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〈
国
民
健
康
保
険

　
　
　
　
　
　
制
度
と
は
〉

　
ふ
だ
ん
健
康
で
あ
っ
て
も
、
病
気

や
ケ
ガ
は
あ
る
日
突
然
に
、
私
た
ち

を
お
そ
う
こ
と
が
多
い
も
の
で
す
。

そ
ん
な
と
き
、
お
金
が
な
く
て
お
医

者
さ
ん
に
か
か
れ
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
か
ら
大
変
で
す
。

　
そ
こ
で
国
民
は
だ
れ
で
も
、
ど
こ

か
の
健
康
保
険
に
は
い
ら
な
け
れ
ば

擁療費の節約縫

　　鐙協灘を

　お願糖、嫉ま畷

　く国緩縫療i保険》

な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
「
国
民
皆
保
険
」
と
い

い
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、
つ

と
め
先
の
健
康
保
険
な
ど
他
の
保
険

に
加
入
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
方
の

た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
こ
の
制
度
は
、
ふ
だ
ん
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
の
収
入
に
応
じ
て
お
金
を
出
し

合
い
、
病
気
や
ケ
ガ
に
あ
っ
た
と
き

の
医
療
費
に
あ
て
よ
う
と
い
う
、
相

互
扶
助
を
（
た
す
け
あ
い
）
目
的
と

し
て
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

松代町国保加入及び医療費の概況

2．医療費、1人当り

　　　　　保険税1

タ
　
苦
し
い
国
保
の
台
所

　
　
　
　
　
　
…

ふ
え
続
け
る
医
療
費
で
国
保
の
台
所

丁
1
0
． 0

保険税1人当り

9．0 1人当り医療費

8．0 96，750円

7．0

6．0

5．0

4．0

3．0 1人当り保険税

2．0

26，574円

1．0

年 51 52 53 54 55 56
度

1．国保加入被保険者数及び世帯数

5，500

5，000

4，500

4，000　 一　　＿＿＿＿

8世帯

1，450

1，400

1，350

1，300

1，250

1．200

56

51

55

51

54

54

53

54

52

54

51

56

度年

加入率

は
火
の
車
で
す
。
そ
れ
と
い
う
の
も

毎
年
大
幅
に
ふ
え
る
医
療
費
に
収
入

が
追
い
つ
か
な
い
か
ら
で
す
。

　
左
の
グ
ラ
フ
が
示
す
よ
う
に
、
こ

こ
数
年
医
療
費
の
上
昇
率
は
8
％
か

ら
1
0
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ふ
え
つ

づ
け
る
医
療
費
を
、
い
っ
た
い
誰
が

負
担
す
る
の
で
し
よ
う
。

　
ご
承
知
と
お
も
い
ま
す
が
、
医
療

費
は
、
受
診
す
る
患
者
が
三
〇
％
、

国
が
四
五
％
を
負
担
、
残
り
二
五
％

は
私
た
ち
被
保
険
者
が
保
険
税
と
い

う
形
で
負
担
す
る
こ
と
に
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
医
療
費
が
ふ
え
れ
ば
、
そ
の
ふ
え

た
分
は
当
然
、

患
者
が
三
〇
％
、

国
が
四
五
％
、

被
保
険
者
二
五

％
の
割
合
で
負

担
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
つ
ま
り
、
医

療
費
が
一
〇
％

ふ
え
れ
ば
、
保

険
税
も
ま
た
一

〇
％
値
上
げ
し

て
、
医
療
費
増

加
分
の
負
担
に

応
じ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

◎
医
療
費
節
約

に
ご
協
力
を
◎

　
い
ま
ま
で
、

あなたの負担は？1医療費

医
療
費
の
増
加
が
そ
の
ま
ま
直
接
保

険
税
値
上
げ
に
結
び
つ
か
な
い
よ
う

財
政
的
配
慮
も
あ
る
程
度
可
能
な
時

代
も
あ
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
窮
乏
財
政
下
の
今
日
で

は
、
そ
の
よ
う
な
余
裕
は
あ
り
ま
せ

ん
。　

医
療
費
が
ふ
え
れ
ば
、
そ
れ
は
そ

の
ま
ま
「
保
険
税
値
上
げ
」
と
い
う
形

で
、
被
保
険
者
の
み
な
さ
ん
に
ご
負

担
い
た
だ
く
ほ
か
に
方
法
は
な
く
な

っ
て
い
ま
す
。

　
切
に
医
療
費
節
約
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
．

か
り
に
一
万
円
の
医
療
費
が
か
か
つ
た
場
合
、

そ
の
一
万
円
は
次
の
よ
う
に
負
担
さ
れ
ま
す
。

1万円の医療費

灘 4
緯

3割　　12割5分1
口

4割5分
　　　　　83，000円陰2，500円1 4，500円

　　　　l　　　　o
患者負担1保険税
　　　　，
　　　　膠

o
璽
6
9
1
唾

国からの補助
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昭和57年度事業の

　　発足にあたって

会長小堺又七

　
季
節
外
れ
の
梅
雨
に
見
舞
わ
れ
、

轡
陶
し
い
毎
日
で
す
が
、
町
民
各
位

に
は
益
々
ご
健
勝
で
日
夜
ご
活
躍
の

御
事
と
深
く
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
択
、
私
達
の
青
少
年
育
成
町
民
会

議
は
発
足
三
年
目
を
迎
え
ま
し
た
が
、

い
つ
も
温
か
い
ご
理
解
と
ご
協
力
を

い
た
だ
き
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。
幸
い
昨
年
度
中
に
は
郡
内
の
六

