
《人ロの動き》

7月1日現在

男3，H8（一6）女3、162（一5）計6，280（一l　l）

出生5　死亡7　転入6　転出15

．騰蟷」，

世帯数1，729（一5）
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町
民
待
望
の
総
合
グ
ラ
ン
ド
が
、
総
合
体
育

館
の
後
に
建
設
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
ど
、
長
谷
川

体
育
施
設
株
式
会
社
が
、
三
千
二
百
五
十
万
円

で
落
札
、
1
0
月
中
旬
完
成
を
目
標
に
工
事
が
進

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
附
帯
工
事
（
根
止

工
）
を
㈱
司
工
務
店
が
、
七
百
三
十
万
円
で
落

札
、
1
0
月
初
旬
を
完
成
に
着
手
さ
れ
た
。

施設の概要
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地
域
農
政
推
進
事
業
の
一
環
と
し

て
、
昨
年
よ
り
始
ま
っ
た
地
域
農
業

集
団
育
成
事
業
は
、
当
町
で
は
、
池

尻
・
福
島
・
峠
の
三
部
落
に
、
今
年

か
ら
新
た
に
田
野
倉
部
落
が
加
わ
り
、

四
集
団
が
ご
の
事
業
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
自
分
達
の
む
ら
の
農
業
を

と
り
ま
く
諸
問
題
を
、
皆
ん
な
で
考

え
、
話
し
合
う
こ
と
に
よ
り
解
決
策

を
見
い
出
そ
う
と
す
る
事
業
で
、
農

地
の
流
動
化
の
促
進
や
、
米
の
生
産

費
の
低
減
を
図
る
た
め
の
農
作
業
の

受
委
託
・
作
業
の
共
同
化
・
機
械
施

　　　　　　　　　　　　　　集団の活動

　　　　　②この集団の中で話し合いを行います。

●ほ場や作付地の集団化　　　　　　　　　　　　　●水田の作業をCさんたちに

　を図りましょう。　　　　　　、　　》ヒな　　　　お願いするわ。
●新しい作物を入れ、　　　惣　　　）

．lll≒さんに1く勧騎騰●讐謄お願い

まかせましょう・〆禽．伽D’

●3人で稲作の作業を担当しますよ。
●経営規模も拡大したいな。

●堆肥を皆さんに供給　　’L二二

　します。

●飼料作物を作る農地を借りたい。

設
の
共
同
利
用
等
へ
の
方
向
を
考
え

る
な
ど
、
兼
業
化
・
高
齢
化
が
進
ん

で
い
る
中
で
、
わ
が
村
の
農
業
の
将

来
を
ど
の
よ
う
に
し
て
い
っ
た
ら
良

い
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
落
で
話
し
合

い
の
中
で
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で

す
。　

こ
の
事
業
に
取
り
組
み
、
話
し
合

い
の
結
果
、
共
同
作
業
所
や
ト
ラ
ク

タ
ー
の
共
同
利
用
を
目
的
と
し
た
生

産
組
合
も
新
し
く
生
れ
、
す
で
に
活

動
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
困
っ
て
い
る
事
や
こ
う
し
た
い
と

思
っ
て
い
る
事
は
、
自
分
一
人
で
考

え
る
よ
り
、
皆
ん
な
で
話
し
合
え
ば

必
ず
何
ら
か
の
解
決
策
が
生
ま
れ
る

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
町
で
は
、
こ
の
事
業
を
今
後
さ
ら

に
集
団
を
増
や
し
て
進
め
て
い
く
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
本
年
度
か
ら
転
作
は
、
第
三
期
対

策
に
入
り
、
内
容
に
一
部
改
訂
が
あ

り
ま
し
た
が
、
農
家
の
皆
様
の
御
協

力
に
よ
り
、
県
か
ら
配
分
の
あ
っ
た

九
〇
・
二
㎏
に
対
し
、
九
二
・
八
㎞

の
実
施
が
見
込
ま
れ
、
一
〇
二
・
九

％
の
達
成
率
に
な
り
ま
し
た
。

　
転
作
の
形
態
は
い
ろ
い
ろ
で
あ
り

ま
す
が
、
第
三
期
対
策
よ
り
新
し
く

な
っ
た
加
算
制
度
に
つ
い
て
紹
介
し

ま
す
。

◎
地
域
特
産
作
物
加
算

　
市
町
村
ご
と
に
一
作
物
を
選
定
し
、

そ
の
産
地
形
成
を
促
進
す
る
た
め
に

加
算
金
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　
当
町
は
「
な
す
」
が
指
定
さ
れ
ま

し
た
が
、
今
年
の
作
付
け
は
、
三
一

戸
の
農
家
で
約
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
作

付
け
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
豪
雪
の
た

め
植
付
け
が
遅
れ
ま
し
た
が
、
す
で

に
出
荷
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
農
協

で
は
、
な
す
・
イ
ン
ゲ
ン
の
集
出
荷

所
も
建
設
さ
れ
た
こ
と
で
も
あ
り
、

今
後
さ
ら
に
作
付
け
の
拡
大
を
図
り
、

産
地
化
し
た
い
考
え
で
お
り
ま
す
。

◎
集
落
転
作
加
算

　
転
作
営
農
組
合
等
が
共
同
作
業
に

よ
っ
て
転
作
を
実
施
す
る
場
合
、
そ

の
作
物
に
加
算
金
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　
当
町
で
は
濁
の
大
豆
生
産
組
合
が

三
十
ア
ー
ル
の
大
豆
畑
を
、
全
戸
で

転
作
し
て
お
り
、
こ
の
加
算
対
象
と

な
り
ま
す
。
五
七
年
か
ら
始
め
て
、

昨
年
は
十
ア
ー
ル
当
り
二
八
三
㎏
の

収
量
が
あ
り
、
交
付
金
制
度
に
よ
る

有
利
販
売
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◎
団
地
化
促
進
加
算

　
転
作
田
が
お
お
む
ね
一
ヘ
ク
タ
ー

ル
（
当
町
は
○
・
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

以
上
の
団
地
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
場

合
に
対
象
と
な
り
ま
す
。
当
町
で
は

室
野
の
茶
屋
に
大
豆
の
団
地
が
あ
り
、

こ
れ
に
該
当
し
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
集
団
転
作
に
よ
り
奨

励
金
の
加
算
を
受
け
る
こ
と
も
今
後
、

推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で

す
。　

町
で
は
、
転
作
基
盤
整
備
を
促
進

し
、
営
農
条
件
の
改
善
を
図
る
た
め
、

町
単
補
助
制
度
（
別
表
）
を
設
け
て

お
り
ま
す
の
で
、
大
い
に
利
用
し
て

下
さ
い
。

〔別表〕

事業種目 補　　　助　　　金 採択基準

水田利

用再編

農地改

良事業

個人

O．1ha～

0．3ha未満
40％

O．3ha～

1．Oha未満
50％

水田利用再編対
一策にかかる水田
の転作畑造成事
業に必要な取付
道路、その他の
施設の新設また
は変更及び土壌
改良等

共同

0．1ha～

O．3ha未満
60％

O．3ha～

1．Oha未満
70％

ただし事業費
は、O．1ha当り
25万円を限度

、とする。
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保健衛生シリーズ⑱

　
夏
に
な
る
と
暑
さ
で
食
欲
が
お
ち
ま
す
。

　
胃
液
の
分
泌
が
減
リ
、
胃
の
ぜ
ん
ど
う
運
動
も

弱
く
な
る
な
ど
、
暑
さ
の
た
め
に
胃
の
働
き
が
低

下
し
食
欲
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　
そ
し
て
、
胃
の
働
き
が
衰
え
る
こ
と
は
、
夏
バ

テ
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
で
す
。

自

D
～
σ

ゆ

ヤ

0

δ

‘／

胃
腸
と
夏
バ
テ

　
夏
は
夜
が
短
く
、
暑
さ
で
寝
苦
し
い
た
め
睡
眠

不
足
に
な
り
が
ち
で
す
。
ま
た
、
大
量
の
汗
を
か

く
の
で
、
体
力
を
相
当
消
耗
し
ま
す
。
さ
ら
に
、

大
量
の
汗
と
と
も
に
体
内
の
塩
分
（
ナ
ト
リ
ウ
ム
）

が
い
っ
し
ょ
に
出
る
の
で
、
体
内
の
バ
ラ
ン
ス
が

崩
れ
、
消
化
に
も
悪
影
響
を
与
え
ま
す
。

　
こ
の
よ
、
つ
な
こ
と
か
ら
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う

ち
に
、
日
常
の
仕
事
が
オ
ー
バ
ー
ワ
ー
ク
と
な
っ

て
疲
れ
が
残
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

　
そ
の
た
め
に
、
胃
液
の
分
泌
も
、
胃
の
働
き
も

弱
く
な
り
、
食
欲
も
落
ち
て
、
ま
た
十
分
な
栄
養

補
給
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　
そ
の
結
果
、
本
来
な
ん
で
も
な
い
仕
事
ま
で
が
、

か
ら
だ
に
と
っ
て
オ
ー
バ
ー
ワ
ー
ク
と
い
っ
た
悪

循
環
が
繰
り
返
さ
れ
、
夏
バ
テ
に
な
っ
て
し
ま
う

の
で
す
。

胃
腸
の
健
康
轡
理

　
夏
バ
テ
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
次
の
よ
う
な
胃
腸

の
健
康
管
理
が
必
要
で
す
。

①
食
事
は
、
栄
養
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
、
と
く
に

た
ん
白
質
を
十
分
に
と
り
ま
す
。
暑
さ
で
食
欲
が

な
い
と
き
は
、
適
量
の
香
辛
料
を
使
う
と
胃
液
の

分
泌
を
う
な
が
し
、
食
欲
を
高
め
ま
す
。

②
脂
肪
分
の
高
い
食
物
は
、
胃
液
の
分
泌
、
ぜ
ん

ど
う
運
動
を
お
さ
え
る
働
き
が
あ
る
の
で
、
と
り

過
ぎ
な
い
よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

③
夏
は
汗
を
多
く
出
す
の
で
、
ど
う
し
て
も
電
解

質
が
減
り
や
す
く
な
り
ま
す
。
無
機
質
や
ビ
タ
ミ

ン
の
多
い
果
物
や
緑
の
野
菜
を
た
く
さ
ん
と
る
よ

う
こ
し
ま
し
ょ
う
。

　
食
事
の
時
間
は
規
則
的
に
し
、
よ
く
か
ん
で
食

べ
、
腹
八
分
目
を
守
り
ま
し
よ
う
。
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④
暑
い
か
ら
と
い
っ
て
水
の
ガ
ブ
飲
み
は
避
け
、

少
量
ず
つ
一
定
の
間
を
お
い
て
飲
む
よ
う
に
し
ま

し
よ
・
つ
。

⑤
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
栄
養
と
＋
分
な
睡
眠
を
と

り
過
労
を
避
け
る
こ
と
が
、
夏
の
胃
腸
の
健
康
に

い
ち
ば
ん
大
切
な
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
ま

し
よ
う
。

⑥
気
分
的
に
も
暑
さ
に
負
け
て
い
な
い
で
、
早
起

き
し
て
ラ
ジ
オ
体
操
を
す
る
な
ど
、
積
極
的
な
夏

バ
テ
解
消
法
も
考
え
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
ア
ル
コ
ー
ル
は
胃
か
ら
吸
収
さ
れ
る
と

