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づ
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お
じ
ゃ
ま
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す
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Q
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◇
　
◇
　
づ
　
づ
　
◇
　
観
　
織
　
◇
§
　
奄
　
◆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ツ
ダ
電
子
工
業

づ
　
　
づ
　
　
づ
　
　
◎
　
　
づ
　
　
◎
　
　
蹴
　
　
◎
　
　
織
　
　
窃
　
　
づ
　
　
◎
　
　
◎
　
　
◇
　
　
窃
　
　
づ
　
　
づ
　
　
づ
　
　
◎
　
　
づ
　
　
略
　
　
◎
　
　
づ
　
　
豆

　
　
　
　
撫
、

騨燭
購

騨
p

　
株
式
会
社
マ
ツ
ダ
電
子
工
業
松
代

工
場
（
松
田
栄
展
社
長
、
本
社
長
野

市
安
茂
里
米
村
）
が
室
野
に
進
出
し
、

操
業
を
開
始
し
た
の
は
、
昭
和
54
年

5
月
で
し
た
。
（
旧
奴
奈
川
中
）
工
場
に

は
60
人
の
従
業
員

（
う
ち
社
員
3
9
人
、

パ
ー
ト
21
人
、
（
4
5
人
が
地
元
雇
用
、

15

人
が
松
之
山
町
）
が
働
い
て
い
ま

す
。
　
（
平
均
年
齢
3
8
歳
）

　
仕
事
の
内
容
は
、
カ
シ
オ
計
算
機

の
組
立
で
す
。
（
下
請
）
基
盤
は
外
注

し
、
2
、
3
0
0
台
か
ら
2
、
4
0
0

台
の
日
生
産
で
あ
る
。
勤
務
時
間
は

午
前
8
時
1
0
分
か
ら
午
後
5
時
1
0
分

ま
で
、
パ
ー
ト
は
午
後
3
時
ま
で
、

2
時
間
毎
に
5
分
間
の
休
息
を
と
っ

て
い
る
な
ど
工
場
の
概
要
を
聞
い
て

か
ら
、
二
階
の
作
業
場
へ
案
内
し
て

も
ら
っ
た
。
　
一
台
1
0
秒
の
所
要
時
間

で
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア

ー
に
の
っ
て
流
れ
て
い
る
。

　
苦
労
話
は
？

　
農
繁
期
に
な
る
と
休
む
人
が
多
か

っ
た
が
、
企
業
の
立
場
、
本
質
等
を

従
業
員
に
理
解
し
て
も
ら
っ
て
き
た

こ
と
が
、
休
む
人
の
減
っ
て
き
た
こ

と
で
あ
ろ
う
と
話
さ
れ
た
。

　
