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■応募締切／９月12日㈭必着
■あ て 先／〒７８３－８５０１
　　　　　　南国市大埇甲２３０１
　　　　　　南国市企画課「親子クイズ」係
＊はがきで応募
■賞　　品／正解者の中から抽選で、５名に
　　　　　　図書カード（1,000円）を贈呈

　親子クイズは、広報委員が毎月順番に
考えています。　　　　　　　　　　　

★応募総数／53通　　★正 解 率／96％

　南国市に関する問題です。○の中に漢字を入れて、文章を完成してください。

市
民
か
ら
の
お
便
り

ク
イ
ズ
解
く　

こ
の
一
時
（
ひ
と
と
き
）
が　

く
つ
ろ
げ
て

【第495回当選者】

阿部　李（下野田）
安岡　富美子（大埇甲）
和田　憲昭（大埇甲）
高橋　洋子（明見）
有田　君子（緑ヶ丘）

吾岡山の駄菓子屋さん　

吾
岡
山
の
管
理
棟
で
か
き
氷
や
駄
菓
子
な

ど
を
販
売
し
て
い
ま
す
。
公
園
を
管
理
す
る

地
元
の
会
か
ら
、
子
ど
も
の
見
守
り
を
兼
ね

て
や
っ
て
ほ
し
い
と
話
を
い
た
だ
き
、
７
月

か
ら
始
め
た
ば
か
り
で
す
。
お
小
遣
い
の
範

囲
で
買
え
る
よ
う
に
と
、
商
品
の
値
段
は
10

円
か
ら
100
円
ま
で
に
し
て
い
ま
す
。
も
う
け

は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
（
笑
）。

　

何
か
あ
れ
ば
す
ぐ
に
飛
び
込
ん
で
来
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
、
お
店
の
ド
ア
は
い
つ

も
開
け
て
あ
り
ま
す
。
事
故
が
起
こ
ら
な
い

よ
う
に
楽
し
く
遊
ん
で
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

　

モ
ッ
ト
ー
は
「
い
つ
も
明
る
く
、
人
に
親

切
で
あ
り
た
い
」
で
す
。

　

「
子
ど
も
が
大
好
き
。
元
気
を
も
ら
っ
て
い

ま
す
」
と
田
所
さ
ん
。
飛
行
機
が
間
近
に
見
ら

れ
る
吾
岡
山
へ
遊
び
に
行
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

吾岡山の駄菓子屋さん

浜
はまぐち

口　正
せいけん

憲さん（浜改田）

田
たどころ

所　初
はつ

子
こ

さん（大埇甲）

　

職
業
は
農
業
で
す
。
キ
ャ
ベ
ツ
、
白
菜
な

ど
の
露
地
野
菜
と
、
水
稲
を
作
っ
て
い
ま
す
。

以
前
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
し
た
が
、
退
職
し

て
か
ら
農
業
を
始
め
ま
し
た
。

　

地
元
の
先
輩
方
に
習
い
な
が
ら
し
て
い
ま

す
が
、
毎
年
天
候
が
違
う
の
で
、
育
て
方
も

毎
年
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
今
年
は
ど
う
し
た

ら
い
い
か
と
い
っ
た
こ
と
を
教
わ
り
な
が
ら
、

み
ん
な
で
話
し
合
う
の
が
楽
し
い
で
す
。

　

夢
は
特
産
品
づ
く
り
で
す
。
南
国
市
産
の

野
菜
を
使
っ
て
、
南
国
市
に
来
な
い
と
食
べ

ら
れ
な
い
よ
う
な
加
工
食
品
を
作
り
た
い
で

す
。
そ
し
て
、
昔
の
よ
う
に
活
気
の
あ
る
農

業
を
取
り
戻
し
た
い
で
す
ね
。

　