き
、
粘
膜
を
刺
激
し
、
胃
液
の
分
泌
を
高
め
ま
す
。

ア
ル
コ
ー
ル
の
濃
度
が
高
い
と
、
胃
の
粘
膜
が
あ

れ
、
胃
壁
が
傷
つ
き
や
す
い
状
態
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
タ
バ
コ
も
胃
液
の
分
泌
を
さ
か
ん
に
し
、

胃
壁
の
流
れ
を
わ
る
く
し
ま
す
。

　
胃
腸
の
健
康
の
た
め
に
、
酒
も
タ
バ
コ
も
ほ
ど

ほ
ど
に
し
ま
し
ょ
う
。

食
中
奮
に
昌
用
心

　
高
温
多
湿
の
梅
雨
ど
き
か
ら
秋
ぐ
ち
に
か
け
て

は
、
微
生
物
が
食
品
を
栄
養
源
に
し
て
盛
ん
に
ふ

え
ま
す
。

　
こ
の
た
め
食
品
が
い
た
み
や
す
く
、
食
中
毒
に

か
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

　
次
の
よ
う
な
こ
と
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

①
食
べ
る
前
に
必
ず
手
を
洗
い
ま
し
ょ
う
．

②
食
器
や
調
理
具
を
常
に
清
潔
に
し
、
殺
菌
し
ま

　
し
よ
う
。

③
ご
き
ぶ
り
、
は
え
、
ね
ず
み
な
ど
有
害
な
動
物

　
を
駆
除
し
ま
し
ょ
う
。

④
食
物
は
清
潔
で
新
鮮
な
も
の
を
選
び
、
で
き
る

　
だ
け
火
を
通
し
、
低
温
で
保
持
す
る
よ
う
に
し

　
ま
し
ょ
う
。

　
た
だ
、
夏
の
冷
蔵
庫
は
開
け
た
ら
庫
内
の
温
度

　
が
高
く
な
る
の
で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
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辮’

．ら／

　　勤
ヴ家労
事と
の
分
担

　　纏
・古

　　冥灘議

　　＼

　
清
水
小
学
校
で
開
催
さ
れ
た
六
月

の
定
例
校
長
会
で
案
件
終
了
後
、
「
勤

労
生
産
教
育
」
を
テ
ー
マ
に
情
報
交

換
や
話
合
い
を
行
い
ま
し
た
。

　
情
報
交
換
の
中
で
は
、
低
学
年
が

ミ
ニ
ト
マ
ト
、
枝
豆
、
中
学
年
が
じ

や
が
い
も
、
と
う
も
ろ
こ
し
、
高
学

年
が
す
い
か
を
栽
培
し
て
い
る
と
い

う
実
益
型
、
水
稲
、
さ
つ
ま
い
も
を

栽
培
し
て
い
る
と
い
う
実
習
型
、
に

し
き
鯉
や
う
さ
ぎ
の
飼
育
を
し
て
い

る
と
い
う
動
物
愛
護
型
、
菊
作
り
に

挑
戦
し
て
い
る
と
い
う
高
尚
趣
味
型
、

お
年
寄
か
ら
わ
ら
細
工
の
手
ほ
ど
き

を
受
け
て
い
る
と
い
う
伝
統
継
承
型
、

部
活
に
入
っ
て
い
な
い
生
徒
に
じ
ゃ

が
い
も
、
豆
の
栽
培
を
さ
せ
て
い
る

と
い
う
生
き
が
い
対
策
型
、
そ
し
て
、

積
雪
期
の
非
常
口
除
雪
に
汗
を
流
し

て
い
る
と
い
う
消
防
署
推
賞
型
、
毎

週
火
曜
日
に
屋
外
清
掃
・
除
草
を
す

る
と
い
う
環
境
整
備
型
、
秋
の
農
繁

休
に
は
教
師
も
児
童
の
家
に
出
向
い

て
手
伝
い
た
い
と
い
う
師
弟
同
行
型

等
々
、
各
校
が
工
夫
を
こ
ら
し
て
生

産
教
育
に
取
組
ん
で
い
る
こ
と
が
浮

彫
に
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
勤
労
生
産
は
本
来
家
庭

で
体
験
さ
せ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
行
う
環
境
が
失
わ
れ
つ
つ
あ

る
こ
と
、
ま
た
学
校
教
育
の
分
野
と

し
て
も
、
発
達
段
階
に
応
じ
勤
労
の

尊
さ
、
生
産
の
喜
び
を
体
験
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
話
合
わ
れ
ま

し
た
。

　
関
連
し
て
、
よ
く
い
わ
れ
る
「
家

の
手
伝
い
」
の
「
手
伝
い
」
は
、
他

人
の
仕
事
を
助
け
る
意
味
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
は
代
償
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス

も
と
も
な
い
適
切
で
は
な
い
、
家
族

の
一
員
と
し
て
の
「
役
割
分
担
」
が

正
し
い
の
で
は
な
い
か
と
の
結
論
に

達
し
ま
し
た
。

　
さ
て
、
そ
の
家
庭
に
お
け
る
役
割

分
担
、
つ
ま
り
家
事
の
分
担
で
す
が
、

当
校
で
は
、
本
年
度
の
重
点
目
標
に

か
か
わ
っ
て
、
努
力
事
項
に
掲
げ
て

い
ま
す
。
学
期
末
毎
に
、
全
校
児
童

か
ら
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
て
報
告
し

て
も
ら
う
こ
と
に
し
て
い
ま
す
が
、

次
に
六
年
生
の
中
間
報
告
を
二
～
三

紹
介
し
ま
す
の
で
、
参
考
に
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

畿
嚢
薄

志郎柳

　
ぼ
く
は
お
ふ
ろ
の
そ
う
じ
を
し
て

い
ま
す
。
　
「
バ
ス
ピ
カ
」
を
ス
ポ
ン

ジ
に
し
み
こ
ま
せ
て
、
ゴ
シ
ゴ
シ
洗

い
ま
す
。
特
に
底
の
す
み
の
方
が
よ

ご
れ
る
の
で
集
中
的
に
洗
い
ま
す
。

最
後
に
シ
ャ
ワ
ー
で
ア
ワ
を
流
し
ま

す
。
次
に
洗
い
場
の
タ
イ
ル
を
洗
い

ま
す
。
ス
ポ
ン
ジ
で
タ
イ
ル
を
よ
く

こ
す
り
ま
す
。
す
み
の
方
は
き
た
な

い
の
で
バ
又
ピ
カ
を
使
い
ま
す
。
何

分
か
た
っ
て
シ
ャ
ワ
ー
で
ア
ワ
を
流

し
て
終
り
で
す
。

　
風
呂
の
そ
う
じ
は
楽
し
い
の
で
、

こ
れ
か
ら
も
つ
づ
け
て
や
り
ま
す
。市川佐久美

　
私
の
手
伝
い
は
、
朝
の
ち
ゃ
わ
ん

洗
い
と
フ
ロ
の
そ
う
じ
で
す
。
去
年

は
朝
と
夜
の
ち
ゃ
わ
ん
洗
い
で
し
た

が
、
夜
は
勉
強
を
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
こ
と
と
、
お
母
さ
ん
が
夜
、
よ

く
日
の
べ
ん
と
う
の
お
か
ず
作
り
を

し
な
く
な
っ
た
か
ら
で
す
。
夜
の
ち

ゃ
わ
ん
洗
い
の
か
わ
り
に
、
な
ぜ
フ

ロ
そ
う
じ
に
し
た
と
思
い
ま
す
か
。

そ
れ
は
、
バ
ス
マ
ジ
ッ
ク
リ
ン
を
つ

か
っ
て
洗
う
の
で
、
シ
ャ
ボ
ン
玉
遊

び
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
お
も
し
ろ

い
と
毎
日
で
き
て
い
い
で
す
。

布施正樹

　
ぼ
く
は
家
族
の
一
人
と
し
て
、
毎

朝
顔
を
洗
っ
て
か
ら
モ
ッ
プ
を
か
け

ま
す
。
最
初
の
頃
は
い
や
で
い
や
で

さ
ぼ
る
こ
と
だ
け
考
え
て
い
た
く
ら

い
で
す
が
、
い
ま
は
ち
が
い
ま
す
。

進
ん
で
や
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

進
ん
で
や
っ
た
日
の
朝
は
、
気
分
が

と
て
も
い
い
の
で
す
。
何
か
心
の
中

の
モ
ヤ
モ
ヤ
が
な
く
な
っ
た
よ
う
な

気
に
な
る
の
で
す
。

関谷裕明

　
ぼ
く
は
、
弟
と
二
日
交
代
で
、
玄

関
は
き
と
ぞ
う
き
ん
が
け
を
や
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
弟
が
玄
関
は
き
を

や
っ
て
い
る
時
に
は
、
ぼ
く
が
ぞ
う

き
ん
が
け
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
具

合
に
、
そ
れ
に
、
当
然
食
べ
た
後
の

茶
わ
ん
を
片
付
け
た
り
、
時
々
は
食

事
の
準
備
も
手
伝
う
。

　
で
も
、
前
は
「
や
り
た
く
な
い
な

あ
。
」
と
思
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ

た
。
で
も
さ
ぼ
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
、
自
分
に
与
え
ら
れ
た
仕
事
を
休

む
の
は
い
け
な
い
と
思
っ
た
か
ら
だ
。

　
こ
れ
か
ら
大
人
に
な
る
と
、
家
族

に
食
べ
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
と
き
に
は
、
つ
ら
い
こ
と
苦
し

い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
ぞ
う
き
ん
が
け

な
ん
て
月
と
ス
ッ
ポ
ン
だ
。
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安
全
運
転