求
人
に
つ
い
て
は
高
校
を
卒
業
す

る
と
、
一
度
は
都
会
に
出
て
み
た
い

と
い
う
憧
れ
が
あ
り
、
な
か
な
か
新

卒
は
難
し
い
で
す
ね
！
U
タ
ー
ン
さ

れ
た
方
を
早
く
キ
ャ
ッ
チ
し
て
入
っ

て
も
ら
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
今
冬
の

雪
は
大
変
で
し
た
。
笑
い
な
が
ら
一

ヶ
月
の
稼
ぎ
が
飛
び
ま
し
た
よ
。

　
従
業
員
の
一
人
に
聞
い
て
み
る
と
、

子
供
に
手
が
か
か
ら
な
く
な
っ
た
の

で
勤
め
始
め
た
の
で
す
が
、
P
・
T
・

A
な
ど
に
出
席
で
き
な
い
（
休
み
が

と
れ
な
い
）
な
ど
は
あ
り
ま
す
が
、

社
内
の
和
合
は
良
く
、
と
て
も
楽
し

い
で
す
と
話
し
て
く
れ
た
。
私
語
も

な
く
仕
事
は
つ
づ
く
。

　
　
　
　
　
　
　
，
藩
霧
驚

　
　
　
　
’
繋
欝
簸
　
馨

、
．
曙
豫
、
欝

　　　…～嚇噸輸鰍艸椰

r瀦

“
㌘
轟

響
、
瓢
譲
欝
蓼

東
京
奴
奈
川
校
友
会

（
会
長
関
谷
徳
次
郎
）

奴
奈
川
小
へ
、
校
旗
、

講
堂
織
帳
一
式
を
寄
贈

　
奴
奈
川
小
学
校
落
成
記
念
式
典
が

7
月
2
8
日
に
挙
行
さ
れ
た
。
式
典
に

は
町
長
は
じ
め
地
元
関
係
者
並
び
に

来
賓
に
は
、
上
越
教
育
事
務
所
長
、

高
橋
県
議
、
東
京
奴
奈
川
校
友
会
長

を
招
き
新
生
奴
奈
川
小
学
校
の
竣
功

を
祝
い
、
寄
贈
者
各
位
に
深
く
感
謝

の
意
を
表
し
た
。

　
ま
た
校
友
会
よ
り
鉛
筆
三
百
ダ
ー

ス
が
寄
贈
さ
れ
、
そ
の
一
部
は
当
日

児
童
に
配
布
さ
れ
た
。
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町
で
は
、
経
営
縮
少
す
る
農
家
が

安
心
し
て
農
地
を
貸
す
こ
と
が
で
き

る
よ
う
相
談
し
た
り
、
農
地
の
貸
し

手
農
家
に
農
地
流
動
化
奨
励
金
を
交

付
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
農
地
の
有

効
利
用
と
あ
わ
せ
て
農
業
生
産
の
中

核
的
担
い
手
農
家
を
育
成
す
る
こ
と

を
ね
ら
い
と
し
て
農
用
地
高
度
利
用

促
進
事
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
今
年
も
下
記
の
方
々
に
、
農
地
流