町
村
と
、
県
下
百
十
二
市
町
村
の
す

べ
て
に
市
町
村
民
会
議
が
設
置
さ
れ

ま
し
た
の
で
、
相
互
に
提
携
し
あ
っ

て
、
共
通
の
目
標
に
向
っ
て
前
進
を

続
け
て
い
る
と
い
う
の
が
実
情
で
ご

ざ
い
ま
す
．

　
去
る
七
月
六
日
、
五
十
六
年
度
の

事
業
と
決
算
の
ご
承
認
を
い
た
だ
く

と
共
に
、
本
年
度
の
計
画
と
予
算
に

つ
い
て
の
ご
審
議
の
た
め
総
会
を
お

願
い
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
ご
多
用
中

に
も
拘
ら
ず
多
数
の
ご
出
席
を
い
た

だ
い
て
、
ご
熱
心
な
検
討
を
お
願
い

で
き
ま
し
た
こ
と
は
、
こ
の
上
も
な

い
喜
び
で
あ
り
ま
し
た
。

　
兎
角
総
会
な
ど
は
、
形
式
に
流
れ

易
く
、
実
質
的
な
内
容
の
掘
下
げ
に

欠
け
る
憾
が
あ
り
が
ち
な
の
に
、
今

回
は
町
民
会
議
の
名
に
値
す
る
討
議

が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
誠
に
有
意
義

で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
偏

に
会
員
各
位
の
関
心
の
深
さ
を
示
す

も
の
と
し
て
敬
意
を
表
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
七
月
末
か
ら
八
月
に
か
け
て
四
地

区
　
　
南
部
・
北
山
・
峯
方
・
奴
奈

川
A
　
　
で
地
区
懇
談
会
を
開
き
ま

す
が
（
も
っ
と
回
数
を
ふ
や
す
よ
う

に
と
の
ご
要
望
も
あ
り
ま
し
た
が
、

不
可
能
の
よ
う
で
す
）
こ
の
際
に
も

．
是
非
多
数
の
方
々
の
ご
参
集
を
い
た

だ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
情
報
、
ご
所
見
、

対
策
な
ど
を
お
き
か
せ
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
昨
年
か
ら

計
画
し
て
お
き
な
が
ら
未
だ
に
実
施

で
き
ず
、
誠
に
恐
縮
し
て
お
り
ま
す

部
会
活
動
　
　
総
務
、
環
境
改
善
・
健

全
育
成
　
　
は
、
本
年
度
か
ら
は
何

と
し
て
も
実
現
し
よ
う
と
の
観
点
か

ら
、
部
会
長
、
副
部
会
長
に
は
そ
の

道
の
ベ
テ
ラ
ン
を
お
願
い
す
る
と
共

に
、
予
算
の
裏
付
け
を
し
、
担
当
事
務

局
職
員
も
選
任
し
て
、
万
全
の
構
え

を
整
え
ま
し
た
の
で
、
忌
揮
な
き
ご

意
見
を
お
聞
か
せ
願
い
た
い
と
存
じ

ま
す
。
地
区
懇
談
会
と
部
会
が
、
両

々
相
侯
っ
て
、
我
が
町
の
将
来
を
担

う
青
少
年
に
何
を
教
え
、
何
を
期
待

す
る
か
の
具
体
案
を
ね
り
、
そ
れ
を

達
成
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な

実
践
活
動
を
す
べ
き
か
に
ま
で
、
高

め
て
い
た
だ
き
た
い
と
お
願
い
す
る

次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　
×
　
　
　
　
×
　
　
　
　
×

　
最
近
非
常
に
多
く
な
っ
て
き
た
自

動
販
売
機
に
よ
る
浪
費
癖
、
好
ま
し

か
ら
ぬ
出
版
物
、
い
か
が
わ
し
い
学

生
服
、
生
徒
の
パ
ー
マ
や
染
髪
等
々
、

寒
心
に
堪
え
な
い
問
題
が
続
発
致
し

ま
す
。
勿
論
本
人
の
自
覚
が
第
一
で

あ
り
、
家
族
の
関
心
と
指
導
が
基
本

で
あ
り
ま
す
が
、
、
業
者
の
理
解
と

協
力
な
し
で
は
解
決
で
き
ぬ
問
題
だ

と
思
い
ま
す
。
私
達
町
民
会
議
と
致

し
ま
し
て
も
諸
般
の
事
情
を
検
討
し

た
上
で
ご
相
談
に
上
る
わ
け
で
す
が
、

営
業
上
の
関
係
も
あ
る
こ
と
と
思
い

ま
す
の
で
、
そ
の
際
に
は
腹
蔵
な
き

ご
意
見
を
伺
う
と
共
に
、
ご
理
解
を

た
ま
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
×
　
　
　
　
×
　
　
　
　
×

　
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
年
度

は
役
員
改
選
の
年
に
当
り
、
私
も
老

令
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
辺
で

無
罪
放
免
を
と
切
に
お
願
い
し
た
の

運
営
委
員
と
し
て
新
進
気
鋭
の
士
も

選
出
願
い
ま
し
た
の
で
、
決
意
を
新

に
し
て
適
進
す
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま

す
。
何
卒
一
層
の
ご
指
導
、
ご
支
援

を
心
か
ら
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
（
五
七
・
七
・
二
五
）

で
す
が
、
全
員
が
再
任
さ
れ
、
更
に
．

素
晴
ら
し
か
っ
た
二
つ
の

　
　
　
　
　
　
チ
ャ
リ
テ
ー
シ
ョ
ー

上
映
さ
れ
た
映
画

上
映
委
員
会
か
ら
収
益
金
の
一
部
と

し
て
金
弐
万
円
也
を
町
社
会
福
祉
協

議
会
に
ご
寄
附
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
映
画
の
主
人
公
辻
典
子
さ
ん
は
サ