稀
シ
リ
ー
ズ
⑬
㎜

動
一
4
｛
1
毒
璽
一
一
i
｛
璽
＝
一
一
噸
一
一
一
i
ξ
，
噸
∈
i
｛
1
も

　
昭
和
59
年
度
を
初
年
度
と
し
、
3

か
年
で
県
内
の
一
般
道
路
に
お
け
る

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着
用
率
を
4
0
％
、
ヘ

ル
メ
ッ
ト
は
70
％
以
上
に
向
上
さ
せ

る
こ
と
を
目
標
に
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
、

ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
推
進
県
民
運
動
を

展
開
中
で
あ
り
ま
す
。

　
め
ん
ど
う
が
ら
ず
、
シ
ー
ト
ベ
ル

ト
を
着
用
す
る
習
慣
を
つ
け
た
い
も

の
で
す
。

☆
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着
用
の
効
果

・
衝
突
事
故
が
起
き
た
場
合
、
そ
の

衝
撃
は
極
め
て
大
き
い
。
乗
員
の
死

亡
や
受
傷
は
、
こ
の
激
突
時
に
起
き

る
。・

こ
の
激
突
に
よ
る
被
害
を
軽
減
す

る
た
め
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
果
た
す

役
割
は
極
め
て
大
き
い
。
シ
ー
ト
ベ

ル
ト
を
し
て
い
る
か
い
な
い
か
に
よ

っ
て
生
死
を
分
け
る
結
果
と
な
る
。

・
衝
突
時
の
衝
撃
に
よ
っ
て
、
車
外

に
放
り
出
さ
れ
る
場
合
が
よ
く
あ
る
。

こ
の
車
外
放
出
を
防
止
す
る
た
め
に

き
わ
め
て
効
果
的
で
あ
る
。

　
ま
た
、
水
没
や
火
災
の
際
に
も
、

衝
突
時
に
意
識
不
明
に
な
る
こ
と
も

な
く
、
む
し
ろ
車
外
に
早
く
脱
出
で

き
る
。

・
常
に
正
し
い
運
転
姿
勢
が
保
た
れ

視
界
が
拡
大
し
、
事
故
を
未
然
に
防

ぐ
。・

未
着
用
の
場
合
に
比
べ
て
2
0
％
程

度
、
疲
労
が
軽
減
さ
れ
る
。

四輪乗員死亡者の損傷部位

，57．4％

11．9％

1．4％

17．3％

レ7．7％

0．7％10．7％

②肩ベルトはよじらない。

　　ベルトを締める時は、ベルトのよじれ

　がないように必ずチエックを。

①　腰ベルトは腰骨の位置に。

　　シートを調節し、正しい姿勢

　で座り、腰ベルトは胴を締めつ

　けないように必ず腰骨の位置で

　締める。

￥
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コ
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＼
｝
，

o

　
δ
ノ
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）

覇
雛
細
　

③バックルはカチッと音をさせて。

　　バックルはカチッと音がするまで、確

　実に差し込んでください。

へ3極募7

『
、
◎

．　も一＼≧
∠ノ　　　ノ＼／＼、ム

④長さ調節式（NLR）ベル
　トの場合は長さを調整する。

　　胸と肩ベルトの間に、にぎり

　こぶしひとつが入るくらいの余

　裕をもたせて、肩ベルトの長さ

　を調整。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

、
“
稲
－
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）
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、

●
　
へ
・

　
　
●

　
　
　
　
　
　
　
O

◎



川II””II“1川llllill“川1””lll川llil川lliII“1こうほう・まつだい（7月号）II”1川II”1”ll”ll”1“”llllll”II“Ill“”llIIII“1”llIlill川ll川ll”1“lllllllll”i”1”1川illlII”II“III”1””llllII”lll“II““川II“III川81il“1“Ill”II“llI

、
　
　
一
署

　　　　　　　　　　　　　娩

　　　　　　　　　マソ

　　　　　　　　i
　　　　　　　　裳

　　　　　　1：　　　　　多

　　　　輪

　　　　纂　　蓼

　　　　　　　　　　　き　　　　　　　　　鷺

　　　　　　　　　ぎ“

、
覧 　
難

　
　
　
　
ウ

　
　
　
　

　
　
　
F
繍

　
弩
　
　
編

　
　
さ

　
騨
穫
．
、
曳

　
　
急
、
驚
．
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．
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、
　
り

　
寺
田
部
落
の
お
い
た
ち
か
ら
現
在

に
至
る
ま
で
の
移
り
変
り
を
資
料
が

な
い
の
で
昔
か
ら
語
り
伝
え
ら
れ
て

来
た
事
を
想
い
出
し
な
が
ら
紹
介
し

ま
す
が
、
老
人
の
事
ゆ
え
、
間
違
い

も
あ
る
と
思
う
が
お
許
し
願
い
た
い
。

　
寺
田
部
落
は
、
松
代
本
町
の
西
北

約
七
・
六
キ
ロ
に
位
置
し
、
四
十
戸

足
ら
ず
の
小
部
落
で
あ
る
。

　
寺
田
と
言
う
部
落
名
は
、
そ
の
昔
、

今
の
蒲
生
の
松
泉
寺
が
寺
田
の
一
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
ぬ
ギ

高
い
所
、
現
在
の
字
大
貫
と
言
う
所

に
あ
っ
た
。
当
時
今
の
部
落
の
あ
る

当
り
は
、
お
寺
の
田
ん
ぽ
だ
っ
た
ら

し
い
。
そ
の
た
め
に
寺
田
と
呼
ぶ
様

に
な
っ
た
と
の
事
だ
。
当
時
お
寺
に

通
じ
る
坂
道
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

付
近
を
寺
の
坂
と
言
い
現
在
で
も
、

字
寺
坂
と
言
う
地
番
が
あ
る
。
そ
の

後
、
大
貫
が
地
す
べ
り
で
、
お
寺
は

諏
訪
峠
の
古
宮
の
下
に
土
佐
と
言
う

地
名
の
所
が
あ
る
が
そ
こ
へ
移
転
し

た
も
の
と
聞
く
。

　
部
落
の
お
い
た
ち
は
、
昔
牧
村
、

岩
上
の
福
楽
寺
の
親
家
の
人
で
力
の

強
い
男
が
お
り
、
あ
る
時
、
角
力
を

取
っ
て
相
手
を
投
げ
殺
し
て
し
ま
い

岩
上
に
居
ら
れ
な
く
な
り
、
石
畑
へ

逃
げ
て
来
た
。
そ
の
当
時
既
に
石
畑

に
は
、
つ
ん
ね
と
言
う
家
が
あ
り
そ

こ
で
匿
っ
て
も
ら
い
寺
田
に
住
み
つ

い
た
と
言
う
。
そ
れ
が
現
在
の
屋
号

本
家
で
、
井
上
の
姓
の
本
で
あ
る
。

　
何
代
目
か
定
か
で
は
な
い
が
、
本

家
に
男
の
兄
弟
が
四
人
お
り
、
長
男

が
庄
左
エ
門
、
次
男
が
庄
右
エ
門
、

三
男
が
武
左
エ
門
、
四
男
が
三
左
エ

門
、
と
名
付
け
ら
れ
て
お
り
、
次
男

以
下
三
人
は
、
各
々
分
家
に
出
さ
れ

た
。
次
男
、
三
男
は
自
分
の
名
前
を

屋
号
に
し
て
居
た
が
、
四
男
は
、
林

の
中
に
分
家
し
た
ら
し
く
林
と
呼
ぶ

様
に
な
り
、
現
在
も
各
々
そ
の
名
で

呼
ば
れ
て
い
る
．

　
こ
の
四
人
が
子
供
や
作
男
か
ら
女

中
に
至
る
ま
で
分
家
さ
せ
井
上
家
の

子
孫
を
増
や
し
た
と
聞
い
て
い
る
。

　
高
橋
家
の
姓
は
、
地
名
、
土
佐
と

言
う
所
に
五
郎
左
エ
門
と
言
う
人
が

居
た
が
、
地
す
べ
り
に
あ
い
寺
田
へ

来
た
。
屋
号
を
大
下
と
呼
び
寺
田
へ

来
た
の
は
本
家
の
次
、
先
祖
は
武
田

の
落
武
者
ら
し
く
、
武
田
の
家
紋
で

あ
っ
た
。
諏
訪
峠
の
古
宮
の
下
に
オ

シ
タ
の
馬
場
と
言
う
所
が
あ
る
が
今

で
も
は
っ
き
り
と
そ
の
想
影
を
残
し

て
い
る
。
そ
の
時
の
地
す
べ
り
で
、

松
泉
寺
は
蒲
生
へ
五
郎
左
エ
門
は
、

寺
田
へ
来
て
高
橋
家
の
本
と
な
っ
た
。

そ
の
関
係
で
高
橋
家
の
大
下
と
、
松

泉
寺
は
深
い
縁
が
あ
る
。
高
橋
家
も

最
盛
期
に
は
七
、
八
軒
あ
っ
た
が
、

現
在
で
は
一
軒
も
残
っ
て
い
な
い
。

残
念
な
事
だ
。

　
次
に
田
辺
家
、
中
沢
家
、
に
つ
い

て
述
べ
て
見
る
。
こ
の
両
家
は
昔
は

天
屋
原
と
言
い
諏
訪
峠
の
分
村
で
あ

っ
た
が
、
大
正
四
年
に
寺
田
と
合
併

す
る
。
両
家
共
益
々
健
在
で
あ
る
。

　
次
に
山
岸
家
で
あ
る
が
、
石
畑
と

言
う
地
名
で
、
一
沢
越
え
た
儀
明
よ

り
に
あ
る
が
、
こ
の
地
に
住
む
家
は

全
部
山
岸
の
姓
で
あ
る
。
お
そ
ら
く

本
家
の
先
祖
を
匿
っ
て
く
れ
た
、
つ

ん
ね
と
言
う
家
が
先
祖
と
推
定
さ
れ

る
。
最
盛
期
に
は
十
七
、
八
戸
位
あ

っ
た
が
今
で
は
残
り
少
な
い
淋
し
い

事
だ
が
寺
田
よ
り
古
い
事
は
確
だ
。

し
か
し
昔
か
ら
同
一
の
部
落
で
来
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
寺
田
と
石
畑
の

ち
ょ
う
ど
中
間
に
松
苧
神
社
が
建
立

さ
れ
て
お
り
昔
か
ら
そ
の
位
置
が
変

っ
て
い
な
い
。

　
昭
和
二
十
五
年
に
儀
明
線
が
改
良

工
事
さ
れ
、
神
社
が
道
下
に
な
っ
た

の
で
道
上
に
移
転
し
た
が
、
建
物
は

昔
の
も
の
そ
の
ま
ま
の
も
の
で
あ
る
。

　
寺
田
も
一
時
は
急
速
な
転
出
が
あ

っ
た
が
、
現
在
で
は
国
道
三
五
三
号

線
の
開
通
を
楽
し
み
に
落
ち
つ
き
を

取
り
も
ど
し
て
い
る
。
早
急
な
開
通

を
望
ん
で
い
る
．

　
県
、
町
、
当
局
の
御
尽
力
に
よ
り

今
冬
よ
り
無
雪
に
し
て
頂
け
る
と
の

事
感
謝
し
て
い
る
。

　
次
に
学
校
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
9
ぺ
ー
ジ
ヘ
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8
ぺ
ー
ジ
よ
り