動
化
推
進
員
を
委
嘱
し
、
農
地
の
貸

し
借
り
等
の
掘
り
起
し
活
動
を
進
め

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
利
用
権
の
設
定
（
賃
貸
借
）
は
、

農
用
地
利
用
増
進
法
の
規
定
に
よ
り

町
と
い
う
公
的
機
関
の
関
与
の
も
と

に
進
め
ら
れ
、
農
地
法
の
許
可
が
不

要
で
す
し
、
期
間
が
終
了
す
れ
ば
自

動
的
に
貸
し
手
の
も
と
に
農
地
が
も

ど
り
ま
す
。
ま
た
、
一
定
の
要
件
を

満
た
す
人
に
貸
し
た
農
家
に
は
奨
励

金
も
交
付
さ
れ
ま
す
。

　
貸
し
手
農
家
に
交
付
さ
れ
る
奨
励

金
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

◎
3
年
～
5
年
の
期
間
の
場
合
は

10

ア
ー
ル
当
り
　
一
万
円

◎
6
年
～
9
年
の
期
間
の
場
合
は

10

ア
ー
ル
当
り
　
二
万
円

◎
1
0
年
以
上
の
場
合
は

10

ア
ー
ル
当
り
　
三
万
円

　
農
地
を
貸
し
た
い
、
・
借
り
た
い
と

い
う
方
は
、
ぜ
ひ
こ
の
制
度
を
利
用

し
て
大
切
な
農
地
を
活
か
し
ま
し
ょ

う
。
詳
し
く
は
、
農
地
流
動
化
推
進

員
、
農
業
委
員
会
に
ご
相
談
下
さ
い
。

担当地区 氏　　　名 家　　号 担当地区 氏　　　名 家　　号

田　野　倉 池　田　昭　二 五　枚　田 松代上町 関　谷　徳一郎 あたらしや

仙　　　　納 池　田　辰　夫 すけぜん 松代中町 柳　　　　　武 はんねんさ

莇平・小貫 高　橋　政一郎 ま　す　や 松代下町 鈴　木　栄　一 ふくぞう

寺田・諏訪峠 井　上　理　助 な　か　や 小　　荒　　戸 富　沢　和　平 向　　　田

蒲生・名平 山　岸　重　雄 ごんべいだ 太　　　　平 市　川　昭四郎 あさひや

儀　　　　明 小　堺　長　一 　、ちょつべい 菅　　　　刈 関　谷　義　盛 さかなや

福島・奈良立 南　雲　　　堅 にしうらや 田　　　　沢 市　川　芳　雄 入　　　山

室野南町 村　山　寿平次 清　　　水 池之畑・小屋丸 市　川　泰　治 い　た　や

室野中町 斉　木　真　一 どうのうら 下　　　　山 宮　沢　義　孝 お　や　け

室野北町 佐　藤　直　作 おおかじや 千　　　　年 若　月　英　生 あたしや

室野東町 米　持　隆　司 山　王　下 池　　　　尻 若　井　一　男 小　　　林

濁　　・　峠 谷　沢　春　夫
、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

つ　　　　　え， 会　　　　沢 小野島　良　作 どうのうら

竹所・木和田原 佐　藤　　　茂 宮　　　下 清　　　　水 秋　山　孫　吉 さ　ぜ　ん

桐　　　　山 小　山　　　茂 ちゅうざえん

　　　…繊
　　漆蜷
　羅義馨
離め騰鞍
続礁ぽ鶏
き
を

蓬　　　　平 若　井　芳　郎 う　　　ら

海老・東山 若　月　三　郎 や　し　き

犬　　　　伏 山　本　慶　一 入　　　沖

孟地・片桐山 柳　　　昌　治 下　　　村

滝沢・中子 佐　藤　秀　松 くらべい

苧　　　　島 柳　　　晴　二 な　　　か

農
委
、
正
副
会
長
決
ま
る

　
7
月
2
5
日
の
第
一
回
農
業
委
員
会
で
会
長
に
、
村
山

寿
平
次
氏
、
副
会
長
に
関
谷
正
好
氏
が
決
ま
り
ま
し
た
。

　
県
知
事
の
許
可
が
お
り
る
ま
で
に

は
、
町
の
農
業
委
員
会
へ
申
請
し
て

か
ら
、
一
ヵ
月
か
ら
一
ヵ
月
半
も
か

か
り
ま
す
。

　
農
地
を
転
用
す
る
時
は
早
め
に
手

続
き
を
し
て
下
さ
い
。
詳
し
く
は
、

農
業
委
員
会
へ
お
た
ず
ね
下
さ
い
。
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夏
休
み
は
、
子
ど
も
の
視
力
異
常