リ
ド
マ
イ
ド
と
言
う
重
い
障
害
を
背

負
い
な
が
ら
「
私
は
や
っ
て
み
る
・

　
　
　
　
　
O

七
月
十
四
日
町
総
合
セ
ン
タ
ー
で

　
　
　
　
　
　
「
典
子
は
今
」
の

や
っ
て
み
る

そ
れ
で
も
や
っ

て
み
る
」
と
言

っ
て
次
々
と
難

関
を
乗
り
超
え

て
行
く
姿
に
多

く
の
人
が
深
く

感
動
さ
れ
た
こ

と
と
思
い
ま
す
。

　
七
月
二
＋
日

観
音
祭
夜
七
時

三
十
分
よ
り
松

代
小
学
校
体
育

館
で
観
音
祭
実

　
会
場
に
は
実
行
委
員
の
ご
厚
意
に

大
勢
の
方
々
か
ら
温
か
い
ご
芳
志
を

お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
総
額
八
万
五
千
四
拾
円
也
を
全
額

町
の
社
会
福
祉
協
議
会
に
ご
寄
附
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　
こ
の
懐
メ
ロ
歌
謡
大
会
の
開
催
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

よ
り
募
金
箱
を
設
置
し
て
い
た
だ
き
、

行
委
員
会
の
み
な
さ
ん
が
企
画
さ
れ

た
「
懐
メ
ロ
歌
謡
大
会
」
が
催
さ
れ

ま
し
た
。

　
十
日
町
ユ
ニ
オ
ン
ポ
ッ
プ
ス
の
演

奏
と
地
元
歌
手
が
加
わ
り
、
総
勢
三

十
数
名
の
豪
華
メ
ン
バ
ー
が
熱
唱
に

次
ぐ
熱
唱
の
三
時
間
は
、
聴
衆
を
魅

了
す
る
迫
力
が
あ
り
ま
し
た
。

当
り
　
出
演
誘

致
交
渉
か
ら
企

画
運
営
一
切
の

面
到
を
み
て
い

た
だ
き
ま
し
た

関
谷
甲
子
夫
先

生
の
ご
厚
意
に

対
し
、
深
甚
な

る
謝
意
を
表
す

る
次
第
で
あ
り

ま
す
。

　
二
つ
の
チ
ャ

リ
テ
ィ
シ
ョ
ー

に
よ
る
尊
い
収

益
金
は
「
心
身
に
障
害
を
持
つ
人
や

精
神
障
害
者
等
町
の
恵
ま
れ
な
い
方

々
に
慰
問
金
と
し
て
使
用
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
．

　
　
　
　
　
　
　
　
社
会
課
福
祉
係
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シ
リ
ー
ズ

今
後
人
ロ
の
高
齢
化
と
年
金
の

　
　
　
成
熟
化
が
同
時
に
進
行
し
ま
す

　
わ
が
国
が
高
齢
化
の
ピ
ー
ク
を
迎

え
る
の
は
三
十
年
～
四
十
年
後
で
す

が
、
そ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
年
金

制
度
が
老
後
生
活
の
支
え
と
し
て
の

機
能
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
よ
う
、

今
の
う
ち
か
ら
さ
ま
ざ
ま
工
夫
を
行

っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
米

　
か
っ
て
．
は
人
生
五
十
年
と
い
わ
れ

ま
し
た
が
、
今
は
人
生
八
十
年
。
日

本
人
の
平
均
寿
命
は
、
昭
和
二
十
年

頃
の
五
十
年
か
ら
現
在
で
は
八
十
年

近
く
に
伸
び
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
厚
生
年
金
の
支
給
開
始
年

齢
で
あ
る
六
十
歳
の
方
の
平
均
余
命

は
、
昭
和
三
十
年
に
は
十
四
・
九
七

年
（
男
子
）
で
し
た
が
昭
和
五
十
六

年
に
は
十
八
・
六
四
年
と
一
・
二
倍

に
伸
び
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
米

　
こ
の
よ
う
な
平
均
余
命
の
伸
び
に

伴
い
、
老
後
生
活
の
支
え
と
し
て
の

公
的
年
金
の
役
割
は
、
ま
す
ま
す
重

要
な
も
の
と
な
っ
て
い
き
ま
す
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
年
金
受
給
期