本
家
の
井
上
仙
蔵
と
言
う
人
が
仙
納

部
落
か
ら
も
ら
っ
て
来
て
建
て
ら
れ

た
。
そ
の
頃
仙
納
部
落
に
室
岡
さ
ん

と
言
う
資
産
家
が
お
り
、
県
会
議
員

ま
で
や
ら
れ
た
人
物
が
お
ら
れ
た
。

議
員
当
時
新
潟
市
民
に
江
戸
角
力
を

三
日
間
も
買
い
切
り
で
無
料
で
見
せ

た
と
言
わ
れ
た
大
物
で
あ
っ
た
ら
し

い
。
井
上
庄
蔵
さ
ん
は
、
そ
の
室
岡

家
か
ら
お
嫁
さ
ん
を
も
ら
っ
て
お
ら

れ
た
と
の
事
、
そ
ん
な
関
係
で
学
校

も
も
ら
っ
て
来
て
建
て
ら
れ
た
も
の

と
聞
い
て
お
る
。
当
時
よ
り
北
山
分

校
だ
っ
た
が
、
昭
和
二
十
年
に
蒲
生

小
学
校
寺
田
分
校
と
な
り
以
後
、
校

舎
も
移
転
新
築
さ
れ
現
在
に
至
っ
て

い
る
。
昭
和
二
、
三
十
年
頃
の
最
盛

期
に
は
児
童
数
も
百
二
、
三
十
人
位

い
た
が
現
在
で
は
、
た
っ
た
の
五
人

と
言
う
淋
し
さ
で
あ
る
。
近
い
将
来

に
も
っ
と
大
幅
に
増
し
て
ほ
し
い
と

念
じ
て
い
る
。

　
次
に
石
油
に
つ
い
て
、
明
治
の
初

期
と
想
わ
れ
る
、
秀
太
郎
老
人
の
孫

じ
い
さ
ん
の
時
代
と
言
わ
れ
る
頃
、

地
名
半
ノ
木
平
と
言
う
所
に
手
堀
り

の
石
油
井
戸
が
あ
り
、
石
油
の
質
は

良
質
の
も
の
が
出
た
と
聞
い
て
い
る

が
地
す
べ
り
の
た
め
廃
抗
と
な
っ
た
。

そ
の
当
時
に
使
用
さ
れ
た
ポ
ン
プ
を

タ
タ
ラ
と
言
っ
た
も
の
だ
そ
う
だ
。

六
尺
角
位
で
箱
を
二
つ
重
ね
た
様
な

も
の
で
足
で
踏
ん
で
鍛
治
屋
の
フ
イ

ゴ
の
様
な
仕
掛
け
に
な
っ
て
お
り
、

横
に
大
き
な
桶
を
置
き
そ
れ
に
石
油

を
溜
め
た
も
の
だ
そ
う
だ
。
秀
太
郎

さ
ん
の
孫
じ
い
さ
ん
が
そ
う
言
う
も

の
が
好
き
で
集
め
て
あ
り
、
そ
の
道

具
一
式
も
秀
太
郎
老
人
の
若
い
頃
ま

で
残
っ
て
い
た
が
今
は
何
も
残
っ
て

い
な
い
ら
し
い
。

　
次
に
塩
の
道
に
つ
い
て
少
し
述
べ

て
見
よ
う
。

　
上
杉
家
か
ら
武
田
家
へ
塩
を
送
っ

た
話
が
あ
る
が
、
そ
の
一
部
を
こ
の

街
道
を
牛
で
運
ん
だ
も
の
だ
そ
う
だ
。

そ
の
当
時
、
秀
太
郎
さ
ん
の
家
の
裏

が
平
で
広
い
の
で
牛
を
つ
な
い
で
休

み
場
所
に
な
っ
て
い
た
も
の
だ
と
聞

い
て
い
る
。
そ
の
時
の
牛
の
フ
ン
に

草
の
種
子
が
あ
っ
た
ら
し
く
普
通
の

芝
草
よ
り
目
立
っ
て
長
く
の
び
、
寺

田
で
は
雷
草
と
呼
ん
で
い
た
と
言
う
。

秀
太
郎
さ
ん
の
子
供
の
頃
ま
で
残
っ

て
い
た
が
今
で
は
影
も
な
い
。

　
当
部
落
に
は
何
も
珍
し
い
も
の
は

な
い
が
、
県
指
定
文
化
財
と
し
て
、

イ
ロ
ハ
か
え
で
と
言
う
大
木
が
あ
る
。

周
囲
二
⊥
ハ
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
二
十

メ
ー
ト
ル
、
樹
令
推
定
三
百
年
と
言

わ
れ
、
指
定
さ
れ

た
時
は
県
に
二
本

し
か
な
い
も
の
と

言
わ
れ
た
が
、
そ

の
う
ち
の
一
本
は

老
朽
で
枯
れ
て
し

ま
い
現
在
で
は
一

本
し
か
残
っ
て
い

な
い
と
言
う
貴
重

な
も
の
と
聞
く
。

井
上
政
身
さ
ん
宅

の
庭
に
そ
び
え
立

っ
て
お
り
、
秋
の

紅
葉
時
が
見
物
だ
。

寺
田
へ
お
越
し
の

節
は
、
御
観
覧
下

さ
い
。

柏
崎ノ

信
州
へ

診
妻
有

、

題
　
　
　
　
名
ケ
山

　
“

　
　
4
　
　
　
　
　
松
代

　
　
り

黒
姫
山

太線が塩を運んだ

塩街道と言う。

峯
村
五
ヶ
村

松
之
山

六
十
六
ケ
村

田
野
倉

諏
訪
峠

○
寺
田

旭
村

大
平

明
治
中
期
頃
よ
り
米
を
運
ん
だ
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小
さ
な
積
み
重
ね
が

　
　
　
　
大
き
な
・
福
祉

尭勤

1締

“
㎜
…
…
…
い
濃

ゆ
一

‘

　
だ
れ
で
も
で
き
る
、

　
　
　
“
収
集
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
”

　
収
集
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
ロ
ー
タ

ス
・
ク
ー
ポ
ン
、
不
要
に
な
っ
た
切

手
な
ど
を
集
め
て
、
お
年
寄
り
や
身

体
の
不
自
由
な
人
の
た
め
に
役
立
て

る
も
の
で
す
．

身
近
な
所
で
活
動
で
き
る
収
集
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
何
か
し
た
い
が
体

力
的
に
無
理
が
で
き
な
い
と
か
、
家

を
空
け
ら
れ
な
い
、
と
い
っ
た
事
情

の
あ
る
人
に
と
っ
て
、
最
も
適
し
た

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
い
え
る
で
し

よ
う
。〔

ロ
ー
タ
ス
・
ク
ー
ポ
ン
〕

　
ロ
ー
タ
ス
・
ク
ー
ポ
ン
は
、
お
近

く
の
お
店
や
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

で
売
っ
て
い
る
日
用
品
や
食
料
品
に

印
刷
さ
れ
て
お
り
、
商
品
に
よ
っ
て

一
点
と
か
五
点
と
い
っ
た
点
数
が
つ

い
て
い
ま
す
。

　
ロ
ー
タ
ス
・
ク
ー
ポ
ン
を
集
め
る

と
、
そ
の
合
計
点
数
に
よ
っ
て
、
車

い
す
や
ポ
ー
タ
ブ
ル
浴
槽
な
ど
の
福

祉
に
役
立
つ
商
品
と
交
換
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、
手
動
式
車

い
す
は
五
万
九
千
六
百
点
、
毛
布
は

一
万
二
千
点
で
交
換
で
き
ま
す
。
ま

た
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金
と
し
て
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
振
興
に
協
力

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
さ
あ
、
わ
た
し
た
ち
の
家
庭
や
職

場
に
埋
も
れ
て
い
る
ロ
ー
タ
ス
・
ク

ー
ポ
ン
を
集
め
て
、
お
年
寄
り
や
身

体
の
不
自
由
な
人
の
た
め
に
役
立
て

ま
し
ょ
う
。
一
人
で
集
め
る
だ
け
で

な
く
、
家
族
や
友
人
、
職
場
の
人
な

ど
に
も
協
力
を
呼
び
か
け
れ
ば
、
収

集
も
早
く
な
り
ま
す
。

集
め
た
ロ
ー
タ
ス
・
ク
ー
ポ
ン
は
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
推
進
し
て
い

る
最
寄
り
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ

ー
や
社
会
福
祉
協
議
会
に
届
け
て
く

だ
さ
い
。
こ
れ
ら
の
機
関
で
は
、
み

な
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
ク
ー
ポ
ン

券
を
活
用
し
、
お
年
寄
り
や
身
体
の

不
自
由
な
人
々
の
福
祉
に
役
立
て
て

く
れ
ま
す
．

③乞也る

異性との交際
　　　中学3年の娘に、時々、同級生の男の子から電

話がかかってくる。文通もしているという。2人はお

互い好意をもって、つきあっているようだ。親として

は「まだ早い。とにかく勉強してほしい」というのが

ホンネ。できることならやめさせたいが……。

　皆さんは、どうお考えですか。

■気持ちのゆとりが理解への第一歩

　勉強がおろそかになりはしないか、興味本位に“性。

へ傾いていきはしないか　　親にしてみれば、気がか

りなことでしょう。心配のあまり、男女交際について

否定的になる親が多いようです。最近の社会風潮など

からみて、無理から搬一面もあると思われます。

　といって、子供たちの男女交際すべてに、かたくな

な態度をとるのは考えものです。思春期ともなれば、

異性への関心が出てくるのは、むしろ自然なことで、

男女交際が始まったからといって、何ら驚くべきこと

ではありません。

　お父さん、お母さん、自分の10代のころを思い出し

てみてください。異性への関心・興味は、当然あった

はずです。自分の過去を振り返る気持ちのゆとりが、

子供たちを理解する第一歩になると思います。

　ただ、自分たちの子供のころの“物差し”で今の男

女関係を判断するのは、考えものです。時代背景や子

供たちをとりまく社会環境が、昔と今とではかなり違

ってきているからです。

■オープンに話し合おう

　「○○さんとおつきあい？ぜひお母さんにも会わ

せてほしいわ」　　親は、子供の男女交際を自然な形

で、ゆとりをもって受けとめてほしいものです。子供

は、オープンにされることによって、交際について責

任と自覚をもつようになるものです。

　「好き」という感情を、「いけません」と言って消失

させることなどできるものではありません。それなら

ば、オープンに子供と話し合い、これからの交際につ

いて、親のほうからも積極的に助言をしていくほうが

よいでしょう。

■厳しい質問は逆効果

　何が何でも交際を断たせようとするあまり、厳しく間

いただしたりするのは、間題をこじれさせるだけです。

子供にしてみれば、単なる友だちとしてつきあってい

るだけなのに、と親の一方的な決めつけに反発。

　「信じてくれないのなら、いいよ」

　「もう話さないから」

　もともと何でもなかったことが、一転して“重大な

事態、に様変わりしかねません。

　子供は、親に隠れて交際しなければならなくなり、

2人だけの秘密をもつようになる　　親が最も恐れて

いた性的な関係に陥り、非行へのきっかけにならない

とも限りません。

　子供にとって必要なのは説教ではなく、信頼関係に

基ずく助言であることを忘れたくないものです。
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目
覚
め
か
ら
就
寝
ま
で
麺
翅
麺
纏
雛
遜
羅