を
発
見
す
る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。
早
く

発
見
し
て
、
夏
休
み
の
間
に
専
門
医

の
診
察
を
受
け
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

根
気
が
な
い
、
計
算
ま
ち
が
い
を
す

る
。
授
業
に
集
中
で
き
な
い
。
な
ど

の
場
合
、
案
外
目
に
原
因
が
あ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

家
庭
で
の

　
子
ど
も
の
視
力
異
常
の
発
見
法

ー
、
い
く
ら
注
意
し
て
も
テ
レ
ビ
を

2
、

5　4　3
　￥　　　　、　　　　　、

6
　、

7
、8

　￥

9
￥

前
に
寄
っ
て
見
る
。

両
目
を
細
く
す
る
か
、
あ
ご
を

引
い
て
か
ら
見
上
げ
る
。

頭
を
傾
け
て
物
を
見
る
。

顔
を
横
に
回
し
て
見
る
。

前
方
の
物
を
見
る
と
き
あ
ご
を

上
げ
て
見
た
り
、
お
で
こ
に
横

し
わ
を
よ
せ
る
。

近
く
の
物
に
注
目
す
る
と
き
片

方
の
目
が
内
に
寄
る
。

本
に
興
味
が
な
か
っ
た
り
、
読

ん
で
も
根
気
が
な
い
。

戸
外
に
出
る
と
ま
ぶ
し
そ
う
に

片
目
を
特
に
細
く
す
る
。

本
当
に
ま
ぶ
し
い
。

　
低
学
年
に
多
い
遠
視
と
乱
視

　
子
ど
も
が
学
校
の
視
力
検
査
で
視

力
が
低
い
と
言
わ
れ
る
と
、
と
か
く

親
は
近
視
ば
か
り
問
題
に
し
が
ち
で

す
が
、
特
に
小
学
校
低
学
年
の
頃
は

む
し
ろ
遠
視
や
乱
視
の
場
合
が
多
い

の
で
す
。

遠
視
は
一
般
に
「
遠
く
が
よ
く
見
え

て
い
い
」
な
ど
と
誤
解
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
本
当
は
「
遠
く
は
見
え
る
が

近
く
が
見
え
に
く
い
」
わ
け
で
、
中

程
度
以
上
の
遠
視
に
な
る
と
、
遠
く

も
近
く
も
見
え
に
く
く
な
り
ま
す
。

小
学
生
以
上
の
子
ど
も
は
、
遠
視
で

も
自
然
に
目
の
調
節
が
上
手
に
な
っ

て
、
視
力
検
査
で
も
目
が
悪
い
と
言

わ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
見
逃
さ
れ

が
ち
で
、
こ
れ
を
潜
伏
遠
視
と
い
い

劃附昭”榊翻囎駒…榊〔岨置、肘醐脚宙騨

4中
年
か
暢 』

打
ち
勝
つ

　
中
年
は
”
人
生
の
黄
金
時
代
”

と
い
わ
れ
ま
す
。

　
会
社
で
は
仕
事
に
も
精
通
し
、

そ
れ
相
応
の
社
会
的
地
位
や
財
産

も
で
き
、
家
庭
で
は
一
家
の
柱
と

し
て
、
家
族
の
き
ず
な
を
深
め
て

い
く
、
い
わ
ゆ
る
脂
の
乗
り
き
っ

た
魅
力
あ
ふ
れ
る
年
代
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
一
方
で
は
、
こ
の
年

代
こ
そ
、
い
ち
ば
ん
大
き
な
”
厄

難
”
が
待
ち
か
ま
え
て
い
る
時
期

な
の
で
す
。

衰
え
を
感
じ
る
年
代

ま
ず
感
じ
る
の
が
体
力
の
衰
え

ま
す
。

こ
の
場
合
で
も
、
前
記
の
方
法
で
発

見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
お
母
さ

ん
方
は
、
子
ど
も
と
接
す
る
時
間
が

長
い
夏
休
み
を
機
会
に
、
子
ど
も
た

ち
の
目
に
注
意
を
は
ら
い
、
異
常
を

早
く
発
見
し
て
専
門
医
に
相
談
し
、

必
要
に
応
じ
た
処
置
を
し
て
下
さ
い
。

鰯♂
の
噛

　
　
で
し
ょ
う
。
毎
朝
、

　
　
・
ら

　
　
つ
ぶ
や
き
、

　
　
始
め
る
の
も
、

　
　
　
ま
た
、

8θ一ぽ，‘，一一‘8一，‘一‘一直一一〔勘」〕＿響一亀

　
　
　
　
　
　
　
鏡
を
見
な
が

　
「
あ
あ
臼
髪
が
増
え
た
な
」
と

　
　
　
　
　
視
力
や
聴
力
が
衰
え

　
　
　
　
　
　
四
十
代
か
ら
で
す
。

　
　
　
　
記
憶
力
や
計
算
能
力
な

ど
が
若
い
こ
ろ
よ
り
少
し
ず
つ
衰

退
し
て
い
る
こ
と
に
ハ
ッ
と
し
、

「
年
を
と
る
と
い
う
こ
と
は
、
高
齢

者
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
な
あ
」

と
感
ず
る
の
も
こ
の
四
十
代
か
ら

騰
纏
を
甜

に
起
こ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の

前
の
時
期
に
原
因
が
つ
く
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
釦

も
の
で
す
。
老
年
期
に
お
け
る
健
　
　
”