間
の
伸
び
が
年
金
給
付
費
の
増
大
を

も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　
　
　
米

働く若い世代の割合がへつていきます

61．3
…●．9甲

20歳一64歳

人口に
める割合

57．2
090．り．

55．1　　55．
・・’●一一●

20歳～59歳

6蟹．

56．5

49．6
．。．●48．9

・●D・

49．8
。●．。，

②

　
一
方
、
人
口
構
造
も
変
化
し
、
お

年
寄
り
に
比
べ
て
、
働
く
若
い
世
代

の
割
合
が
減
少
し
て
い
き
ま
す
。
現

21．8
21．1

18．8

15．6
65歳～

95年90年85年　　　　75年

（西暦2000年）

　　9．0

一昭和55年

総
占
％
6
0

55

50

45

20

15

10

在
、
現
役
の
勤
労
者
と
し
て
社
会
を

支
え
る
中
心
と
な
り
、
ま
た
、
年
金

制
度
を
支
え
て
い
る
の
は
、
二
十
～

五
十
九
歳
の
年
令
層
で
す
が
、
こ
の

年
齢
層
が
総
人
口
に
占
め
る
割
合
は

現
在
、
五
十
六
・
五
％
で
あ
り
、
今

世
紀
中
は
五
十
五
～
五
十
六
％
で
横

ば
い
で
す
が
、
二
十
一
世
紀
に
入
る

と
、
急
速
に
減
少
の
傾
向
を
た
ど
り

昭
和
八
十
五
年
に
は
五
十
％
を
割
る

も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
社
会
の
担
い
手
が
総
人
口
の
半
数

を
割
る
と
い
う
状
況
は
、
単
に
年
金

だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
社
会
、
経

済
全
体
の
問
題
と
し
て
深
刻
に
受
け

と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
す
。

▽
4

　
　
＼

名

ン

　
国
民
年
金
加
入
者
の
み
な
さ
ん
、

オ
レ
ン
ジ
色
の
年
金
手
帳
を
、
汚
し

た
り
無
く
し
た
り
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

　
国
民
年
金
の
ほ
か
に
厚
生
年
金
保

険
、
船
員
保
険
の
三
つ
の
年
金
制
度

に
共
通
の
手
帳
に
は
、
一
生
を
通
じ

て
お
付
き
合
い
を
す
る
大
切
な
年
金

年
金
は
世
代
と

　
世
代
の
助
け
合
い

国民年金は、働く世代がみんなで
　お年寄りの生活を支えていく制度です。

ズ
～

，
ぴ
y
，
、

花
零

も
場
．
、

の
記
号
番
号
の
ほ
か
に
、
こ
の
三
制

度
の
加
入
し
た
日
、
や
め
た
日
の
記

録
が
全
部
記
入
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
冬
出
稼
ぎ
先
の
会

社
で
厚
生
年
金
を
掛
け
、
引
き
続
き

国
民
年
金
に
加
入
す
る
人
で
も
、
こ

の
一
冊
の
手
帳
が
あ
れ
ば
将
来
の
年

金
も
よ
り
確
実
で
す
。

　
ま
た
、
年
金
手
帳
は
、
い
ろ
い
ろ

な
届
出
を
す
る
と
き
や
年
金
を
受
け

る
と
き
に
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
大

切
な
も
の
で
す
．

　
加
入
者
み
な
さ
ん
の
”
分
身
”
と

も
い
え
る
年
金
手
帳
を
、
汚
し
た
り

無
く
し
た
り
し
な
い
よ
う
大
切
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。
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倭
痛
予
防
の
日
常
生
活
・
そ
・
2
）
灘

欺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
保
健
衛
生
シ
リ
ー
ズ
⑳
〉
欺
四

×
×
×
×
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×
×
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×
×
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×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
割

　
　
積
極
的
な
腰
痛
予
防
対
策
　
　
　
　
　
㎜

　
　
　
　
日
常
生
活
を
チ
ェ
ッ
ク
し
よ
う
　
　
　
励

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鼎

1
、
す
わ
り
仕
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
だ
に
良
い
姿
勢
は
、
ひ
じ
関
鼎

　
重
い
も
の
を
持
ち
運
ん
だ
り
す
わ

り
仕
事
の
多
い
人
は
出
来
る
だ
け
腰

に
負
担
を
少
く
す
る
工
夫
が
必
要
で

す
。
た
と
え
ば
、
す
わ
り
仕
事
の
人

は
お
し
り
を
高
く
す
る
と
腰
に
ム
リ

が
か
・
ら
ず
足
も
し
び
れ
ま
せ
ん
。

2
、
か
が
み
仕
事

　
か
が
ん
で
仕
事
を
す
る
と
上
半
身

の
重
み
が
前
に
か
か
り
腰
や
背
が
の

び
て
腹
部
が
圧
迫
さ
れ
足
腰
の
屈
伸

が
苦
痛
に
な
り
ま
す
。
台
を
使
っ
て

腰
か
け
て
す
れ
ば
能
率
も
あ
が
り
腰

の
負
担
も
少
く
な
り
ま
す
。

3
、
腰
か
け
仕
事

　
腰
か
け
る
と
い
う
の
は
腰
痛
を
防

ぐ
上
で
理
想
的
で
す
が
、
机
と
椅
子

の
高
さ
は
か
ら
だ
に
合
っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。

　
机
が
高
い
と
左
の
ひ
じ
を
つ
き
前

か
が
み
に
な
る
た
め
、
背
骨
と
腰
に

負
担
を
か
け
ま
す
。
ま
た
椅
子
が
高

い
と
、
も
も
の
裏
を
強
く
圧
迫
し
て

血
液
の
循
環
を
さ
ま
た
げ
る
た
め
、

長
く
腰
か
け
て
い
る
と
足
が
は
れ
て

き
ま
す
。

纏
コ
器
霧
講
継
踏
集

の
が
理
想
的
で
す
・
　
　
　
　
　
　
備

、
　
　
　
　
　
　
　
　
四

4
立
荏
事
　
　
　
　
備

　
立
ち
仕
事
も
日
常
の
中
で
多
い
姿
創

甥
麓
鶉
甥
毎
騰
鷺
㎜

負
担
が
か
か
り
疲
れ
易
く
、
作
業
面
鼎

が
高
す
ぎ
る
と
力
も
入
ら
ず
肩
も
こ
榊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翻

り
ま
す
．
台
を
お
い
て
山
．
同
さ
の
調
諫

を
し
ま
し
ょ
う
．
　
　
　
　
翻

　
前
号
の
腰
痛
予
防
を
も
う
一
回
よ
鼎

ん
で
、
婦
人
科
検
診
の
と
き
の
チ
ラ
欄

シ
、
腰
痛
体
操
を
毎
日
の
生
活
に
と
欄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
榊

り
い
れ
て
下
さ
い
．
　
　
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
欄

　
貧
血
検
査
結
果
に
つ
い
て

　
今
年
の
貧
血
検
査
は
昨
年
に
比
し

8
2
・
8
％
と
い
う
い
い
成
績
で
お

わ
り
ま
し
た
。
異
常
の
あ
る
人
に
は

通
知
し
ま
す
が
、
異
常
な
し
の
人
に

は
通
知
を
し
ま
せ
ん
の
で
御
了
承
下

さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
欄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
囎
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翻
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8
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謬
7
．
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嘘
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．
一
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一
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昌
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醐

▽
印
鑑
の

　
　
　
登
録
と

　
　
　
　
　
　
証
明
△

　
印
鑑
の
登
録
と
証
明
の
事
務
は

役
場
の
戸
籍
の
窓
口
で
取
扱
っ
て

お
り
ま
す
が
、
印
鑑
登
録
と
証
明

の
こ
と
は
、
日
常
生
活
に
直
接
の

　
　
　
　
　
　
　
　
の

係
わ
り
が
な
い
こ
と
か
ら
、
一
部

の
人
を
除
い
て
一
般
に
あ
ま
り
知

ら
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
の
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。