淵
彗
り
考
ム
の
看
護
法
②

　
口
の
中
の
手
入
れ

　
口
の
中
は
、
細
菌
が
多
く
食
物
の

残
り
か
す
な
ど
も
あ
り
ま
す
の
で
、

い
つ
も
清
潔
に
し
て
お
き
た
い
も
の

で
す
。
朝
起
き
た
と
き
や
夜
寝
る
前

に
は
必
ず
、
で
き
れ
ば
毎
食
後
に
も

歯
を
み
が
き
ま
し
ょ
う
。

　
歯
み
が
き
の
た
め
の
準
備
は
、
ま

ず
ま
く
ら
の
上
と
襟
も
と
に
タ
オ
ル

を
当
て
て
く
だ
さ
い
。

　
〈
自
分
で
で
き
な
い
場
合
〉

▼
重
塩
水
（
重
曹
茶
さ
じ
一
杯
、
食

塩
茶
さ
じ
二
分
の
一
杯
を
コ
ッ
プ
一

杯
の
水
で
と
い
た
も
の
）
を
、
割
り

ば
し
の
先
に
綿
を
巻
い
た
綿
棒
に
つ

け
、
奥
歯
と
口
の
奥
を
ふ
き
ま
す
。

上
下
の
歯
の
前
後
面
、
歯
ぐ
き
な
ど

の
細
か
い
と
こ
ろ
は
、
つ
ま
よ
う
じ

に
綿
を
巻
い
た
綿
棒
を
何
度
も
と
り

か
え
て
ふ
く
よ
う
に
し
ま
す
。

　
み
が
き
終
わ
っ
た
ら
水
を
ふ
く
ま

せ
、
す
す
が
せ
て
か
ら
容
器
に
吐
か

せ
て
く
だ
さ
い
。
容
器
は
イ
ン
ス
タ

ン
ト
ラ
ー
メ
ン
な
ど
の
カ
ッ
プ
を
使

う
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
入
れ
歯
の
手
入
れ

　
入
れ
歯
は
、
朝
夕
は
必
ず
、
食
後

に
も
、
歯
ブ
ラ
シ
を
使
っ
て
水
道
の

水
で
十
分
に
流
し
洗
い
し
ま
す
。
入

れ
歯
を
は
め
る
と
き
は
、
一
度
水
に

浸
す
と
、
ぬ
れ
て
い
て
口
に
は
ま
り

や
す
い
も
の
で
す
。

　
意
識
が
は
っ
き
り
し
な
い
お
年
寄

り
の
場
合
は
危
険
な
の
で
、
食
事
の

と
き
以
外
は
は
ず
し
て
お
き
ま
し
ょ

　
　
　
　
　
　
　
　
う
。
ま
た
、
意

必
　
　
し
た
人
も
、
小

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
入
れ
歯
は

朝、夜1よ

本入の希望にそって

寝
る
前
に
は
ず

し
て
、
水
を
入

れ
た
容
器
の
中

に
入
れ
て
お
き

ま
す
。頭

髪
の

手
入
れ

　
男
性
の
場
合

は
、
そ
っ
と
と

か
し
て
あ
げ
る

だ
け
で
簡
単
で

す
が
、
女
性
の
場
合
は
髪
を
長
く
伸

ば
し
て
い
る
と
手
入
れ
が
た
い
へ
ん

で
す
。
お
年
寄
り
が
納
得
す
れ
ば
、

髪
を
短
く
し
た
ほ
う
が
手
入
れ
し
や

す
く
、
寝
乱
れ
た
感
じ
に
な
り
ま
せ

ん
。　

基
本
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
手
順

で
行
う
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

①
ま
く
ら
の
上
と
布
団
の
襟
も
と
を

　
タ
オ
ル
で
覆
う

②
き
れ
い
な
く
し
で
髪
を
と
か
す
。

　
髪
が
長
い
と
き
は
、
片
手
で
分
け

　
て
持
ち
、
毛
先
か
ら
次
第
に
地
肌

　
の
ほ
う
へ
と
静
か
に
と
く

　
も
つ
れ
た
と
き
は
、
ヘ
ア
・
ロ
ー

シ
ョ
ン
か
、
ぬ
る
ま
湯
に
ア
ル
コ
ー

ル
を
数
滴
た
ら
し
た
も
の
を
く
し
に

つ
け
、
少
し
ず
つ
分
け
て
と
か
す
と

ス
ム
ー
ズ
に
と
け
ま
す
。

③
希
望
に
よ
っ
て
髪
を
分
け
、
左
右

　
に
三
つ
あ
み
に
し
た
り
、
頭
の
上

　
の
ほ
う
に
ま
と
め
る

　
後
頭
部
（
う
な
じ
）
に
ま
げ
を
作

る
の
は
、
頭
痛
や
睡
眠
不
足
の
原
因

に
な
る
の
で
避
け
ま
し
ょ
う
。
髪
の

形
を
本
人
の
希
望
に
そ
う
よ
う
に
し

て
あ
げ
る
こ
と
は
、
お
年
寄
り
が
楽

し
い
一
日
を
送
る
上
で
も
大
切
な
こ

と
で
す
。

　
お
年
寄
り
の
身
じ
ま
い
の
手
伝
い

は
、
な
ご
や
か
な
会
話
を
交
わ
し
な

が
ら
行
い
ま
し
ょ
う
。
同
時
に
、
お

年
寄
り
の
心
と
体
の
状
態
も
よ
く
観

察
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
寝
た
き
り
の
人
で
も
手
を

使
え
る
場
合
は
、
入
れ
歯
の
出
し
入

れ
や
、
口
を
す
す
い
だ
り
顔
を
ふ
く
こ

と
な
ど
は
自
分
で
す
る
よ
う
に
す
す

め
ま
し
ょ
う
。
日
常
生
活
を
自
分
の

力
で
す
る
こ
と
が
、
そ
の
人
の
生
き

が
い
に
つ
な
が
る
か
ら
で
す
。

獣
騰
の
百
科
シ
リ
ー
ズ
⑮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
野
島
歯
科
医

　
歯
の
移
植
に
つ
い
て

　
歯
の
移
植
と
は
、
歯
の
抜
け
た
と

こ
ろ
に
、
元
の
歯
と
同
じ
よ
う
に
天

然
の
歯
や
人
工
の
歯
を
植
え
る
事
を

言
い
ま
す
。

　
移
植
に
は
、
歯
そ
の
も
の
を
移
植

す
る
方
法
と
、
人
工
の
材
料
を
移
植

す
る
方
法
の
二
通
り
が
あ
り
ま
す
。

　
　
歯
自
体
の
移
植

　
事
故
な
ど
で
自
分
の
歯
が
ぬ
け
落

ち
た
時
、
そ
の
歯
を
そ
の
ま
ま
元
の

位
置
に
植
え
た
り
、
奥
歯
が
悪
く
な

っ
た
時
、
そ
れ
を
抜
い
て
親
知
ら
ず

と
入
れ
替
え
る
事
を
し
ま
す
。
こ
の

方
法
は
、
か
な
り
の
成
功
率
を
お
さ

め
て
い
ま
す
．

　
　
人
工
臓
器
（
歯
）
の
移
植

　
入
れ
歯
が
ど
う
し
て
も
嫌
い
で
入

れ
て
い
る
事
が
で
き
な
い
人
や
、
顎

の
骨
が
や
せ
て
入
れ
歯
が
安
定
し
な

い
人
に
対
し
て
、
金
属
を
顎
の
骨
の

中
に
植
え
て
、
そ
の
上
に
歯
を
作
る

事
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
自
分
の
歯

で
咬
ん
で
食
事
を
し
て
い
る
感
じ
と

な
り
、
歯
が
な
く
な
る
以
前
の
状
態

に
回
復
し
ま
す
。

　
一
方
、
現
在
あ
る
歯
が
弱
っ
て
、

動
揺
の
強
い
歯
に
対
し
て
、
歯
の
中

心
を
貫
い
て
骨
の
中
に
ピ
ン
を
ね
じ

込
ん
で
固
定
し
、
歯
の
動
揺
を
抑
え
、

歯
の
寿
命
を
長
く
す
る
方
法
が
あ
り

ま
す
。

　
こ
れ
ら
に
使
用
す
る
人
工
臓
器
材

料
と
し
て
、
チ
タ
ニ
ウ
ム
、
α
ー
Q

陥
合
金
、
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
、
カ
ー
ボ

ン
な
ど
が
あ
り
、
最
近
特
に
、
生
体

適
合
性
の
優
れ
た
ア
パ
タ
イ
ト
セ
ラ

ミ
ッ
ク
ス
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
後
、
材
料
の
進
歩
や
移
植
技
術

向
上
に
よ
り
、
入
れ
歯
な
ど
の
い
ら

な
い
時
代
に
な
る
事
も
夢
で
は
な
く

な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
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叢．