「
小
学
生
の
孫
が
農
作
業
を
手
伝
っ
て
く
れ

る
」
と
、
う
れ
し
そ
う
に
話
し
て
く
れ
る
姿
に
、

明
る
い
未
来
が
見
え
た
気
が
し
ま
し
た
。

元気のある農業を元気のある農業を

市
民
か
ら
の
お
便
り

暑
く
て
も
し
っ
か
り
食
べ
て
い
ま
す
。
霜
月
・
師
走
が
、
今
は
待
ち
遠
し
い
感
じ
で
す
。

【第495回解答】
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こ
の
前
ま
で
私
の
住
ん
で
い
る
地
域

で
は
、
「
結
い
」
と
い
う
共
同
作
業
が

頻
繁
に
行
わ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
ハ
ウ

ス
の
ビ
ニ
ー
ル
張
り
や
農
薬
の
散
布
な

ど
が
そ
れ
で
、い
わ
ゆ
る
地
域
の
「
絆
」

で
あ
り
「
つ
な
が
り
」
で
し
た
。
作
業

が
終
わ
っ
た
後
は
必
ず
宴
会
で
、
昼
間

か
ら
で
も
、
に
ぎ
や
か
な
声
が
聞
こ
え

て
い
ま
し
た
が
、
最
近
で
は
そ
ん
な
声

が
次
第
に
聞
こ
え
な
く
な
っ
て
き
ま
し

た
。

　

さ
て
、
高
知
県
の
少
年
非
行
の
現
状

は
、
非
行
率
（
＊
）
と
刑
法
犯
総
検
挙

人
数
に
占
め
る
少
年
の
割
合
が
平
成
23

年
は
全
国
ワ
ー
ス
ト
１
位
、
ま
た
、
暴

力
行
為
発
生
件
数
、
不
登
校
児
童
生
徒

数
や
高
等
学
校
の
中
途
退
学
率
が
平
成

23
年
度
は
そ
れ
ぞ
れ
全
国
ワ
ー
ス
ト
10

位
ま
で
に
入
っ
て
お
り
、
非
常
に
厳
し

い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

非
行
は
、
少
年
自
身
の
性
格
的
な
要

因
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
家
庭
的
、
環

境
的
、
ま
た
家
庭
や
地
域
社
会
の
教
育

機
能
の
低
下
な
ど
の
様
々
な
要
因
が
複

合
的
に
絡
み
合
っ
て
発
生
し
て
い
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

高
知
県
で
は
、
「
日
本
一
の
健
康
長

寿
県
構
想
」
の
中
で
非
行
防
止
対
策
の

推
進
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
６
月
に

は
、
「
高
知
家
の
子
ど
も
見
守
り
プ
ラ

ン
」
を
取
り
ま
と
め
、
行
政
と
民
間
な

ど
の
垣
根
を
超
え
て
、
多
様
な
関
係
機

関
や
家
庭
な
ど
を
巻
き
込
ん
だ
、
地
域

が
一
体
と
な
っ
た
総
合
的
な
取
り
組
み

を
進
め
て
い
く
こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し

た
。

　

こ
の
プ
ラ
ン
は
、
「
保
護
者
」
だ
け

に
子
育
て
の
責
任
を
担
わ
せ
る
の
で
は

な
く
、
地
域
社
会
全
体
で
子
ど
も
の
育

ち
を
支
援
す
る
体
制
づ
く
り
を
推
進
し
、

「
地
域
の
子
ど
も
た
ち
は
地
域
で
守
り

育
て
る
」
気
運
を
醸
成
す
る
こ
と
を
目

指
し
て
い
ま
す
。

　

今
、
高
知
県
は
、
「
高
知
家
」
で
売

り
出
し
て
い
ま
す
。
こ
の
前
ま
で
当
た

り
前
に
あ
っ
た
「
結
い
」
の
社
会
の
よ

う
な
、
暖
か
い
、
つ
な
が
り
の
あ
る「
家
」

が
、
子
ど
も
た
ち
を
育
て
る
親
の
周
辺

に
あ
れ
ば
、
少
し
は
少
年
非
行
が
少
な

く
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

＊
非
行
率
と
は
、
少
年
人
口
千
人
当
た

り
に
占
め
る
検
挙
・
補
導
少
年
の
割

合
で
す
。

　

こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
あ
な
た
と
あ
な

た
の
周
り
に
い
る
人
の
間
に
温
か
な

つ
な
が
り
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
い
、

人
権
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
に

な
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

人
権
啓
発
広
報
委
員
会

（
☎
８
８
０
・
６
５
６
９
）
ま
で

「『結い』の社会」♥　♥　♥　♥ ♥　♥　♥　♥

答え
①如月（きさらぎ）
②卯月（うづき）
③皐月、早月（さつき）
④葉月（はづき）
⑤霜月（しもつき）
⑥師走（しわす）

な
ん
こ
く
歴
史
散
歩

な
ん
こ
く
歴
史
散
歩

回
11
第

　

国
分
寺
は
、
創
建
以
来
、
栄
枯
盛
衰

を
繰
り
返
し
つ
つ
も
、
戦
国
時
代
、
長

宗
我
部
氏
の
金
堂
再
建
、
江
戸
時
代
の

山
内
氏
の
庇
護
な
ど
に
よ
り
、
数
多
く

の
文
化
財
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。
そ

の
う
ち
の
一
部
を
２
回
に
分
け
て
ご
紹

介
し
ま
す
。

木
造
薬
師
如
来
立
像

　

国
分
寺
に
は
、
国
の
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
仏
像
が
２
体
あ
り
、

い
ず
れ
も
木
造
薬
師
如
来
立
像
で
す
。

こ
の
２
体
は
平
安
時
代
後
期
と
鎌
倉
時

代
の
作
で
、
大
き
さ
や
作
風
が
異
な
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
特
徴
を
あ
ら
わ
し

て
い
ま
す
。

　

平
安
時
代
後
期
の
も
の
は
、
高
さ
9.6

㎝
の
立
像
で
、
ヒ
ノ
キ
の
一
木
造
で
造

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

鎌
倉
時
代
の
も
の
は
、
高
さ
35.1
㎝
で
、

２
つ
以
上
の
材
を
組
み
合
わ
せ
て
造
る

寄
木
造
（
よ
せ
ぎ
づ
く
り
）
の
立
像
で

す
。光
背
（
こ
う
は
い
）
に
応
永
23
（
１

４
１
６
）
年
の
修
理
の
記
録
が
墨
書
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
際
に
全
体
を
漆
で
覆

い
、
金
箔
を
施
す
漆
箔
（
し
っ
ぱ
く
）

が
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

梵
鐘
（
ぼ
ん
し
ょ
う
）

　

９
世
紀
の
初
め
、
平
安
時
代
前
期
に

鋳
造
さ
れ
た
県
内
最
古
の
梵
鐘
で
す
。

昭
和
31
年
に
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定

さ
れ
ま
し
た
。
平
安
時
代
前
期
は
、
土

佐
国
分
寺
の
伽
藍
（
が
ら
ん
）
が
整
備

さ
れ
た
頃
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
時
に
納

め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
大
き

さ
は
、
高
さ
80.6
㎝
、
口
径
47.2
㎝
で
す
。

梵
鐘
の
大
き
さ
が
当
時
の
国
力
の
強
さ

と
国
分
寺
の
大
き
さ
を
示
し
て
い
る
と

も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

生
涯
学
習
課
文
化
財
係

（
☎
８
８
０
・
６
５
６
９
）
ま
で

―歴史を物語るものたち―「土佐国分寺の文化財１」
木造薬師如来立像（平安）

　高知県内では、あっちこっちで頭に管笠（すげがさ）を、手に金剛杖を持ち、
頭陀袋（ずだぶくろ）を首にかけて、四国の札所を回る歩き遍路さんをよく見
かけます。
　南国市内には、四国八十八カ所霊場の札所が２カ所あります。
　第○○番札所○○寺と第○○番札所○○○寺です。

木造薬師如来立像（鎌倉）梵鐘