　
そ
こ
で
今
回
か
ら
三
回
に
分
け

て
ご
く
簡
略
に
お
知
ら
せ
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
印
鑑
登
録
豆
知
識
ω

一
、
印
鑑
の
登
録
を
で
き
る
人

　
当
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録

さ
れ
て
い
る
人
、
　
（
外
国
人
登
録

原
票
に
登
録
さ
れ
て
い
る
人
を
含

む
）
は
印
鑑
の
登
録
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、
十
五
才
以
上
二

十
才
未
満
の
人
及
び
準
禁
治
産
者

は
、
法
定
代
理
人
又
は
保
佐
人
の

同
意
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
十
五
才
未
満
の
人
と
禁
治
産
者

は
登
録
で
き
ま
せ
ん
。

二
、
登
録
申
請
を
す
る
と
き

　
印
鑑
登
録
の
申
請
は
本
人
が
窓

口
で
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
病
気
等
で
本
人
が
申
請
で
き
な

い
場
合
は
、
委
任
証
書
を
添
え
て

代
理
人
が
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
申
請
の
際
は
写
真
の
は
っ
て
あ

る
免
許
証
又
は
、
許
可
証
を
持
参

さ
れ
る
と
、
本
人
の
確
認
に
便
利

で
す
。

　
本
人
の
確
認
が
で
き
な
い
時
は
、

保
証
人
が
必
要
で
す
。

　
次
回
は
、
登
録
印
鑑
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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銑
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卿

戸
籍
の
窓
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
七
月
分
受
付

醗
御
結
婚

小
堺
健
一
郎
・
若
井
つ
や
子

　
　
　
　
　
　
　
（
蓬
平
・
坂
口
）

醒
御
出
産

石
口
貴
子
　
父
松
男
　
母
寿
子

　
　
　
（
長
女
・
松
代
・
藤
次
郎
）

山
賀
由
佳
　
父
茂
　
母
喜
代
美

　
　
（
二
女
・
小
荒
戸
・
杉
ノ
沢
）

五
十
嵐
賢
司
　
父
登
　
母
浦
子

　
　
　
　
（
二
男
・
会
沢
・
弥
助
）

田
辺
智
子
　
父
一
志
　
母
光
子

　
　
　
（
長
女
・
寺
田
・
山
田
屋
）

鈴
木
美
恵
　
父
金
作
　
母
八
千
代

　
　
　
（
長
女
・
室
野
・
山
城
屋
）

万
羽
祐
二

魁
父
和
雄
　
母
て
る
こ

（
二
男
・
会
沢
・
石
原
）

お
悔
み

小
堺
寅
一
郎
80
歳

佐
藤
マ
ツ
ノ
8
6
歳

柳
　
ト
ク
　
7
5
歳

犬会儀
伏沢明

紺和源
　泉治
屋屋郎

高
野
賢
次
　
4
2
歳

五
＋
嵐
ト
ワ
7
1
歳

⊂ニン⊂　

、、”，少

松
代
福
寿
司

小
荒
戸
　
新
屋
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今日も

今
’夜も

　
九
月
は

　
　
お
年
寄
り
や

　
　
　
体
の
不
自
由
な
方
を

　
　
　
　
火
災
か
ら
守
ろ
う

　
火
災
の
と
き
、
自
力
で
避
難
す
る

こ
と
が
困
難
な
お
年
寄
り
や
、
体
の

不
自
由
な
方
の
安
全
対
策
に
つ
い
て

　
O
、
お
年
寄
り
や
身
の
不
自
由
な

　
方
を
、
一
階
の
避
難
し
や
す
い
部

　
屋
に
寝
か
せ
ま
し
ょ
う
。

　
口
、
お
年
寄
り
や
身
の
不
自
由
な

　
方
だ
け
を
残
し
て
外
出
し
な
い
こ

　
と
、
ど
う
し
て
も
外
出
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
隣
り
近
所

　
に
お
願
い
す
る
。

　
口
、
も
し
火
災
に
あ
っ
た
ら
、
お

　
年
寄
り
や
身
の
不
自
由
な
方
を
第

　
一
に
避
難
さ
せ
る
。

　
四
、
常
日
頃
か
ら
火
災
予
防
に
つ

　
い
て
、
家
族
内
で
話
し
合
い
ま
し

　
よ
・
つ
。

※
乾
燥
機
に
よ
る

　
　
　
火
災
を
な
く
そ
う

○
機
械
の
正
し
い
取
扱
い
方
法
確
認
。

の用心

火災予防シリーズ④

○
ま
わ
り
は
い
つ
も
整
理
し
、
燃
え

　
や
す
い
も
の
は
置
か
な
い
。

○
使
用
前
に
必
ず
点
検
を
す
る
。

○
使
用
中
温
度
が
高
く
な
り
す
ぎ
な

　
い
か
、
定
期
的
に
監
視
す
る
。

○
火
を
つ
け
た
ま
ま
給
油
し
な
い
。

○
バ
ー
ナ
ー
が
つ
ま
っ
て
い
な
い
か

　
時
々
点
検
す
る
。

家庭内での防災会議

消
火
器
の
訪
問

販
売
に
つ
い
て

ご
注
意
下
さ
い

曳

　
町
外
の
業
者
が
家
庭
に
訪
問
し
、

役
場
や
分
遣
所
の
名
前
を
出
し
て
高

く
販
売
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

　
役
場
と
分
遣
所
で
は
、
業
者
に
一

切
訪
問
販
売
の
指
示
は
出
し
ま
せ
ん

の
で
、
ご
承
知
下
さ
い
。

　
消
火
器
は
、
役
場
消
防
係
で
斡
旋

し
ま
す
．

　　　　と

2
，

、幽

安
全
な

と
こ
ろ

　
　
6

　
　
　
》

／
班

　
　
ん危

多

と
こ
ろ
ト

鞍…一一

認樋，1勧
、依甥、

　ノ／
履，

Ψ　∠

甲

の
し

お
年
寄
り
と
税
金
1

「　悔．　　　　　　禽　の

　　　　o　し！
） ト　　　　ヘーA

、　，響ち，、殺1

お算寄‘）ヒ税

　
九
月
十
五
日
は
敬
老
の
日
、
お
年

寄
り
を
敬
い
、
長
寿
を
祝
う
行
事
が

各
地
で
催
さ
れ
ま
す
。

　
国
の
重
要
な
し
ご
と
の
一
つ
に
社

会
福
祉
の
充
実
が
あ
り
、
老
齢
福
祉

年
金
の
給
付
や
保
護
施
設
の
拡
充
な

ど
い
ろ
い
ろ
な
施
策
を
行
っ
て
い
ま

す
。
税
金
面
で
も
お
年
寄
り
の
方
に

は
多
く
の
特
典
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
た
と
え
ば
、
六
五
歳
以
上
の
お

