
　
大
分
国
際
車
い
す
マ
ラ
ソ
ン
大
会
は
、
昭
和
五
六
年
の

国
際
障
害
者
年
の
記
念
行
事
を
検
討
す
る
過
程
で
、
大
分

中
村
病
院
の
院
長
で
あ
り
、
社
会
福
祉
法
人
別
府
太
陽
の

家
の
理
事
長
で
も
あ
っ
た
中
村
裕

ゆ
た
か

氏
が
、「
世
界
で
初
め

て
の
車
い
す
だ
け
の
マ
ラ
ソ
ン
を
」
と
提
唱
し
、
国
内
外

に
働
き
か
け
を
行
っ
た
結
果
、
開
催
が
実
現
し
ま
し
た
。

　
第
一
回
大
会
は
、
同
年
一
一
月
一
日
に
開
催
さ
れ
、
ア

メ
リ
カ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
強
豪
や
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
香

港
等
の
極
東
・
南
太
平
洋
の
近
隣
地
域
か
ら
参
加
し
た
世

界
一
四
カ
国
、
一
一
七
名
の
選
手
（
外
国
人
選
手
四
三
名
、

県
外
選
手
四
二
名
、
県
内
選
手
三
二
名
）
が
ハ
ー
フ
マ
ラ

ソ
ン
を
走
り
ま
し
た
。

　
第
一
回
大
会
に
は
、
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り

ま
す
。

　
レ
ー
ス
中
終
始
ト
ッ
プ
争
い
を
続
け
た
ゲ
オ
ル
グ
・
フ

ロ
イ
ン
ト
選
手
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア  

写
真
右  

二
九
番
）
と

ジ
ム
・
ク
ナ
ウ
ブ
選
手
（
ア
メ
リ
カ  

写
真
左  

一
八
番
）

は
、
大
分
陸
上
競
技
場
の
最
終
ト
ラ
ッ
ク
で
の
勝
負
と
な

り
ま
し
た
が
、
両
選
手
は
、
最
後
の
ゴ
ー
ル
時
、
共
に
ガ
ッ

ツ
ポ
ー
ズ
を
し
て
手
を
繋
い
だ
ま
ま
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ュ
し
、

「
友
情
の
二
人
優
勝
」
を
ア
ピ
ー
ル
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
マ
ラ
ソ
ン
大
会
の
提
唱
者
で
あ
り
、「
保

護
よ
り
機
会
を
」
を
理
念
に
太
陽
の
家
を
創
設
し
た
中
村

裕
氏
は
、「
こ
の
レ
ー
ス
は
慈
善
事
業
で
は
な
い
。
あ
く

ま
で
も
勝
負
で
あ
り
一
位
と
二
位
を
決
め
る
べ
き
だ
」
と

意
見
し
、
写
真
判
定
の
結
果
〇
・
一
秒
の
差
で
フ
ロ
イ
ン

ト
選
手
が
優
勝
と
な
り
ま
し
た
。

　
第
一
回
大
会
の
成
功
に
よ
り
、
再
開
催
の
声
が
高
ま
っ

た
こ
と
で
、
翌
年
も
開
催
さ
れ
、
更
に
第
三
回
大
会
か
ら

は
フ
ル
マ
ラ
ソ
ン
を
実
施
し
た
こ
と
で
広
く
世
界
へ
知
ら

れ
る
こ
と
と
な
り
、
大
会
は
現
在
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。

大分県公文書館だより
平成31年 第26号「AR」はアーカイブズとアーキビストの

頭２字をとり、歴史情報を守り未来に生かす
さきがけの使命を表してします。

第
一
回
大
分
国
際
車
い
す
マ
ラ
ソ
ン
大
会

（
大
分
県
広
報
写
真
よ
り
）



　
大
分
県
別
府
市
に
は
、
奈
良
の
大
仏
よ
り
も
大
き
い
大
仏

が
あ
り
ま
し
た
。

　
当
館
は
、
こ
の
大
仏
に
関
し
、
昭
和
五
年
に
文
部
省
の
依

頼
に
よ
り
行
っ
た
調
査
に
関
す
る
文
書
を
保
存
し
て
い
ま

す
。（「
大
仏
建こ
ん
り
ゅ
う
立
ノ
件
」『
寺
院
一
件
　
昭
和
六
年
』写
真
①
）

  

　
こ
の
内
、
大
分
県
が
県
警
察
部
と
別
府
市
長
を
通
じ
て

作
成
し
た
回
答
文
書
に
よ
れ
ば
、
大
仏
に
関
し
て
表
①
の

よ
う
な
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
ま
た
、
大
仏
建
立
の
動
機
や
目
的
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　「
一い
っ
さ
い
し
ゅ
じ
ょ
う

