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高
さ
が
一
千
ｍ
の
六
甲
山
に

は
、さ
ま
ざ
ま
な
植
物
や
生
き

も
の
、珍
し
い
形
の
岩
や
、山
の

上
か
ら
の
見
晴
ら
し
な
ど
、美

し
い
自
然
の
姿
が
身
近
に
あ
り
、

多
く
の
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い

ま
す
。

　

六
甲
山
は
、い
つ
ご
ろ
ど
の

よ
う
に
し
て
で
き
た
の
で
し
ょ

う
か
。花
こ
う
岩
か
ら
で
き
て

い
る
六
甲
山
地
は
、今
か
ら
お

よ
そ
五
十
万
年
前
に
、海
面
か

ら
高
く
盛
り
上
が
っ
て
、今
の

よ
う
な
形
に
な
り
ま
し
た
。五

十
万
年
と
い
え
ば
、地
球
の
歴

史
で
は
新
し
い
山
と
い
え
ま
す
。

百
万
年
ほ
ど
前
に
、だ
ん
だ
ん

高
く
な
る
と
き
、反
対
に
沈
ん

で
い
っ
た
の
が
大
阪
湾
で
す
。

　

ま
た
、

盛
り
上

が
る
時

に
六
甲

山
に
は
、

陸
地
や

岩
に
割

れ
目
が

で
き
、そ
の
割
れ
目
の
両
側
の

陸
地
の
塊
が
互
い
に
押
し
合
っ

て
、ず
れ
た
形
の
断
層
が
た
く

さ
ん
で
き
ま
し
た
。芦
屋
の
海

岸
付
近
か
ら
見
る
と
、六
甲
山

が
階
段
の
よ
う
に
見
え
る
の
は

そ
の
た
め
で
、奥
池
の
辺
り
も
そ
の

階
段
の
一
つ
で
す
。

　

高
く
盛
り
上
が
っ
た
山
地
か

ら
流
れ
出
し
た
芦
屋
川
や
宮
川

な
ど
は
、大
量
の
石
の
塊
や
土

砂
を
下
流
に
運
び
、海
岸
を
埋

め
て
緩
や
か
に
広
が
る
扇
形
の

土
地
や
三
角
の
形
の
土
地
を
つ

く
り
、次
々
と
新
し
い
平
野
が

生
ま
れ
ま
し
た
。

　

六
甲
と
い
う
名
前
は
、大
阪

か
ら
船
が
出
て
、向
こ
う
に
美

し
い
山
が
見
え
る
こ
と
と
、こ

の
辺
り
が
武
庫
の
山
と
呼
ば
れ

て
い
ま
し
た
の
で
、武
庫
を
六

甲（
む
こ
う
）の
字
に
あ
て
て
、

ろ
っ
こ
う
と
い
う
よ
う
に
な
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

つ
ま
り
、

六
甲
山
地

の
南
側
、

海
に
面
し

た
低
湿
地

の
す
べ
て

を「
芦

屋

の

里
」と

呼
ん
で
い
た
よ
う
で
、そ
れ
が
い

つ
し
か
芦
屋
川
河
口
の
狭
い
地
域

だ
け
の
呼
び
名
に
変
わ
り
ま
し
た
。

　

途
中
、地
域
の
呼
び
名
は
い
ろ

い
ろ
と
変
わ
り
ま
し
た
が
、地
元

の
人
々
に
、も
っ
と
も
な
じ
み
が

深
く
、歴
史
的
に
も
古
い
意
味
あ

い
を
も
つ「
芦
屋
」が
、昭
和
十
五

年
十
一
月
十
日
の
市
制
施
行
と

と
も
に
市
名
と
な
り
、今
日
に

至
っ
て
い
ま
す
。

　

　

も
と
も
と
芦
屋
と
い
う
地
名

は
、
海
辺
や
河
口
な
ど
の
低
湿
地

に
あ
る�
芦
原
・
葦
原�
を
意
味

し
、
地
形
に
大
変
関
係
の
深
い
地

名
で
す
。

　

ま
た
、
芦
屋
の
地
名
の
起
源
は
、

万
葉
集
や
伊
勢
物
語
、
新
古
今
和

歌
集
な
ど
の
物
語
や
歌
集
に
述

べ
ら
れ
て
る
通
り
、
大
変
古
い
も

の
で
す
が
、
そ
の
地
域
は
、
必
ず

し
も
、
現
在
の
芦
屋
を
指
す
も
の

で
は
な
い
よ
う
で
す
。
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打
出
は
、
昔
か
ら
交
通
の
盛
ん
な

所
で
し
た
。
例
え
ば
京
都
か
ら
伊

丹
を
通
る
西
国
街
道
は
、
打
出
に
来

て
初
め
て
海
辺
に
打
ち
出
し
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
こ
こ
で
海
を
目
の
当
た

り
に
す
る
の
で
す
。
海
に
打
ち
出

た
所
で
、
潮
の
香
り
や
漁
師
さ
ん
の

舟
を
見
た
人
た
ち
は
、
強
く
心
に
残

る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
う
し
て
打
出
の
地
名
は
有
名
に

な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
打
出
の
村
に
は
む

か
し
、
お
金
持
ち
の
長
者
が

住
ん
で
い
て
、
小
さ
な
槌
を

持
っ
て
お
り
、
そ
の
小
槌
は

打
ち
振
る
と
な
ん
で
も
願

い
事
が
叶
う
と
い
わ
れ
る

宝
物
で
し
た
。

　