重
権
潅
暑
ず

望
ま
し
い
日
本
型
食
生
活
を
め
ざ
し
て

　
フ
ロ
テ
ィ
ン
ス
コ
ア
が

一
〇
〇
を
示
す
の
は
、
理

想
的
な
タ
ン
パ
ク
質
食
品

と
い
わ
れ
る
卵
で
す
が
、

こ
れ
に
対
し
て
、
お
米
は

七
八
。
小
麦
粉
（
五
六
）

や
”
畑
の
肉
”
と
い
わ
れ

る
大
豆
（
五
六
）

し
、
牛
乳
（
七
四
）

安
く
て
栄
養
価
の
高
い
お
米

　
タ
ン
パ
ク
質
の
栄
養
価
値
は
、
プ

ロ
テ
ィ
ン
ス
コ
ア
（
タ
ン
パ
ク
価
）

で
表
わ
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
数
値

が
高
い
ほ
ど
、
良
質
の
タ
ン
パ
ク
質

食
品
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

　
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

④

三
人
に
一
人
は
お
米
を
誤
解

　
お
米
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
イ
メ

ー
ジ
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
三
人
に
一

人
が
「
お
米
を
食
べ
る
と
太
る
」
と

思
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た

（
全
国
農
協
中
央
会
調
べ
）
。
こ
の
イ

鰯
獲
魏

米
を
食
べ
る
と
太
る

　
　
　
　
　
　
　
を
大
き
く
引
き
離

　
　
　
　
　
　
　
　
や
牛
肉
（
八
○
）

な
ど
と
ほ
ぼ
同
じ
レ
ベ
ル
に
あ
り
ま

す
。　

さ
ら
に
他
の
食
品
と
比
較
し
て
、

価
格
が
手
ご
ろ
な
こ
と
も
お
米
の
魅

力
の
一
つ
で
す
。
タ
ン
パ
ク
質
十
グ

ラ
ム
を
摂
取
す
る
場
合
の
単
価
を
比

較
し
ま
す
と
、
牛
肉
（
中
）
百
七
十

二
円
、
牛
乳
八
十
九
円
に
対
し
、
お

米
は
五
十
三
円
。

　
”
良
質
”
で
”
安
い
”
お
米
は
、

名
実
と
も
に
優
良
食
品
と
い
え
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

茶
わ
ん
一
杯
の
力
ロ
リ
ー
は

　
　
　
厚
切
ト
ー
ス
ト
と
同
じ

　
で
は
、
ご
飯
の
カ
ロ
リ
ー
は
ど
の

く
ら
い
あ
る
の
で
し
よ
う
か
。
ご
飯

を
普
通
の
茶
わ
ん
で
一
杯
食
べ
た
と

き
の
摂
取
カ
ロ
リ
ー
は
、
食
パ
ン
の

厚
切
り
一
枚
に
バ
タ
ー
や
ジ
ャ
ム
を

つ
け
た
と
き
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ご
飯
は
、
パ
ン
食

に
比
べ
決
し
て
高
カ
ロ
リ
ー
食
で
な

い
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

　
　
　
、

　
よ
く

　
　
そ
れ
は
誤
解
で
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翻
翻
纏

メ
ー
ジ
、
果
た
し
て
正
し
い
の
で
し

ょ
う
か
。
答
え
は
、
も
ち
ろ
ん
「
ノ
　
　
ま
す
か
ら

ー
」
で
す
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
、

　
肥
満
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
摂
取
カ

ロ
リ
ー
が
消
費
カ
ロ
リ
ー
を
上
回
っ

た
場
合
、
余
剰
分
が
体
内
で
脂
肪
に

変
わ
り
、
皮
下
に
蓄
え
ら
れ
る
と
い

う
も
の
。
簡
単
に
い
う
と
、
食
べ
過

ぎ
と
運
動
不
足
に
よ
っ
て
起
こ
る
の

で
す
。
そ
の
上
、
摂
取
す
る
食
物
が

高
カ
ロ
リ
ー
で
あ
れ
ば
、
拍
車
が
か

か
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
。

野
菜
中
心
で
タ
ン
ノ
ク
質
が
不
足
し

太
る
か
ら
と
い
っ
て
サ
ラ

ダ
だ
け
の
食
事
を
取
る
若

い
女
性
の
姿
を
み
か
け
ま

す
が
、
サ
ラ
ダ
に
か
け
る

マ
ヨ
ネ
ー
ズ
は
、
大
さ
じ

一
杯
で
茶
わ
ん
二
分
の
一

杯
の
ご
飯
と
同
じ
カ
ロ
リ

ー
に
な
り
ま
す
。
し
か
も
、
．

、
　
　
　
　
　
o
＼

、
健
康
・
美
容
の
た
め
に

む
し
ろ
悪
い
結
果
を
招
き
ま
す
。

気
象
よ
も
や
ま
話
⑥

土
用
と
夏

万
羽
　
卓
司

　
普
通
つ
ゆ
明
け
は
土
用
入
前
後
に

な
る
。
そ
の
日
ま
で
厚
い
雲
の
向
う

で
成
熟
し
き
っ
た
夏
の
太
陽
が
、
パ

ア
ッ
と
現
わ
れ
る
。
土
用
入
か
ら
十

八
日
間
の
土
用
が
終
る
と
、
そ
の
日

が
立
秋
（
八
月
七
日
）
で
あ
る
。
暑

中
見
舞
も
こ
の
日
か
ら
残
暑
見
舞
と

名
を
変
え
て
く
る
。

　
さ
て
、
土
用
と
云
う
と
一
般
に
夏

の
土
用
し
か
頭
に
浮
か
ば
な
い
が
、

四
季
そ
れ
ぞ
れ
に
土
用
が
あ
る
。
元

来
こ
の
言
葉
は
中
国
で
作
ら
れ
た
も

の
で
、
五
行
説
か
ら
来
て
い
る
。
数

千
年
の
昔
、
中
国
で
は
木
星
、
火
星
、

土
星
、
金
星
、
水
星
を
発
見
し
、
こ

の
五
星
は
日
月
に
比
べ
て
変
転
極
ま

り
な
い
動
き
を
見
せ
る
こ
と
か
ら
、

宇
寅
の
森
羅
万
象
、
は
て
は
人
間
の

吉
凶
禍
福
ま
で
も
支
配
す
る
と
考
え

た
。
四
季
に
つ
い
て
も
そ
の
例
に
も

れ
ず
、
九
〇
日
ず
つ
の
春
夏
秋
冬
の

う
ち
七
二
日
間
は
木
、
火
、
金
、
水

の
四
星
が
お
の
お
の
を
司
り
、
残
り

の
一
八
日
ず
つ
の
合
計
七
二
日
間
を

土
星
が
支
配
す
る
と
し
て
、
こ
の
期

間
は
土
地
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
と

し
た
。
　
（
図
参
照
）

司
　工吊入
　　（’肖’曾日）

　　冬　立春
　ノ　　（2β飼）
　弔

1一＼
春本　春分
　　　性　　（3月26日）

奪父魚
　　　旦　（午月’7の

　　　　立夏
　　／（姐夕9）

　　　　　　　／冬至（一2取
　　　　　　／

　　立冬
　　〆媚7ツ　　（水性入

榊／叡〆ぐ・月～2り　迂’艀　匁

／　　箆　ン

メ犬分　　一　沸く
殉236）　　　。『¢　　　、　　　　　￥

嚇、鯵
湯総人

　　‘クβ’9印夏至ぐ5肋θ1

五
行
説
万
よ
る
仰
季
（
円
旦
と
現
．
与
？
暦
（
昭
矧
4

　
五
行
説
は
、
一
千
年
前
の
平
安
時

代
に
日
本
に
そ
の
ま
ま
伝
わ
り
、
生

活
の
中
に
入
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る

が
、
中
国
よ
り
一
ヵ
月
も
気
候
が
遅

れ
て
い
る
わ
が
国
で
は
、
夏
の
凋
落

期
に
あ
る
べ
き
夏
土
用
が
盛
夏
の
候

に
当
り
、
土
用
と
云
え
ば
真
夏
の
代

名
詞
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
日
本
民
族
の
独
特
の
風
俗
習

慣
が
結
び
つ
い
て
、
今
日
の
い
ろ
い

ろ
な
社
会
現
象
を
つ
く
り
出
し
た
の

で
あ
る
。

＊
6
月
の
気
象
デ
ー
タ
＊

◎
降
水
量
（
月
合
計
）
一
三
二
％

◎
最
高
気
温
　
ω
　
三
二
・
三
℃

◎
最
低
気
温
　
ω
　
　
九
・
一
℃

◎
平
均
気
温
　
ω
　
二
一
・
一
℃

　
　
（
県
立
松
代
高
等
学
校
調
べ
）
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花
火
の
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
、
全
国

津
々
浦
々
で
大
人
に
も
子
供
に
も
手

軽
に
楽
し
ま
れ
て
い
る
お
も
ち
ゃ
花

火
も
、
使
用
方
法
や
場
所
に
よ
っ
て

は
、
危
険
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。

　
誰
も
が
火
事
の
恐
ろ
し
さ
を
承
知

し
て
い
る
の
に
、
一
向
に
火
事
の
件

数
は
減
り
ま
せ
ん
。
災
害
は
自
分
を

よ
け
て
通
る
と
思
う
気
持
ち
は
理
解

で
き
る
が
、
大
方
は
何
と
な
く
そ
う

思
い
た
い
気
持
ち
が
働
い
て
の
こ
と

の
よ
う
で
す
．

　
そ
こ
で
、
子
供
達
に
「
正
し
い
遊

び
方
」
を
教
え
、
火
災
や
事
故
が
起

き
な
い
よ
う
暖
か
く
御
指
導
願
い
ま

す
。

花
火
に
よ
る

火
災
や
事
故
を

　
　
　
防
ご
う
。

防災シリーズ⑳

鮨　　　●
　　　一　　』　　　F　　　，　　　■

捧㊨

〆

聯

も
・
環 韓噺β
、、・㌧穆餅

〆

塀
　　・環ウヘ

、，・㌧舛

●たくさんの花火に、一度に火を

つけないようにしましょう。1本

ずつ遊びましょう。

スパークラーや朝顔など1本ずつ

火をつければ安全な花火でも、数

本まとめて火をつけると、熱が熱

を呼んで加速度的に燃焼が早くな

1）、大きな焔になって危険です。

●水を用意しましょう。

花火遊びのとき、バケツの水はふ

たつの効果があ1）ます。ひとつは、

残1）火の完全消火。もうひとつは、

燃えかすで庭や道路をよごさずに

すむこと。

●花火に書いてある遊び方をよく

読んでかならず守りましょう。

すべて物事にはルールがあるよう

に、花火遊びにもルールがあ1）ま

す。特に略ぜったいに手にもって

使用してはいけない花火ケ（打ち上

げもの等）があ1）ます。説明をよ

く読みましょう。小さなおもちゃ

花火のため、1本1本に書くこと

ができない時は、小箱や袋ごとに

「注意書」が入っています。

よく読んで使用方法を守ってくだ

さい。

　　　　　牡丹

●花火を人や家に向けたり、燃え

やすいもののある場所で遊んだり

しないようにしましょう。

●衣服に火がつかないように注意

しましょう。

ロケットや十連発など星のでる花

火が庭先に落ちたセ）、火の持続す

るけむり花火が枯草の中に飛んだ

1）して、火事の原因になった例が

あセ）ます。花火遊びをするときは、

筒先の方向・場所などにくれぐれ

も注意しましょう。

●大人と一緒に遊びましょう。

花火遊びは危ないとしかったため、

子供達だけでかくれて遊び、かえ

って事故をおこした例が少なくあ

ン）ません。むしろ、大人が積極的

に参加して、花火の正しい扱い方、

火のあとしまつを指導してあげて

ください。

●花火をほぐして遊ぶことは危険

です。絶対してはいけません。

おもちゃ花火に使用されている火

薬には、燃焼をおこすもの、爆発

を目的とするもの、摩擦衝撃によ

って爆発するもの……など、使用

目的によっていろいろな種類と性

能があ｝）ます。これらを分解した

ン）、多量に集めた｝）、・異種のもの

を混ぜるのは、大変危険です。

●風の強いときは、花火遊びはや

めましょう）

風の強いときは、遊ばないことで

す。途中で風がでて来たりしたと

きは中止。点火の際は、体を風上

にして、風下の人が火の粉をかぶ

らないよう、風の方向に注意しま

よう。

●正しい位置に、点火してくださ

いo

花火事故のほとんどは点火の不注

意が原因です。花火には、導火線

のついているものとないものなど、

点火の位置が種類や形状によって

異な1）ます。それぞれの取り扱い

の説明をよく読んで、点火の方法

を確かめてローソクや線香で点火

しましょっ。

●吹出し、打ち上げなどの筒もの

花火は、途中で火が消えても筒を

のぞいてはいけません。

筒もの花火は、火花が噴きだした

り、飛びだしたりします。いった

ん着火したら、火が消えたようで

も絶対に筒先をのぞいてはいけま

せん。吹出しものは、筒底を握ら

ず、筒の中程よ1）少し下をもつと

安全です。打ち上げものは、真直

ぐ立ててしっかり固定しましょう。
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所
得
税
法
及
び
地
方
税
法
の
一
部

改
正
案
が
成
立
し
四
月
、
一
日
か
ら
施

行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
改
正
に
伴
い

四
月
一
日
か
ら
適
用
さ
れ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
専
決
で
町
税
条
例
を
改

正
し
ま
し
た
が
、
六
月
定
例
議
会
以

降
に
於
い
て
施
行
さ
れ
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
六
月
議
会
に
て
改
正
さ
れ