切
衆
生
（
生
き
と
し
生
け
る
す
べ
て
の
生
き
物
）
ノ

為
無
縁
ノ
供
養
ヲ
ナ
シ
祖
先
崇
拝
ノ
念
ヲ
煥
起
シ
皇
國
ヲ

安
泰
ナ
ラ
シ
メ
併
テ
佛
教
各
派
ノ
協
調
ヲ
図
ラ
ン
ト
ス
」

別
府
の
大
仏

建

立

者

敷

　
　地

構

　
　造

建

設

費

維
持
管
理
方
法

観
覧
者
数

観

覧

料

大
佛
山
信
榮
寺

　岡
本
榮
三
郎

別
府
市
大
字
別
府
字
境
一
五
二
二
番
地

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

一
三
万
六
，
二
三
五
円

観
覧
料
に
依
る

約
一
〇
〇
人
／
日

一
〇
銭

　
大
仏
の
高
さ
に
つ
い
て
は
、「
別
冊
大
佛
山
縁え

ん
ぎ
ろ
く

起
録
ニ
ア

リ
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
資
料
は

欠
損
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
館
と
併
設
す
る
県

立
図
書
館
が
保
存
す
る
「
大
佛
山
縁
起
録
」（
昭
和
三
年
）

に
よ
れ
ば
、
昭
和
三
年
に
建
立
さ
れ
た
こ
の
大
仏
の
高
さ
は

「
八
十
尺
」（
約
二
四
ｍ
）
と
な
っ
て
お
り
、奈
良
の
大
仏
（
高

さ
一
八
．
〇
三
ｍ

：

像
高
と
蓮
華
座
高
を
合
わ
せ
た
高
さ
）

よ
り
も
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
更
に
、
大
仏
の
内
部
は
三
階
建
て
に
な
っ
て
お
り
、
参
拝

客
や
観
覧
者
が
中
に
入
る
こ
と
が
で
き
、
各
所
に
「
幾
百
燭

の
電
燈
の
設
備
」
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
当
館
で
は
、
こ
の
公
文
書
の
ほ
か
に
も
、
絵
は
が
き
を
保

存
し
て
お
り
、
大
仏
建
設
の
様
子
（
写
真
②
）
や
、
完
成
し

た
大
仏
（
写
真
③
）
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
戦
後
も
別
府
の
観
光
名
所
と
し
て
存
在
し
、
人
々
に
親
し