康
を
確
保
す
る
に
は
、
四
十
代
つ

ま
り
中
年
の
う
ち
か
ら
考
え
て
お

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
健
康
へ
の
配
慮
を
せ
ず
に
、
酒

に
逃
げ
て
あ
げ
く
の
果
て
に
ア
ル

コ
ー
ル
中
毒
に
な
っ
た
り
、
ボ
ケ

て
し
ま
っ
た
り
、
う
つ
病
に
か
か

っ
た
り
…
…
と
い
う
人
も
決
し
て

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

健
康
と
い
う
”
財
産
”
を
貯
蓄
し
よ
う

　
　
　
　
　
聖
マ
リ
ア
ン
ナ
医
科
大
学

　
　
　
　
　
神
経
精
神
科
教
授
長
谷
川
和
夫

で
す
。

　
あ
る
調
査
に
よ
る
と
、
こ
の
年

代
の
人
た
ち
の
十
人
の
う
ち
七
人

は
持
病
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
残
る

三
人
の
人
た
ち
も
朝
食
抜
き
、
睡

眠
不
足
、
酒
・
た
ば
こ
の
飲
み
過

ぎ
な
ど
で
、
将
来
、
病
気
と
お
つ

き
あ
い
を
す
る
下
地
が
つ
く
ら
れ

つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
現
在
は
、
平
均
寿
命
も
伸
び
、

七
十
歳
く
ら
い
ま
で
は
優
に
生
き

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

う
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
幸
福
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
も
の
の
大
半
が
健
康
に
か
か
っ

て
い
る
こ
と
を
、
だ
れ
も
が
し
み

じ
み
と
実
感
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

デ
箸
薯
～
睾
豊
野
讐
り
奪
璽
驚
讐
り
聖
讐
警
曽
題

　
お
そ
ら
く
、
仕
事
は
一
生
懸
命

や
っ
て
も
、
老
年
期
を
ど
う
生
き

る
か
と
い
う
、
中
年
の
も
う
ひ
と

つ
の
大
切
な
課
題
を
忘
れ
て
過
ご

し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

　
経
済
的
な
意
味
で
の
財
産
は
、

自
分
の
努
力
だ
け
で
は
つ
く
れ
な

い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

人
問
の
幸
福
の
基
盤
と
な
る
健
康

は
、
自
分
自
身
の
ち
ょ
っ
と
し
た

心
く
ば
り
で
維
持
し
、
増
進
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
四
十

代
に
な
っ
た
ら
、
あ
な
た
も
健
康

と
い
う
”
財
産
”
を
、
ぜ
ひ
貯
蓄

し
始
め
て
く
だ
さ
い
。

和叡…剛”一一舘翻備励嗣一響一囎脚備舘舘融翻囎四餌翻備舳一、
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目
覚
め
か
ら
就
寝
ま
で

警
言
考
瓜
の
看
護
法
③

　
寝
た
き
り
の
お
年
寄
り
に
と
っ
て
、

食
事
の
時
間
は
一
日
の
中
で
最
も
楽

し
い
ひ
と
と
き
。
献
立
や
調
理
に
気

を
配
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、

食
事
の
介
助
に
も
細
か
い
心
遣
い
を

忘
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
食
事
は
自
分
で
食
べ
る
の
が
い
ち