年
寄
り
で
年
間
の
所
得
金
額
が
一
〇

〇
〇
万
円
以
下
の
人
は
、
所
得
税
を

計
算
す
る
と
き
次
の
控
除
が
受
け
ら

れ
ま
す
。

①
　
老
年
者
控
除
　
所
得
控
除
の
一

　
つ
と
し
て
、
二
三
万
円
を
所
得
金

　
額
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
ま

　
す
。

②
老
年
者
年
金
特
別
控
除
国
民

　
年
金
や
厚
生
年
金
な
ど
の
公
的
年

　
金
や
恩
給
の
収
入
金
額
か
ら
七
八

　
万
円
を
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
ま

り

す
。

　
ま
た
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
て

い
る
七
〇
歳
以
上
の
お
年
寄
り
と
同

居
し
扶
養
し
て
い
る
納
税
者
は
、
通

常
の
老
人
扶
養
三
五
万
円
に
五
万
円

を
加
え
た
四
〇
万
円
を
差
し
引
く
こ

と
が
で
き
ま
す
．

　
く
わ
し
く
は
、
税
務
所
・
税
務
相

談
室
へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

ー
障
害
者
と
税
金
ー

　
国
で
は
、
身
体
の
不
自
由
な
方
な

ど
社
会
的
・
経
済
的
に
弱
い
立
場
に

あ
る
人
の
た
め
に
、
各
種
の
保
護
施

設
の
拡
充
を
図
る
こ
と
を
初
め
、
い

ろ
い
ろ
な
施
策
を
講
じ
て
い
ま
す
。

　
税
金
面
で
も
所
得
税
や
相
続
税
に

障
害
者
控
除
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と

と
も
に
心
身
に
障
害
の
あ
る
人
を
雇

っ
て
い
る
事
業
所
で
一
定
の
要
件
を

満
た
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
特
典

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
足
や
目
な
ど
の
不
自
由
な

方
が
利
用
す
る
も
の
で
、
本
人
又
は

家
族
が
運
転
す
る
小
型
普
通
乗
用
自

動
車
な
ど
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
手

続
に
よ
っ
て
物
品
税
が
免
除
さ
れ
ま

す
。
所
得
税
で
は
障
害
者
一
人
に
つ

き
二
三
万
円
、
特
別
障
害
者
は
三
一

万
円
の
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
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第
五
回
老
人
ク
ラ
ブ

　
　
　
囲
碁
将
棋
親
睦
大
会

　
七
月
十
日
渋
海
荘
で
十
八
名
の
選

手
の
間
で
熱
戦
が
行
な
わ
れ
た
、
成

績
は
次
の
と
お
り
で
す
。

囲
碁
の
部

　
金
賞

　
銀
賞

　
銅
賞

将
棋
の
部

　
金
賞

　
銀
賞

　
銅
賞

　
な
お
、

佐
藤
行
男

秋
山
利
作

横
尾
好
和

市
川
清
作

富
沢
五
作

鈴
木
貞
次
郎

室
野
老
ク

清
水
老
ク

峠
　
老
ク

大
平
老
ク

大
平
老
ク

松
代
老
ク

　
　
　
　
県
大
会
出
場
選
手
選
考
を

兼
ね
た
東
頸
城
郡
老
連
大
会
は
今
年

度
会
場
を
松
芝
山
町
凌
雲
閣
で
八
月

下
旬
に
開
か
れ
る
予
定
で
す
。

O
直
ワ
乱
ワ
島
▼
乱
ワ
乱
ワ
島
ワ
乱
ワ
画
ワ
乱
ワ
島
ワ
乱
ワ
島
ワ
鳥
ワ
島
ワ
島
ワ
乱
ワ
島
ワ
島
ワ
鳥
ワ
乱
ワ
鳥
ワ
乱
ワ
O
乱
ワ
島
》
島
ワ
O

　
相
沢
　
勇
君
国
体
出
場

　
　
　
－
松
代
分
遣
所
ー

　
第
3
7
回
国
民
体
育
大
会
県
予
選
会

に
お
い
て
型
の
部
で
優
勝
、
昨
年
の

「
び
わ
こ
国
体
」
に
つ
い
で
二
年
連

続
の
国
体
出
場
の
権
利
を
獲
得
し
ま

し
た
。

　
昨
年
の
国
体
で
世
界
大
会
強
化
選

手
を
敗
り
自
信
を
付
け
て
お
り
今
年

こ
そ
上
位
入
賞
を
と
意
気
込
ん
で
い

ま
す
。

一
、
昨
年
の
成
績

び
わ
こ
国
体
ベ
ス
ト
ー
6

56
年
県
選
手
権
大
会
型
優
勝

一
、
型
と
は

　
相
手
を
仮
想
し
て
の
突
き
、
蹴
り

受
け
の
攻
防
の
技
で
構
成
さ
れ
て
お

り
正
確
、
緩
急
、
強
弱
が
要
求
さ
れ

ま
す
。
現
在
5
0
種
類
位
伝
承
さ
れ
て

い
ま
す
が
受
け
主
体
の
型
が
多
い
の

で
す
。
型
の
第
一
動
は
必
ず
受
け
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
こ
れ
は
無
益
な
争