ま
し
た
。
主
な
改
正
は
次
の
と
お
り

で
す
．

◎
個
人
住
民
税
所
得
割
の
税
率
の
見

直
し

　
個
人
住
民
税
所
得
割
税
率
に
つ
い

て
は
、
な
だ
ら
か
な
累
進
構
造
が
望

ま
し
い
と
の
基
本
的
見
地
に
基
づ
き

又
、
中
堅
所
得
者
層
の
税
負
担
緩
和

の
た
め
最
低
税
率
の
引
き
上
げ
（
○
・

五
％
）
及
び
税
率
適
用
所
得
階
級
の

刻
み
方
の
調
整
が
な
さ
れ
、
税
率
が

表
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
適
用
は
昭
和
六
〇
年
四
月
一
日
か

ら
で
す
。
但
し
、
退
職
所
得
に
対
す

る
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
に
あ
っ

て
は
、
昭
和
六
〇
年
一
月
一
日
以
降

に
支
払
う
べ
き
退
職
手
当
等
か
ら
適

用
。◎

個
人
年
金
保
険
料
に
対
す
る
生
命

保
険
料
控
除
の
新
設

　
個
人
年
金
保
険
、
郵
便
年
金
等
の

表税率の割得所

私
的
年
金
の
掛
金
に
つ
い
て
は
、
現

行
の
生
命
保
険
料
控
除
額
と
別
枠
で
、

年
三
、
五
〇
〇
円
を
限
度
で
所
得
控

除
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
私

的
年
金
は
厚
生
年
金
、
国
民
年
金
等

公
的
年
金
を
補
か
ん
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
又
、
老
後
生
活
の
安
定
の
た

め
、
自
助
努
力
を
奨
励
す
る
見
地
か

ら
認
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。
適
用
時

期
は
昭
和
六
〇
年
四
月
一
日
か
ら
で

す
。　

詳
し
く
は
役
場
税
務
課
へ
お
た
ず

ね
く
だ
さ
い
。

改　　　正 後 改　　　正 晶
剛

適用課税所得 税　率 適用課税所得 税　率

20万円以下の金額 2．5％ 30万円以下の金額 2％

20万円を超える金額 3〃 30万円を超える金額 3〃

45万円　　　〃 4〃 45万円　　　〃 4〃

70万円　　　〃 5〃 70万円　　　〃 5〃

95万円　　　〃 6〃 100万円　　　〃 6〃

120万円　　　〃 7〃 130万円　　　〃 7〃

220万円　　　〃 8〃 230万円　　　〃 8〃

370万円　　　〃 9〃 370万円　　　〃 9〃

570万円　　　〃 10〃 570万円　　　〃 10〃

950万円　　　〃 11〃 950万円　　　〃 11〃

1，900万円　　　〃 12〃 1，900万円　　　〃 12〃

2，900万円　　　〃 13〃 2，900万円　　　〃 13〃

4，900万円　　　〃 14〃 4，900万円　　　〃 14〃

わ
驚
し
お
も
の
国
保

◎
医
療
費
の
節
約
に
ご
協
力
下
さ
い

　
6
月
広
報
で
、
保
険
税
と
医
療
費

の
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、

医
療
費
が
ふ
え
つ
づ
け
、
そ
れ
に
つ

い
て
保
険
税
も
値
上
が
り
を
つ
づ
け

た
の
で
は
、
こ
れ
を
負
担
す
る
わ
た

し
た
ち
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
た
こ
と

で
す
。
医
療
費
節
約
に
こ
こ
ろ
が
け

ま
し
ょ
う
。

◎
お
医
者
さ
ん
を
信
頼
し
ま
し
ょ
う

　
ち
ょ
っ
と
症
状
の
回
復
が
は
か
ば

か
し
く
な
い
と
い
っ
て
、
す
ぐ
他
の

お
医
者
さ
ん
に
移
る
人
が
い
ま
す
。

　
あ
る
い
は
同
じ
病
気
で
二
人
も
三

人
も
の
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
と
い

う
よ
う
な
人
も
い
ま
す
。

　
こ
う
い
う
こ
と
は
医
療
費
の
無
駄

づ
か
い
で
す
．

　
お
医
者
さ
ん
を
か
え
る
ご
と
に
、

同
じ
よ
う
な
診
療
、
検
査
、
処
置
、

投
薬
を
う
け
る
わ
け
で
、
そ
の
た
び

に
医
療
費
は
二
倍
三
倍
と
ふ
え
て
い

き
ま
す
。

　
一
度
お
医
者
さ
ん
を
き
め
た
か
ら

に
は
、
そ
の
人
を
信
用
し
、
一
切
を

ま
か
せ
き
る
く
ら
い
で
な
い
と
、
良

い
人
間
関
係
が
生
れ
ず
そ
れ
に
よ
る

治
療
の
効
果
が
あ
が
り
ま
せ
ん
。

監
澗
、

　
“
ど
う
も
や
り
方
が
ふ
に
お
ち
な

い
”
な
ど
と
疑
っ
て
ば
か
り
い
た
ら
、

治
る
病
気
も
治
ら
な
く
な
り
ま
す
。

慎
重
に
考
え
て
、
ど
う
し
て
も
や
り

方
が
納
得
で
き
な
い
場
合
は
「
ど
こ

そ
こ
の
意
見
も
う
か
が
っ
て
み
た
い

か
ら
了
解
し
て
く
だ
さ
い
」
と
申
し

出
て
転
医
す
る
こ
と
も
よ
い
で
し
ょ

う
。
次
か
ら
次
へ
と
お
医
者
さ
ん
を

か
え
て
歩
く
こ
と
は
ま
っ
た
く
無
意

味
で
す
し
、
医
療
費
の
ム
ダ
づ
か
い

で
す
。

o

り
．

，
。

q
．

蒙騰

我
ガ
家
の
医
療
・
脅
β
？

艦得
ぺ
ー
ジ
ヘ
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1
4
ぺ
ー
ジ
よ
り

　
同
じ
こ
と
が
歯
科
の
場
合
に
も
い

え
ま
す
。
入
れ
歯
を
入
れ
て
、
ど
う

も
う
ま
く
あ
わ
な
い
、
痛
い
と
い
う

の
で
、
ま
た
別
の
歯
医
者
さ
ん
で
入

れ
直
す
と
い
う
よ
う
な
人
が
い
ま
す
、

こ
れ
も
た
い
へ
ん
な
医
療
費
の
ム
ダ

づ
か
い
で
す
．

　
入
れ
歯
の
場
合
、
最
初
か
ら
き
っ

ち
り
合
う
と
い
う
こ
と
は
実
は
、
少

な
い
の
で
す
。
ぴ
っ
た
り
と
自
分
の

口
に
な
じ
む
ま
で
、
何
回
か
調
整
し

て
も
ら
っ
て
、
は
じ
め
て
自
分
の
義

歯
に
な
る
わ
け
で
す
。

　
医
療
費
の
節
約
に
ご
協
力
下
さ
い
。

◎
深
夜
、
休
日
、
時
間
外
受
診
を
さ

け
ま
し
ょ
う

　
突
然
は
げ
し
い
病
状
に
お
そ
わ
れ

た
よ
う
な
場
合
は
別
に
し
て
、
深
夜

（
午
後
十
時
よ
り
翌
朝
六
時
ま
で
）

や
休
日
あ
る
い
は
時
間
外
に
診
療
を

う
け
る
こ
と
は
、
お
医
者
さ
ん
に
と

っ
て
大
変
迷
惑
な
こ
と
で
あ
る
ば
か

り
で
な
く
、
ふ
つ
う
の
診
療
費
の
ほ

か
に
割
増
料
金
が
か
か
り
医
療
費
が

非
常
に
か
さ
み
ま
す
。
診
療
時
間
内

と
は
、
病
院
な
ど
医
療
機
関
が
表
示

す
る
診
療
時
間
で
す
。

　
診
療
時
間
が
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、

い
つ
も
時
間
外
や
夜
に
診
察
を
受
け

る
人
が
い
ま
す
。
混
雑
し
て
い
な
い

し
、
待
た
な
く
て
も
す
む
と
い
う
自

分
の
都
合
だ
け
で
医
者
に
か
か
る
よ

う
な
こ
と
は
医
療
費
の
ム
ダ
づ
か
い

で
す
．

　
次
の
表
の
時
問
内
初
診
料
、
再
診

料
と
時
間
外
、
休
日
、
深
夜
を
比
較

し
て
下
さ
い
。

初診料（乙）

時　間　内
保険医療機関
が表示する診
療時間

時　間　外
表示する診療
時間以外の時

間の受診

休　　　　診
　日曜日・祝日

及び12月29日

～1月3日

深　　　夜

（夜継騙

1，350円 1，950円 3，150円 4，950円

内科再診料（乙）

65円 1，150円 2，150円 4，250円

　
こ
の
よ
う
な
初
診
料
等
の
医
療
費

に
関
心
を
持
つ
こ
と
が
、
医
療
費
節

約
の
第
一
歩
で
す
。

　
医
療
費
に
強
い
関
心
を
持
ち
ま
し

よ
・
つ
。

　
　
　
　
　
　
擁
　
さ

　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
（

灘鑑懸慧翻一繊一欝穰懸懸灘一嚢一お楼幾懸翻一雛鱒

　
　
灘
蟻
癒
懸
雛
餐
鎌
叢
　
・
　
灘
欝
蟻
懸
鑓
齢
難
雛
灘

町
民
講
座
の
お
知
ら
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
代
町
公
民
館

　
男
・
女
成
人
を
対
象
と
し

た
講
演
会
を
左
記
に
よ
り
開

催
し
ま
す
の
で
、
多
数
の
御

聴
講
を
お
願
い
し
ま
す
。

演
題
「
地
域
振
興
の
課
題
」

日
時
　
八
月
七
日
（
火
）

　
　
　
　
午
後
七
時
三
十
分

会
場
　
総
合
セ
ン
タ
ー

講
師
　
斉
藤
隆
景
殿

○
日
本
青
年
会
議
所
政
策
室

　
　
　
地
域
経
済
政
策
委
員

○
雪
国
青
年
会
議
所

　
　
　
　
　
　
　
前
理
事
長

開
館
日

時
　
　
　
間

七
月
よ
り
＋
月

ま
で
の
毎
週

土
曜
・
日
曜
日

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時

三
＋
分
ま
で

八
月
士
百
～

八
月
＋
九
日

郷
土
資
料
館
の
開
館
日
が
変
わ
り
ま
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
代
町
教
育
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
入
館
料

中小 大 区
学・
校 人 分

一
〇
〇
円

一
』
五
、
○
円

個
人

一 一　　　　一 名団
五 ○ 以体
○名 ○名 上＿
円 円 ）十

心
配
ご
と
が
増
え
て
い
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
談
所
を
ご
利
用
下
さ
い
。

と
き
　
毎
週
金
曜
日
　
午
前
9
・
00

～
1
2
・
0
0

と
こ
ろ
　
少
林
寺
（
相
談
室
）

　
一
人
で
悩
ま
ず
心
配
ご
と
相
談
所
へ
ご
相
談
下
さ
い
。

　
あ
な
た
の
身
に
な
っ
て
信
頼
で
き
る
相
談
員
が
、
相
談
に
応

じ
て
く
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
個
人
の
秘
密
は
守
ら
れ
無
料
で
す
。