ば
ん
お
い
し
い
も
の
で
す
。
た
と
え

手
が
不
自
由
で
長
い
時
間
か
か
っ
て

も
、
で
き
る
限
り
「
自
分
で
食
べ
る

楽
し
み
」
を
持
た
せ
て
あ
げ
た
い
も

の
で
す
。自

分
で
食
べ
ら
れ
る
場
合

☆
　
軽
い
食
器
や
持
ち
や
す
い
食
器

を
そ
ろ
え
ま
す
。
片
手
し
か
利
か
な

い
お
年
寄
り
に
は
、
ス
プ
ー
ン
と
フ

ォ
ー
ク
が
兼
用
で
き
る
ス
フ
ォ
ー
ク

が
便
利
で
し
ょ
う
。
ま
た
食
器
が
動

く
と
き
は
、
ふ
き
ん
を
の
ら
し
て
テ
ー

ブ
ル
に
ひ
い
た
り
、
吸
着
盤
で
周
り

を
お
さ
え
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

☆
　
食
物
を
と
り
や
す
い
よ
う
に
卓

上
の
配
置
を
変
え
た
り
、
お
茶
を
注

い
だ
り
す
る
以
外
は
、
必
要
以
上
に

手
を
出
さ
な
い
こ
と
。

　
こ
ぼ
し
た
か
ら
と
い
っ
て
や
か
ま

し
く
言
っ
た
り
し
て
は
、
せ
っ
か
く

の
楽
し
い
食
事
が
台
無
し
で
す
。

☆
　
寝
た
ま
ま
で
食
べ
る
と
き
は
、

ご
飯
を
お
に
ぎ
り
に
し
た
り
、
パ
ン

を
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
に
し
た
り
し
て
、

食
べ
や
す
い
形
を
工
夫
し
ま
し
ょ
う
。

流
動
食
は
吸
飲
み
に
、
半
流
動
食
は

　
　
　
　
　
　
　
ふ
た
付
き
の
コ
ッ

薩璽自分で食べる

　　　　楽しみを大切に

プ
に
入
れ
ま
す
。

　
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
の

容
器
の
底
を
切
り
、

先
の
ほ
う
を
く
わ

え
さ
せ
て
か
ら
、

半
流
動
食
を
入
れ
、

自
分
で
し
ぼ
り
だ

せ
る
よ
う
に
す
る

の
も
一
つ
の
方
法

で
す
。食

べ
さ
せ
て

あ
げ
る
場
合

膳
の
も
の
を
見
せ
て
、 ☆

軟
食
・
普
通

食
の
場
合
は
、
お

　
　
好
み
の
も
の

か
ら
、
食
べ
や
す
い
大
き
さ
に
し
て

口
へ
運
ん
で
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

　
口
へ
運
ぶ
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
早
す

ぎ
て
も
お
そ
す
ぎ
て
も
困
る
も
の
で

す
。
お
年
寄
り
の
口
の
動
き
に
合
わ

せ
て
、
こ
ち
ら
も
食
べ
て
い
る
つ
も

り
で
い
る
と
う
ま
く
い
き
ま
す
。

☆
　
流
動
食
は
ス
プ
ー
ン
で
口
に
運

ぶ
か
、
吸
飲
み
や
ス
ト
ロ
ー
を
利
用

し
ま
す
。
ま
た
、
熱
す
ぎ
る
も
の
は

程
よ
い
温
度
に
冷
ま
し
て
か
ら
食
べ

さ
せ
て
あ
げ
る
よ
う
に
し
ま
す
。

　
温
度
の
目
安
は
、
手
首
の
内
側
に

少
量
た
ら
し
て
み
て
、
熱
す
ぎ
な
い

く
ら
い
が
安
全
で
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
献
立
作
り
で
栄
養
価
や
栄
養
の
バ