い
を
避
け
る
と
い
う
平
和
精
神
を
表

現
し
て
い
ま
す
．

誰
毅
声
國
田

　
新
た
に
成
人
と
な
っ
た
か
た
、
ま

た
は
こ
れ
か
ら
成
人
と
な
る
か
た
の

新
有
権
者
と
し
て
の
感
想
ま
た
は
、

選
挙
を
実
際
に
経
験
し
た
こ
と
な
ど

　
剣
道
教
室
の

　
　
　
　
お
知
ら
せ

　
当
連
盟
は
、
会
員
数
二
十
数
名
と

竺
育
協
会
の
中
で
も
小
さ
な
単
位
協

会
で
は
あ
り
ま
す
が
、
会
長
以
下
五

段
三
名
、
四
段
二
名
、
二
段
数
名
と
有

段
者
も
多
く
、
週
二
回
の
練
習
に
技

術
の
向
上
と
親
睦
を
深
め
て
い
ま
す
。

　
大
会
で
は
、
郡
青
年
大
会
、
東
部

大
会
、
郡
市
剣
道
大
会
な
ど
に
出
場

し
、
昨
年
は
郡
市
剣
道
大
会
（
十
日

町
市
及
び
魚
沼
郡
管
内
の
大
会
）
で

に
よ
り
政
治
、
選
挙
に
つ
い
て
感
じ

た
こ
と
の
感
想
文
を
募
集
し
て
い
ま

す
。國

　
二
〇
〇
〇
字
以
内

園
昭
和
三
十
六
年
一
月
一

　
日
か
ら
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
三

　
十
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
。

団
体
戦
三
位
、
個
人
戦
三
位
の
成
績

を
お
さ
め
ま
し
た
。

　
又
、
今
年
か
ら
は
剣
道
教
室
を
開

催
し
て
、
位
派
な
豆
剣
士
を
数
多
く

誕
生
さ
せ
よ
う
と
、
会
員
総
出
で
こ

の
教
室
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
現
在
の
参
加
者
は
、
十
八
名
で
、

毎
週
の
練
習
日
に
は
、
楽
し
そ
う
に

竹
刀
を
に
ぎ
り
し
め
な
が
ら
、
剣
道

の
基
本
を
習
っ
て
い
ま
す
。

　
尚
剣
道
教
室
の
参
加
申
込
み
は
、

左
記
の
教
室
開
催
日
に
会
場
に
こ
ら

れ
る
か
、
事
務
局
宛
に
電
話
申
込
み

〆
切
と
提
出
先
　
九
月
三
十
日
ま
で

　
に
役
場
内
選
挙
管
理
委
貝
会
へ

團　
新
潟
県
選
挙
管
理
委
員
会
で
審
査

　
し
、
優
秀
作
二
篇
、
入
賞
若
干
名

に
賞
状
及
び
記
念
品
を
差
し
上
げ
ま

す
。す

る
か
ど
ち
ら
か
の
方
法
で
申
込
み

下
さ
い
。

　
　
　
　
　
記

一
、
日
時
毎
週
月
曜
日

　
　
　
　
　
　
午
後
七
時
半
よ
り

二
、
会
場
松
代
小
学
校
体
育
館

三
、
対
象
者
　
小
学
校
四
年
生
以
上

　
　
　
　
　
　
男
女
を
問
わ
ず

四
、
事
務
局
連
絡
先

　
　
　
　
　
　
役
場
内
　
柳
　
久

　
　
　
　
　
　
電
話
七
－
二
二
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
線
　
三
六

　
電
報
電
話
局
か
ら

　
　
　
お
　
知
　
ら
　
せ

■
お
年
寄
り
や
体
の
不
自
由
な
方
の

た
め
の
電
話
が
あ
り
ま
す
。

　
電
電
公
社
で
は
、
お
年
寄
り
や
体

の
不
自
由
な
方
が
安
心
し
て
お
過
ご

し
で
き
る
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
電
話

機
を
開
発
し
、
そ
の
普
及
に
務
め
て

お
り
ま
す
。
ひ
と
り
暮
ら
し
の
お
年

寄
り
に
は
、
シ
ル
バ
ー
ホ
ン
“
め
い

り
ょ
う
”
を
、
耳
の
不
自
由
な
方
に

は
“
め
い
り
ょ
う
”
”
ひ
び
き
”
”
フ
ラ

ッ
シ
ュ
ベ
ル
”
　
”
シ
ル
バ
ー
ベ
ル
”

を
用
意
し
、
特
に
目
の
不
自
由
な
方

に
は
”
盲
人
用
ダ
イ
ヤ
ル
盤
”
を
差

　
　
　
　
　
　
ゆ

し
上
げ
る
こ
と
に
し
て
お
り
ま
す
。

料
金
等
詳
細
に
つ
い
て
は
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
松
代
電
報
電
話
局
七
ー
二
二
〇
〇

’

楠

■
電
話
新
設
（
五
月
～
七
月
）

海
老
公
民
館
　
七
ー
二
七
九
四
海
老

渡
辺
正
次
　
　
七
－
二
三
九
六
莇
平

増
田
憲
一
　
　
七
ー
二
五
二
〇
松
代

麻
衣
（
ク
ラ
ブ
）
七
i
二
七
九
五
〃

サ
ン
デ
ー
ゴ
ル
フ
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
七
ー
二
七
九
六
〃

㈱
山
崎
組

鈴
木
セ
ツ

猪
又
建
設

加
賀
田
組
㈱

道
先
商
店

七
－
三
八
八
九
〃

七
－
三
九
〇
七
〃

七
－
三
八
九
〇
〃

七
－
三
八
八
七
太
平

八
ー
二
五
七
四
室
野
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　文
芸

癒薩
髪

し
ぶ
み
句
会

七
月
二
十
二
日

室
野
克
雪
セ
ン
タ
ー

湯
上
が
り
の
肌
に
風
あ
り
遠
花
火

目
で
螢
追
い
つ
つ
話
聞
き
つ
づ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紅
茶

夏
潮
の
限
り
な
く
凪
ぐ
能
登
路
か
な

蝿
除
け
と
蚊
取
香
置
き
朝
の
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
淡
　
水