こ
れ
は
皆
さ
ん
が
よ
く
知
っ
て

い
る
「
打
出
の
小
槌
」
の
お
話
で
す

が
、
打
出
の
地
名
は
こ
の
伝
説
か
ら

名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
説
も
あ
り
、

現
在
も
打
出
小
槌
町
の
名
が
あ
り

ま
す
。
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今
年
は
丑
歳
で
す
。年
頭
に
ふ
さ
わ
し
い

牛
に
ち
な
ん
だ
お
話
を
お
届
け
し
ま
す
。

　

有
名
な『
魏
志
倭
人
伝
』で
は
、「
牛
馬
な

し
」と
日
本
列
島
に
そ
の
不
在
を
伝
え
て
い

ま
す
が
、弥
生
時
代
最
末
期
に
大
陸
か
ら

渡
っ
て
き
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。あ
の

巨
大
な
前
方
後
円
墳
の
築
造
に
牛
が
も
つ
労

働
力
を
想
像
で
き
る
か
ら
で
す
。も
ち
ろ
ん

食
肉
の
た
め
の
役
割
も
、古
代
に
お
け
る「
牛

 
飼
部 
」と
呼
ば
れ
る

か
い
べ

 
部
民 
の
存
在
や
七
世
紀

べ
み
ん

の
天
武
天
皇
の
出
し
た
肉
食
禁
止
令
か
ら
う

か
が
わ
れ
る
こ
と
で
す
が
、以
降
で
は
荷
車

や
水
田
耕
作
に
盛
ん
に
使
役
さ
れ
た
も
の
と

思
い
ま
す
。市
内
の
遺
跡
で
は
、古
代
・
中
世

に
大
原
遺
跡
や
久
保
遺
跡
、津
知
遺
跡
、若
宮

遺
跡
な
ど
の
水
田
面
で
数
多
く
の
ウ
シ
の
足

跡
が
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。 唐
鋤
牽
引 
な
ど

か
ら
す
き
け
ん
い
ん

農
耕
に
伴
う
蓄
力
の
有
効
利
用
で
す
。

　

南
北
朝
時
代
、若
宮
遺
跡
で
は
宮
川
の
川

べ
り
で
、大
量
の
牛
骨
片
を
見
い
出
し
て
い

ま
す
。加
工
の
跡
を
よ
く
と
ど
め
て
お
り
、骨

格
を
解
体
し
、骨
細
工
を
行
っ
た
様
子
を
示

し
て
い
ま
し
た
。

　

イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
、
豚
を
食
べ
ま
せ
ん
。

ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
が
牛
を
食
べ
な
い
こ
と
も
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
の
場
合
は
仏
教
思
想
の
影
響
も
あ
り
、

肉
食
を
禁
忌
と
し
つ
つ
も
、役
蓄
と
し
て
多

様
な
利
用
が
進
み
ま
し
た
。

　

近
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、牛
の
骨
は
皆
さ

ん
が
愛
用
し
て
い
る
歯
ブ
ラ
シ
の
柄
に
普
遍

的
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。歯
を
磨
く
風
習
は
、

平
安
時
代
ご
ろ
か
ら
官
僚
・
僧
侶
・
神
官
・
貴

族
な
ど
に
広
ま
り
ま
し
た
。当
時
は
楊
枝
や

塩
が
用
い
ら
れ
、市
中
の
民
が
使
う
よ
う
に

な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ

と
で
す
。西
洋
歯
ブ
ラ
シ
と
し
て
日
本
に
現

わ
れ
た
の
は
明
治
五
年（
一
八
七
二
）の
こ
と

で
、牛
骨
を
材
料
と
し
た「 
歯
刷
子 
」が
大
正

は
す
り
こ

四
年（
一
九
一
五
）ご
ろ
、セ
ル
ロ
イ
ド
製
に

移
行
す
る
ま
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
「
歯
ブ
ラ
シ
」と
称
さ
れ
る
の
は
戦
後
の
こ

と
で
、私
た
ち
の
身
近
な
と
こ
ろ
に
牛
の
骨

と
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
、古
稀
を
迎

え
る
よ
う
な
人
で
も
、記
憶
か
ら
す
っ
か
り

遠
ざ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

呉
川
遺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
近
代
資
料
に

も
牛
骨
を
利
用
し
た
歯
刷
子
が
存
在
し
、大

変
貴
重
な
遺
品
が
大
正
時
代
こ
ろ
の
芦
屋
の

日
常
的
な
生
活

史
を
物
語
っ
て

い
ま
す
。

　

丑
歳
に
ち
な

ん
で
、考
古
学
か

ら
発
す
る
牛
に

思
い
を
は
せ
て

く
だ
さ
い
。
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���　２月７日（土）午後１時30分～４時　���　 西宮市民会館アミティホー
ル　���　交通安全のお話など　���　新１年生と保護者500組・1,000人　
�����　はがきに住所・氏名・幼稚園（保育所）名・保護者名・電話番号を記入し、
１月29日(木)<必着>で、神戸新聞社広告局企画開発部「ご入学おめでとう大会・西宮
会場」係（〒650-8571 住所不要）へ

���　５月10日（日）午後１時～　���　西宮市民会館アミティホール　���
昭和35年に婚姻届を出されたご夫婦　�����　所定の申込書（高年福祉課・神戸
新聞阪神総局・同販売所で配布）に記入し、２月27日（金）＜必着＞で神戸新聞社地域
活動局「金婚式」係（〒650-8571 住所不要）へ
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