日
ー
岩
手
県
内
で
初
め
て
感
染
者
が
確
認
さ
れ
、こ
れ
に

よ
り
全
都
道
府
県
で
感
染
者
が
確
認
さ
れ
た
こ
と

と
な
る
。

十
二
月
二
二
日
ー

日
本
国
内
の
累
計
死
者
数
が
三
千
人
を
超
え

た
。

二
〇
二
一
年

一
月
九
日

ー
日
本
国
内
の
累
計
死
者
数
が
四
千
人
を
超
え
た
。

一
月
二
三
日
ー
日
本
国
内
の
累
計
死
者
数
が
五
千
人
を
超
え
た
。

二
月
十
七
日
ー
日
本
国
内
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
ワ
ク
チ
ン
の

接
種
が
開
始
さ
れ
た
。

四
月
十
日

ー
日
本
国
内
の
累
計
感
染
者
数
が
五
十
万
人
を
超
え

た
。

四
月
二
六
日
ー
日
本
国
内
の
累
計
死
者
数
が
一
万
人
を
超
え
た
。

日
本
初
の
死
者
が
発
生
（
二
〇
二
〇
年
二
月
十
三
日
）
〜
千
人
（
七

月
二
十
八
日
）
ま
で
：五
ヶ
月
以
上

千
人
〜
二
千
人
（
十
一
月
二
十
四
日
）
ま
で
：約
四
ヶ
月

二
千
人
〜
三
千
人
（
十
二
月
二
十
二
日
）
ま
で
：約
一
ヶ
月

三
千
人
〜
四
千
人
（
二
〇
二
一
年
一
月
九
日
）
：十
八
日
間

と
な
り
、死
者
の
増
加
ペ
ー
ス
は
急
速
に
上
が
っ
て
い
る
。

ざ
っ
く
り
見
た
だ
け
で
も
、普
通
で
は
、あ
り
得
な
い
状
況
が
起
こ
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。こ
う
し
て
、年
表
に
ま
と
ま
る
と
、数
字

が
並
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、コ
ロ
ナ
で
亡

く
な
っ
た
方
一
人
ひ
と
り
に
人
生
が
あ
っ
て
、一
瞬
に
し
て
、未
来
を
奪

わ
れ
た
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
は
、決
し
て
忘
れ
て
は
な
り

ま
せ
ん
。

徳
島
県
で
も
、変
異
株
も
出
現
し
、今
も
な
お
、拡
大
し
て
い
ま
す
。

十
万
人
当
た
り
の
感
染
者
数
は
大
阪
府
や
東
京
都
に
並
ん
で
し
ま
う

ほ
ど
、多
い
の
で
す
。そ
ん
な
状
況
の
中
で
、私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
、

「
不
要
な
外
出
を
し
な
い
。」
と
い
う
予
防
法
で
、今
後
、も
っ
と
拡
大
し

な
い
よ
う
に
、若
者
の
重
症
化
も
減
ら
せ
る
よ
う
に
し
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

○
端
午
の
節
句
の
由
来
と
秘
密

端
午
の
節
句
と
は
、五
月
五
日
に
鯉
の
ぼ
り
を
あ
げ
て
、五
月
人
形

や
、鎧
や
兜
を
飾
っ
て
、ち
ま
き
や
柏
餅
を
食
べ
る
だ
け
だ
と
思
っ
て
い

る
人
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、今
行
わ
れ
て
い
る
端
午
の
節
句
が
、中
国
の
文
化
と
日
本

の
文
化
が
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
て
で
き
て
い
る
こ
と
は
知
ら
な
い
人
も
多
い
と

思
い
ま
す
。そ
の
た
め
、五
月
号
で
は
、端
午
の
節
句
の
由
来
と
秘
密
に

つ
い
て
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

・端
午
の
節
句
の
由
来

今
か
ら
、約
二
三
〇
〇
年
前
の
中
国
戦
国
時
代
に
楚
の
国
の
国
王
の

側
近
に
、屈
原
と
い
う
政
治
家
が
い
ま
し
た
。詩
人
で
も
あ
っ
た
彼
は
、

そ
の
正
義
感
と
国
を
思
う
情
は
強
く
、人
々
の
信
望
を
集
め
て
い
ま
し

た
。し

か
し
、屈
原
は
陰
謀
に
よ
り
失
脚
し
国
を
追
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。そ
の
時
の
想
い
を
歌
っ
た
長
編
叙
事
詩
「
離
騒
」
は
中
国
文
学
史

上
、不
朽
の
名
作
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、故
国
の
行
く
末
に
失
望
し
た
屈
原
は
、汨
羅
と
い
う
川
に

身
を
投
げ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
を
知
っ
た
楚
の
国
民
た
ち
は
、小
舟
で
川
に
行
き
、太
鼓
を
打
っ

て
そ
の
音
で
、魚
を
お
ど
し
、さ
ら
に
ち
ま
き
を
投
げ
て
、「
屈
原
」
の
死

体
を
魚
が
食
べ
な
い
よ
う
に
し
た
の
が
由
来
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

・鎧
と
兜
の
秘
密

端
午
の
節
句
は
鎧
と
兜
を
飾
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
人

は
多
い
と
思
い
ま
す
。

戦
場
で
身
を
守
っ
て
く
れ
る
甲
冑
は
武
家
に
と
っ
て
特
に
男
子
に
と

っ
て
大
切
な
も
の
で
し
た
。鎧
兜
は
子
ど
も
に
災
い
が
ふ
り
か
か
ら
ず
、

無
事
に
た
く
ま
し
く
成
長
す
る
よ
う
に
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、あ
の
鎧
と
兜
は
戦
い
の
と
き
に
使
う
武
具
で
は
な
い
の
で
す
。

お
節
句
に
飾
ら
れ
る
鎧
と
兜
は
式
典
の
正
装
で
あ
り
、晴
れ
着
で
す
。

日
本
の
武
士
の
独
特
な
感
性
と
美
意
識
が
表
現
さ
れ
て
い
る
芸
術

で
す
。

端
午
の
節
句
に
は
、私
た
ち
の
知
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

し
た
。今
後
、も
っ
と
日
本
の
伝
統
行
事
を
勉
強
す
る
と
、新
し
い
発
見

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。