十
薬
を
軒
に
干
し
お
り
大
藁
屋

紫
陽
花
に
雨
の
上
が
り
て
な
お
白
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
花

老
杉
の
木
の
下
闇
に
墓
つ
づ
く

青
田
風
果
て
し
と
こ
ろ
に
墓
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
悠
　
歩

水
打
っ
て
青
物
店
の
夜
涼
し

神
の
灯
を
消
せ
ば
逃
げ
ゆ
く
火
取
虫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茶
水

老
鶯
の
声
枯
れ
て
い
る
暑
さ
か
な

峡
走
る
川
瀬
に
か
じ
か
の
声
涼
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
常
　
仙

賑
や
か
に
獅
子
が
舞
い
込
む
夏
祭

鎌
で
割
り
妻
と
分
け
合
う
野
良
西
瓜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
橘

風
鈴
は
鳴
ら
ず
短
冊
ゆ
れ
て
居
る

　
　
　
　
　
　
は
　
は

初
生
り
の
茄
子
老
母
の
手
へ
渡
し
け

り
　
　
　
　
　
　
　
　
枯
水

大
池
に
小
雨
の
ご
と
く
あ
め
ん
ぼ
う

木
蔭
に
て
草
摘
む
肩
に
蝉
時
雨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
草
　
人

老
人
会
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
で
汗
し
ぼ
り

小
鉢
菊
本
鉢
移
植
も
老
い
豊
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
　
明

紫
陽
花
の
し
お
れ
て
雨
の
こ
ぬ
ま
ま

に寄
る
辺
な
き
尼
の
葬
儀
や
蓮
花
切
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柄
史

雷
雨
き
て
俵
雨
よ
と
喜
べ
り

空
梅
雨
や
今
日
も
夜
明
け
の
空
あ
か

し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
　
沙

長
電
話
足
も
と
の
蚊
が
気
に
か
か
り

夕
涼
み
石
に
ぬ
く
も
り
残
り
居
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
千
代

汗
か
き
て
温
泉
風
呂
に
生
き
の
び
る

作
柄
も
半
夏
生
と
な
れ
ば
ほ
ぼ
決
ま

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
元

蒲
生
句
会

道
の
辺
の
泉
に
侍
す
る
古
茶
碗

夜
の
喜
雨
こ
じ
つ
け
て
酒
過
ご
し
お

り
　
　
　
　
　
　
　
　
耕
山

子
の
帰
省
近
く
ト
マ
ト
の
熟
れ
始
む

束
ね
た
る
ア
サ
ツ
キ
乾
く
梅
雨
ひ
で

り
　
　
　
　
　
　
　
　
鉄
堂

鴨
立
ち
て
峡
間
に
小
池
残
し
け
り

喜
雨
来
し
を
喜
び
て
妻
眠
り
だ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
　
　
日

ア
カ
シ
ョ
ビ
ン
声
も
と
ぎ
れ
て
喜
雨

は
げ
し

道
問
え
ば
土
工
の
頬
に
汗
光
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耕
人

旅
三
日
高
原
の
宿
夏
の
月

特
価
品
の
曲
が
り
し
胡
瓜
買
い
に
け

り
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
橘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ぬ

放
課
後
の
児
童
玄
関
蛇
の
衣

　
　
　
　
い
く
さ

ど
こ
か
に
戦
　
箸
辻
り
逃
ぐ
冷
奴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
龍
峰

今月の園芸メモ

（
ぐ
、

δ
＞
フ

枯れ草．枯れ芝．敷きわらをしいて，

根の部分を保護してやる

《r’

！
、
護

癩

　
夏
や
冬
は
草
花
の

　
根
本
を
守
る
こ
と
が
大
切

　
わ
が
国
で
栽
培
し
て
い
る
草
花
は

ほ
と
ん
ど
が
暖
地
産
で
す
か
ら
、
夏

の
暑
さ
や
、
冬
の
寒
さ
が
た
い
へ
ん

こ
た
え
ま
す
。

　
越
夏
に
は
日
光
を
遮
っ
て
高
温
化

を
防
ぐ
ほ
か
株
の
根
本
も
保
護
し
ま

す
。
植
物
は
根
も
と
が
熱
く
な
る
と

よ
く
な
い
か
ら
で
す
。
以
前
は
敷
き

わ
ら
と
い
い
わ
ら
を
使
い
ま
し
た
が
、

最
近
は
コ
ン
バ
イ
ン
等
の
普
及
に
よ

り
わ
ら
の
入
手
が
困
難
に
な
っ
て
参

り
ま
し
た
。
反
対
に
山
野
に
は
草
が

い
く
ら
で
も
あ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

松代町園芸愛好会

た
。
草
を
使
っ
て
根
本
を
守
っ
た
ら

よ
い
の
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ

ら
の
厚
さ
は
三
セ
ン
チ
く
ら
い
で
な

い
と
効
果
が
あ
り
ま
せ
ん
。
　
一
方
、

冬
は
霜
柱
に
よ
っ
て
根
の
う
き
上
が

る
の
を
防
ぐ
意
味
で
、
や
は
り
根
の

周
囲
に
敷
わ
ら
を
し
て
や
り
ま
す
。

枯
れ
草
は
軽
い
の
で
風
で
飛
ぶ
こ
と

も
あ
り
ま
す
か
ら
、
土
を
少
し
の
せ

て
や
れ
ば
風
で
飛
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま

せ
ん
。

　
夏
夏
マ
ル
チ
を
使
っ
て
お
る
人
も

お
り
ま
す
が
植
物
の
生
理
か
ら
考
え

る
と
敷
わ
ら
の
ほ
う
が
よ
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。