ラ
ン
ス
を
考
え
る
こ
と
は
大
切
な
要

素
で
す
が
、
お
い
し
く
食
べ
て
も
ら

わ
な
け
れ
ば
な
ん
に
も
な
り
ま
せ
ん
。

　
お
年
寄
り
の
好
き
な
も
の
を
中
心

に
、
食
欲
を
そ
そ
る
よ
う
な
献
立
や

昧
つ
け
を
考
え
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

　
昔
か
ら
食
べ
慣
れ
た
味
、
ふ
る
さ

と
の
昧
、
旬
を
生
か
し
た
料
理
な
ど
、

ま
た
と
き
に
は
思
い
が
け
な
い
趣
向

も
工
夫
し
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

憾
の
百
科
シ
リ
ー
ズ
⑯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
野
島
歯
科
医

ロ
臭
に
つ
い
て

　
口
臭
は
、
一
般
的
に
三
つ
に
別
け

ら
れ
ま
す
。
生
理
的
な
も
の
、
病
的

な
も
の
、
神
経
症
的
な
も
の
に
分
類

さ
れ
ま
す
。

生
理
的
な
も
の

　
こ
れ
は
特
に
問
題
に
な
る
も
の
で

は
な
く
、
早
朝
時
の
口
臭
、
空
腹
時

の
口
臭
、
月
経
時
の
口
臭
、
非
常
に

緊
張
し
た
時
の
口
臭
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
一
日
の
サ
イ

ク
ル
の
中
や
、
あ
る
い
は
体
調
に
よ

っ
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
本
来
異

常
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
口
臭
が
認

め
ら
れ
る
も
の
で
す
。

病
的
な
も
の

食欲をそそる

　ためには

o食事の時間を守

　る

o食事の前に興奮

　させない

o食器などは清潔

　に

o色どりよく￥程

よく盛り合わせ

　る

o禾呈よし、温度1こ

o食事の時間に余

裕を持たせ，楽

　しい雰囲気作り

に気を配る

㊧
吸
着
盤
は
、
福
祉
事
務
所
、
保
健
所
ま
で
お
間
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
デ
パ
1
ト
な
ど
の
老
人
用
品
コ
ー
ナ
！
で
販
売
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
の
原
因
と
し
て
、
歯
槽
膿
漏
、

虫
歯
の
ひ
ど
い
場
合
、
舌
の
状
態
、

鼻
疾
患
、
呼
吸
器
疾
患
、
消
化
器
疾

患
、
糖
尿
病
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
中
で
、
最
も
多
い
の
が
、

歯
槽
膿
漏
で
す
。
こ
れ
は
、
歯
に
つ

い
た
汚
れ
、
歯
垢
が
多
く
、
歯
肉
が

赤
く
、
ブ
ヨ
ブ
ヨ
し
た
状
態
の
場
合

特
に
口
臭
が
強
く
な
り
ま
す
。

口
臭
の
発
生
機
序

　
口
臭
の
発
生
は
、
口
の
中
の
炎
症

と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

炎
症
に
よ
っ
て
多
く
出
た
白
血
球
や

口
腔
内
の
剥
離
し
た
粘
膜
細
胞
、
口

腔
内
の
細
菌
そ
の
も
の
、
こ
う
い
っ

た
物
を
蛋
白
源
に
し
て
、
口
腔
内
の

細
菌
が
関
与
し
て
、
蛋
白
源
の
崩
壊

過
程
の
終
末
に
揮
発
性
の
硫
化
物
が

発
生
し
ま
す
。
こ
の
揮
発
性
の
硫
化

物
が
、
口
臭
の
主
体
を
な
す
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

口
臭
の
予
防

　
口
臭
の
炎
症
、
特
に
、
歯
槽
膿
漏

と
の
関
連
が
、
高
く
言
わ
れ
て
い
る

の
で
す
か
ら
、
歯
を
よ
く
み
が
い
て

歯
の
汚
れ
を
除
去
し
、
歯
ブ
ラ
シ
に

よ
る
歯
肉
の
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
行
っ
て

常
に
健
康
な
、
ひ
き
し
ま
っ
た
状
態

に
歯
肉
を
維
持
す
る
事
が
、
口
臭
の

予
防
対
策
の
一
番
と
思
わ
れ
ま
す
。
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昭
和
五
十
九
年
度
発
足
に
あ
た
っ
て

松
代
町
青
少
年
育
成
町
民
会
議

　
　
　
　
　
会
長
　
市
　
川

　
数
十
年
ぶ
り
の
豪
雪
と
言
わ
れ
た

昭
和
五
十
九
年
　
稲
作
は
ど
う
な
る

か
、
気
象
状
況
は
ど
う
か
と
心
配
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
数
年
ぶ
り
の
猛