ま
れ
た
別
府
の
大
仏
で
す
が
、
建
立
か
ら
六
〇
年
以
上
が

経
過
し
た
平
成
元
年
に
老
朽
化
を
理
由
に
解
体
さ
れ
ま
し

た
。
解
体
前
に
は
、
閉
眼
式
が
行
わ
れ
、
人
々
が
大
仏
と

の
別
れ
を
惜
し
み
ま
し
た
。

表①

写真③

写真①

写真②



（
寺
川
所
長
の
小
鹿
田
全
部
の
仕
事
で
あ
り
、
大
衆
の
民

器
で
あ
る
と
い
う
発
言
に
対
し
）「
か
り
の
こ
ち
ら
で
ハ

イ
カ
ラ
に
な
っ
て
く
る
と
、
そ
の
意
味
が
、
西
洋
の
影
響

が
い
ろ
い
ろ
の
現
代
の
影
響
を
も
ら
う
は
ず
で
す
。
そ
れ

は
日
本
で
、
私
の
考
え
で
は
、
そ
れ
は
こ
の
頃
多
す
ぎ
る

ん
で
す
。
そ
の
く
ら
い
強
い
西
洋
か
ら
の
も
ら
っ
た
影
響

が
あ
れ
ば
、
自
分
の
國
の
昔
か
ら
の
ネ
ウ
チ
に
感
心
し
な

い
よ
う
な
形
に
な
っ
た
の
で
す
。」

「
私
が
お
ど
ろ
い
た
こ
と
は
、
よ
ろ
こ
ん
だ
こ
と
は
、
小

鹿
田
で
は
た
だ
セ
ト
モ
ノ
作
る
問
題
だ
け
で
は
な
い
ん
で

す
。
人
間
と
人
間
の
間
の
同
盟
で
す
。」

○
坂
本
忠
蔵

「
晝ひ
る

の
ご
は
ん
な
ん
か
、（
リ
ー
チ
に
）
ご
は
ん
に
し
ま
し
ょ

う
と
い
う
と
、
も
う
晝
か
と
か
、
夕
方
な
ど
お
ふ
ろ
に
お

は
い
り
下
さ
い
と
い
う
と
、
そ
れ
か
ら
一
時
間
ぐ
ら
い
、

も
う
く
ら
く
な
っ
て
し
ま
う
迄
仕
事
を
し
ま
し
た
。
今
迄

の
と
こ
ろ
一
日
も
休
み
が
な
く
て
、
あ
ま
り
仕
事
が
は
げ

し
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
少
し
か
ぜ
を
引
い
た
よ
う
で

あ
り
ま
し
て
、
お
氣
の
毒
で
す
。」

「
私
が
半
分
ぐ
ら
い
加
勢
し
て
原
型
を
つ
く
っ
て
、
そ
れ

　
小
鹿
田
焼
は
、
宝
永
二
年
、
小こ
い
し
わ
ら

石
原
（
福
岡
県
）
の
陶
工

柳
瀬
三
右
衛
門
が
藩
命
に
よ
り
日
田
市
の
北
部
に
位
置
す

る
小
鹿
田
に
出
向
し
、
皿
山
を
開か
い
き基

し
た
こ
と
か
ら
始
ま

り
ま
す
。（「
大
分
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
三
十
二
號
　

小
鹿
田
の
傳で
ん
と
う統

と
陶
技
」）

　
窯
元
が
谷
川
の
水
を
利
用
し
た
唐
臼
で
土
を
砕
き
、
薪
を

使
っ
て
登
窯
で
焼
く
と
い
う
昔
な
が
ら
の
技
法
で
作
ら
れ
る

素
朴
な
焼
き
物
で
、
現
在
も
日
常
的
に
使
用
さ
れ
る
什
器
と

し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
民
芸
運
動
を
起
こ
し
た
柳や
な
ぎ
む
ね
よ
し

宗
悦
が
昭
和
六
年
に
来ら
い
よ
う窯

し
、
同
年
「
日
田
の
皿
山
」
を
発
表
し
た
こ
と
に
よ
り
、

小
鹿
田
焼
は
注
目
を
浴
び
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
更
に
、
昭
和
二
九
年
に
は
世
界
的
に
著
名
な
イ
ギ
リ
ス

人
の
陶
芸
家
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
が
来
窯
。
皿
山
に
三

週
間
滞
在
し
、
小
鹿
田
焼
の
陶
技
を
研
究
し
ま
し
た
。

　
県
の
広
報
誌
『
懸
政
の
窓
』
の
昭
和
二
九
年
六
月
号
に

は
「
土
の
花
と
異
人
さ
ん
　
皿
山
の
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
」

と
し
て
特
集
記
事
が
組
ま
れ
て
お
り
、
リ
ー
チ
、
柳
に
加
え
、

窯
元
の
坂
本
忠
蔵
、
細
田
大
分
県
知
事
、
日
田
工
芸
指
導
所

寺
川
所
長
に
よ
る
懇
談
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
出
席
者
の
言
葉
か
ら
は
、
リ
ー
チ
の
滞
在
時
の
様
子
や
、

小
鹿
田
焼
や
皿
山
に
対
す
る
考
え
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

○
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ

「
私
の
國く
に

で
も
米べ
い
こ
く國
で
も
、
こ
の
村
の
よ
う
な
よ
さ
は
残
っ

て
な
い
ん
で
す
。
も
う
ほ
ん
と
に
い
う
と
心
の
仕
事
で
す
。

心
か
ら
自
然
的
で
、
傳
統
的
で
、
永
い
年
の
間
に
た
ま
っ

た
よ
さ
―
そ
れ
を
み
た
か
っ
た
の
で
す
。」

か
ら
さ
き
、
最
後
の
仕
上
げ
を
（
リ
ー
チ
）
先
生
に
お
願

い
し
た
ん
で
す
。」

○
柳
宗
悦

「
こ
の
カ
マ
は
歴
史
が
相
当
永
い
の
で
す
が
、
今
ま
で
不
思

議
に
も
小
鹿
田
に
関
し
て
殆
ん
ど
一
言
も
書
い
た
本
が
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
あ
る
意
味
で
は
、
そ
れ
程

知
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
の
小
鹿
田
に
非
常
に
幸
い
し

た
と
思
い
ま
す
。
知
ら
れ
て
な
か
っ
た
爲た
め

に
、
非
常
に
よ

く
昔
か
ら
の
傳
統
が
傳つ
た

わ
っ
て
い
て
、
そ
の
意
味
で
、
日

本
の
カ
マ
場
と
し
て
は
最
も
純
じ
ゅ
ん
す
い粹
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