気
軽
に
ご
利
用
下
さ
い
。

　
な
お
相
談
日
以
外
の
相
談
や
電
話
相
談
に
も
応
じ
て
い
ま
す
。

　
　
灘
じ
嚇
慰
鍛
ー
饗
ー
　
　
　
　
　
お
じ
嚇
懇
翻
ー
鎌
…

』
、
お 蔭轟慧籔一雛一灘鐵麟懸鍛『一鎌、糊お群蟻懸濁一謙懸一

戸
籍
の
窓
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
六
月
受
付
分

　
幸
せ
多
い
人
生
を
（
結
婚
）

澤
　
重
人
・
高
橋
美
智
子

　
　
　
　
　
（
小
荒
戸
・
き
ぜ
ん
）

小
堺
英
世
・
平
井
芳
美

　
　
　
　
　
　
（
室
野
・
二
葉
屋
）

佐
藤
豊
彦
・
佐
藤
千
津
江

　
　
　
　
　
　
　
（
室
野
・
道
先
）

　
げ
ん
き
な
よ
い
子
に
（
誕
生
）

石
口
北
斗
　
父
保
・
母
春
代

　
　
　
（
長
男
・
松
代
・
け
ん
し
）

瀬
沼
美
穂
　
父
正
哉
・
母
い
と

　
　
　
　
（
二
女
・
松
代
・
瀬
沼
）

山
岸
由
香
里
　
父
和
久
・
母
ふ
み
子

　
　
　
（
長
女
・
室
野
・
若
実
屋
）

斎
藤
功
行
父
一
良
・
母
美
恵
子

　
　
　
（
長
男
・
田
野
倉
・
天
京
）

市
川
優
樹
　
父
幹
夫
・
母
利
子

　
　
　
　
　
（
長
男
・
田
澤
・
原
）

　
ご
冥
福
を
祈
り
ま
す
（
死
亡
）

片
桐
咲
美
　
8
6
歳
　
清
水

関
谷
マ
ツ

関
谷
義
輝

関
谷
佐
七

西
潟
正
雄

81　65　77　84

歳歳歳歳

山
賀
角
一
郎
6
7
歳

佐
藤
ヲ
ト
　
8
8
歳

・福松松松
孟島代代代
づ
荒
戸

千
年
八
郎
兵
衛

千
場

い
た
や

仁
ぜ
ん

村
上

隠
居

　
苧
畑
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文
芸

護
『
蟹

欝
瀞

蟹
燐

訟
・
、

短
歌
お
そ
き
春

　
　
　
　
　
　
　
草
野
　
和
作

白
き
雪
も
黒
く
よ
ご
れ
ぬ
お
そ
春
の

道
ゆ
く
人
々
顔
は
輝
く

ぬ

温
く
か
り
し
昨
日
に
か
わ
り
て
肌
寒

し
も
ど
か
し
き
春
来
つ
つ
返
り
て

晴
れ
し
空
南
へ
飛
び
ゆ
く
鳥
な
ら
ん

除
雪
の
手
を
と
め
し
ば
し
見
送
る

苗
代
の
雪
堀
り
つ
づ
く
目
の
前
の
雪

　
　
　
　
ぷ
な

の
中
よ
り
撫
は
芽
ぶ
け
り

豪
雪
の
村
に
も
男
子
生
ま
れ
し
あ
り

残
雪
の
丘
に
鯉
の
ぼ
り
泳
ぐ

頭
の
上
は
つ
燕
鳴
く
声
の
あ
り
背
を

の
ば
し
つ
つ
空
仰
ぎ
み
る

し
ぶ
み
句
会

梅
雨
長
し
夜
水
引
く
こ
と
な
く
眠
る

蟻
地
獄
土
粒
ふ
る
い
に
か
け
し
ご
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枯
水

蕗
の
葉
で
掬
い
飲
み
た
る
泉
か
な

ト
ン
ネ
ル
も
梅
雨
じ
め
り
し
て
な
お

暗
く
　
　
　
　
　
　
　
　
悠
　
歩

さ
わ
や
か
や
狸
小
路
を
連
れ
立
ち
て

原
生
林
涯
な
く
続
き
緑
濃
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
淡
　
水

草
茂
り
鎌
研
ぐ
音
の
確
か
な
る

草
茂
る
背
の
丈
よ
り
も
草
の
丈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紅
　
茶

朝
露
に
ぬ
れ
て
初
茄
子
光
り
居
り

青
嵐
吹
い
て
木
の
芽
の
千
切
れ
飛
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
常
　
仙

ぽ
う
た
ん

牡
丹
に
雨
除
け
の
傘
立
て
て
あ
り

梅
雨
晴
間
草
取
り
終
わ
り
腰
延
ば
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
　
沙

梅
雨
晴
間
庭
の
草
引
き
す
が
す
が
し

山
門
の
つ
つ
じ
漸
く
咲
き
は
じ
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
千
代

日
傘
行
く
女
盛
り
を
匂
わ
せ
て

七
夕
や
竹
を
ゆ
る
が
し
風
さ
わ
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
元

六
月
は
色
と
り
ど
り
の
花
ざ
か
り

梅
雨
空
や
山
菜
と
り
と
連
れ
立
ち
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
美
　
根

兄
逝
き
て
疲
れ
し
床
に
梅
雨
を
聞
く

草
を
詠
み
春
を
詠
み
つ
つ
兄
の
逝
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柄
史

湯
治
客
下
駄
を
鳴
ら
し
て
夕
薄
暮

葉
桜
の
大
樹
三
本
分
教
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
花

蒲
生
句
会

全
山
の
重
き
緑
や
梅
雨
の
蝶

一
枝
の
風
に
動
け
り
鉄
線
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐵
　
堂

昔
日
の
氷
室
の
跡
や
深
緑

苗
呉
れ
し
蝦
は
逝
け
り
葱
坊
主

一
重
と
も
八
重
と
も
見
ゆ
る
余
花
な

り
し
　
　
　
　
　
　
　
　
一
昇
　
逸

夜
蛙
の
呼
び
交
う
騨
雨
近
づ
け
り

雨
意
ふ
く
む
補
植
の
苗
を
掴
み
と
る

朝
霧
の
崖
に
け
ぶ
ら
う
山
法
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耕
　
山

堀
り
割
り
を
出
て
万
緑
の
風
に
逢
う

緑
蔭
に
蟻
さ
ま
よ
い
て
立
ち
去
ら
ず

ひ
ら
ひ
ら
と
木
の
葉
の
遊
ぶ
梅
雨
晴

間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
　
日

麦
藁
帽
居
並
ぶ
土
手
や
草
野
球

小
燕
が
肩
寄
せ
合
い
て
羽
根
休
め

　
　
　
　
　
　
　
す
ね
ひ
ざ

生
マ
傷
の
絶
え
ぬ
脛
膝
　
更
衣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
折
　
人

さ
な
ぷ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ち
よ
う

早
苗
餐
の
村
見
下
ろ
し
て
大
公
孫
樹

山
法
師
藤
と
い
っ
し
ょ
に
花
競
う

梅
雨
晴
間
鎌
振
る
衆
の
年
老
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紫
　
煙

街
灯
が
と
も
り
鳴
き
出
す
枝
蛙

く
ち
な
し
の
香
り
漂
う
梅
雨
深
し

　
　
　
し
じ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
と
ぎ
す

枕
辺
の
静
寂
つ
ら
ぬ
く
時
鳥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耕
　
人

植
え
終
え
て
誰
に
も
会
釈
し
た
く
な

りわ
ら
び
取
る
手
袋
な
じ
ま
ぬ
農
六
十

路
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
さ
女

時
鳥
あ
の
家
こ
の
家
も
失
せ
に
け
り

　
　
　
　
ほ

谷
越
し
て
祝
ぎ
唄
運
ぶ
若
葉
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竜
　
峰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…

万
緑
を
送
電
線
の
よ
ぎ
り
け
り
　
撒

園
芸
一
ロ
メ
モ

　
”
松
代
園
芸
愛
好
会
”

　
イ
チ
ョ
ウ

　
植
物
と
し
て
の
特
性

　
イ
チ
．
ウ
は
「
前
世
紀
の
遣
物
」
．

と
い
わ
れ
る
原
始
的
植
物
で
あ
る
。

　
雄
木
と
め
す
木
が
あ
り
、
雌
雄
異

株
で
あ
る
。
雄
花
の
花
粉
は
一
〇
粁

四
方
の
雌
花
に
受
精
さ
せ
る
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
枝
に
は
長
枝
と
短
枝

が
あ
り
、
花
は
短
枝
に
咲
き
ま
す
。

　
雄
花
は
穂
状
で
二
～
三
糎
、
雌
花

は
花
柄
の
先
端
に
、
二
個
の
裸
出
し

た
子
房
が
あ
り
ま
す
。

　
火
に
つ
よ
く
火
災
の
と
き
に
は
葉

か
ら
水
を
吹
く
と
い
わ
れ
、
こ
の
意

味
か
ら
寺
院
、
神
社
の
防
火
用
と
し

噺蕉花

ピ蝋／

　
　
ゲ

，
／／

て
植
え
ら
れ
ま
す
。

　
盆
樹
と
し
て
の
特
性

　
老
樹
は
根
が
四
方
に
張
り
、
幹
に

は
縞
状
の
深
い
溝
が
で
き
て
見
事
で

す
。
秋
の
黄
葉
盆
栽
の
代
表
格
で
す
。

　
特
に
雌
木
に
は
実
が
な
り
黄
葉
実

成
り
盆
栽
と
し
て
極
め
て
珍
重
さ
れ

ま
す
。
又
乳
イ
チ
ョ
ウ
の
盆
栽
は
、

そ
の
奇
妙
な
感
じ
が
珍
重
さ
れ
て
い

る
。
イ
チ
ョ
ウ
の
性
質
は
極
め
て
強

く
、
病
虫
害
、
公
害
、
乾
湿
、
暑
熱

に
も
耐
え
、
木
の
寿
命
も
長
い
。

　
〔
表
紙
写
真
説
明
〕

　
　
池
尻
の
不
動
滝

　
　
伝
説
に
よ
る
と
、
蒲
生
と
池

　
尻
の
間
に
蒲
生
ヶ
池
が
あ
り
大

　
蛇
が
住
ん
で
い
た
。
あ
る
吉
日

　
に
野
々
海
池
の
大
蛇
に
求
婚
し

　
た
が
こ
と
わ
ら
れ
、
は
ら
い
せ

　
に
殺
し
た
。
し
か
え
し
を
恐
れ

　
た
大
蛇
は
倉
又
の
七
ッ
釜
に
逃

　
げ
隠
れ
た
と
言
う
。
そ
の
池
を

　
田
に
す
べ
く
切
り
拓
き
滝
が
で

　
き
た
。
近
く
に
不
動
尊
が
祭
ら

　
れ
て
お
り
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら

　
さ
だ
か
で
は
な
い
が
不
動
滝
と

　
呼
ば
れ
今
日
に
至
っ
て
い
6
。

　
　
こ
の
不
動
明
王
は
成
田
山
新

　
勝
寺
の
分
神
と
い
わ
れ
上
越
、

　
十
日
町
方
面
か
ら
参
拝
に
来
る

　
人
も
多
く
あ
る
と
い
う
。

い