い
い
か
え
れ
ば
、
昔
か
ら
の
手
法
が
そ
の
ま
ま
保
存
さ
れ

て
い
る
。」

「
技
術
や
色
や
型
が
い
い
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
も
っ
と

そ
の
背
後
に
あ
る
く
ら
し
が
こ
こ
の
も
の
を
よ
く
し
て
い

る
ん
だ
と
、
そ
れ
は
み
ん
な
、
こ
の
カ
マ
場
の
人
が
一
致

団
結
し
て
、
リ
ー
チ
さ
ん
は
同
盟
と
い
う
言
葉
を
つ
か
わ

れ
ま
し
た
が
、
仲
よ
く
力
あ
わ
せ
て
仕
事
を
す
る
と
い
う

精
神
が
、
一
番
た
っ
と
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。」

　
柳
宗
悦
と
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
の
来
窯
に
よ
り
、
造

形
的
な
力
強
さ
、
素
朴
な
美
し
さ
を
見
出
さ
れ
た
小
鹿
田

焼
は
、
日
本
の
代
表
的
な
民
芸
品
・
民
窯
と
し
て
知
ら
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
後
、
小
鹿
田
焼
は
昭
和
三
二
年
に
県
の
重
要
無
形

文
化
財
、
昭
和
四
五
年
に
国
の
記
録
保
存
文
化
財
の
指
定

を
受
け
、
平
成
七
年
国
の
重
要
無
形
文
化
財
の
指
定
を
受

け
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
八
年
に
小
鹿
田
里
山
の
唐
臼
が
、
環
境
省

の
「
残
し
た
い
“
日
本
の
音
風
景
一
〇
〇
選
„
」
に
、
平

成
二
〇
年
に
は
皿
山
地
区
全
体
が
「
小
鹿
田
焼
の
里
」
の

名
称
で
文
部
科
学
省
の
「
重
要
文
化
的
景
観
」
に
選
定
さ

れ
ま
し
た
。

小お

ん

た

鹿
田
焼
と
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
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状
態
は
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
長
い
年
月
を

経
て
保
存
機
関
で
あ
る
当
館
へ
た
ど
り
着
い
た
こ
と
は
、

大
変
意
義
の
あ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
た
だ
、
こ
の
状
態
で
は
、
一
度
解
体
し
て
、
文
書
ご
と

に
修
復
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

　
修
復
作
業
は
、
専
門
業
者
へ
の
委
託
で
行
い
ま
し
た
。

　
作
業
と
し
て
は
、
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
を
取
り
外
し
、
文
書

一
枚
ご
と
に
分
離
し
ま
す
。
束
に
な
っ
て
接
着
し
て
い
た

り
、
虫
損
が
酷
い
箇
所
も
多
数
あ
り
ま
す
の
で
、
作
業
は

慎
重
に
行
う
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
こ
の
簿
冊
は
、
厚
さ
が
一
四
㎝
も
あ
り
、

八
〇
〇
枚
以
上
の
文
書
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
推
測
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
修
復
後
に
原
本
を

直
接
見
た
り
、
デ
ジ
タ
ル
撮
影
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
形

で
分
冊
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
実
際
の
作
業
は
、
五
ヶ
月
の
期
間
を
要
し
ま
し
た
。

　
文
書
ご
と
に
解
体
し
、
損
傷
の
状
態
に
合
わ
せ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
必
要
な
処
置
を
行
い
ま
し
た
。（
写
真
②
、
③
）

　
修
復
さ
れ
た
簿
冊
は
、
今
後
、
デ
ジ
タ
ル
撮
影
、
文
書

ご
と
の
分
析
、
複
製
本
の
作
成
を
経
て
閲
覧
で
き
る
よ
う

に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
当
館
が
収
集
し
た
公
文
書
に
「
御お

ん
ふ
た
つ
つ
づ
り

布
達
綴
　
明
治
四
年
」
と

い
う
資
料
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
資
料
は
、
県
の
担
当
機
関
（
所
属
）
か
ら
収
集
し
ま
し

た
が
、
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
明
治
の
初
め
頃
、
現

在
の
大
分
県
に
な
る
前
の
日
田
縣け
ん

に
国
か
ら
布
達
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
文
書
を
綴
っ
た
簿
冊
（
フ
ァ
イ
ル
）
で
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
貴
重
な
公
文
書
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
と
推

測
さ
れ
ま
し
た
。

　「
思
わ
れ
る
」、「
推
測
さ
れ
ま
し
た
」
と
あ
え
て
書
い
た
の
は
、

写
真
①
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
汚
損
、
虫
損
、
潰
れ
、
接
着
な

ど
保
存
状
態
が
悪
い
た
め
、
そ
の
ま
ま
で
は
文
書
を
め
く
る
こ

と
も
難
し
い
状
態
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
ま
た
、
そ
れ
ほ
ど
遡
ら

な
い
時
期
に
、
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
の
表
紙
へ
付
け
替
え
ら
れ
て
お

り
、
現
代
的
な
製
本
ま
で
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
一
五
〇
年
近
く
前
の
公
文
書
で
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
役
所
の

変
遷
で
い
ろ
い
ろ
な
箇
所
を
渡
り
歩
き
、
厳
し
い
環
境
に
耐
え

な
が
ら
、
現
在
ま
で
保
存
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

公
文
書
の
補
修

写真③

写真②

写真①