暑
が
続
き
、
作
物
の
成
長
が
よ
く
幸

い
の
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
町
内
の

青
少
年
も
特
別
な
非
行
も
な
く
経
過

し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
皆
さ
ま
と
も

ど
も
喜
こ
び
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
、
会
長
就
任
の
ご
あ
い
さ
つ

　
昭
和
五
十
九
年
度
は
役
員
改
選
の

年
で
あ
り
、
は
か
ら
ず
も
小
堺
又
七

先
生
の
後
を
引
継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
先
生
は
私
の
恩
師
で
あ
り
、

い
ろ
い
ろ
と
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し

た
。
人
格
も
ご
立
派
で
数
々
の
業
績

を
残
さ
れ
ま
し
た
。
先
生
は
老
齢
と

い
う
こ
と
で
辞
任
さ
れ
ま
し
た
が
、

ま
だ
若
く
継
け
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
し
た
。
私
は
と
て
も
先
生
の

足
元
に
も
お
よ
び
ま
せ
ん
が
、
小
・

中
学
校
に
勤
務
し
た
こ
と
、
二
年
間

本
会
の
総
務
環
境
改
善
部
会
の
部
会

長
の
任
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
推
選
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
明
　
治

れ
会
長
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。
力

不
足
で
、
皆
さ
ま
に
ご
迷
惑
を
か
け

る
こ
と
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
誠

心
誠
意
、
任
務
の
遂
行
に
努
力
す
る

覚
悟
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
各
位
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

二
、
昭
和
五
十
九
年
度
、
総
会
開
催

に
つ
い
て

　
七
月
二
十
四
日
（
火
）
午
後
一
時

よ
り
町
総
合
セ
ン
タ
ー
に
於
い
て
開

催
、
当
日
は
農
閑
期
で
雨
も
降
ら
ず

多
数
の
集
ま
り
を
期
待
し
て
お
り
ま

し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ご
多
忙
の
せ
い

か
思
い
の
ほ
か
少
数
で
し
た
。

　
会
議
は
予
定
通
り
で
、
昭
和
五
十

八
年
度
の
事
業
、
決
算
の
承
認
、
昭

和
五
十
九
年
度
の
事
業
計
画
、
予
算

が
大
体
前
年
通
り
で
承
認
さ
れ
ま
し

た
。
役
員
の
改
選
は
最
後
の
議
題
と

し
て
提
案
さ
れ
、
選
考
委
員
の
推
選

通
り
新
役
員
が
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
今
回
、
小
堺
又
七
先
生
始
め
数
名

の
方
々
が
辞
任
さ
れ
ま
し
た
が
、
い

づ
れ
も
優
秀
な
方
々
で
誠
に
残
念
で

ご
ざ
い
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
と
と
も
に
ご
健
康
、
ご
多
幸

を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

　
そ
の
他
、
会
員
の
増
強
、
会
費
の

微
収
等
重
要
な
意
見
が
あ
り
ま
し
た

が
、
運
営
委
員
会
で
常
に
協
議
さ
れ

て
い
る
問
題
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し

再
度
話
し
合
う
こ
と
で
ご
了
解
い
た

だ
き
、
無
事
総
会
を
終
了
い
た
し
ま

し
た
。

三
、
講
演
会
の
開
催

　
総
会
の
後
で
、
新
潟
市
よ
り
新
潟

県
青
少
年
育
成
県
民
会
議
青
少
年
育

成
指
導
者
、
新
潟
市
保
護
司
会
常
任

理
事
等
の
役
職
を
さ
れ
て
い
る
茂
野

武
博
先
生
を
講
師
と
し
て
講
演
会
を

開
催
い
た
し
ま
し
た
。

　
内
容
は
保
護
司
で
あ
る
先
生
が
一

人
の
子
ど
も
を
保
護
す
る
ま
で
の
状

況
。
保
護
の
仕
方
、
保
護
し
た
後
の

様
子
を
具
体
的
に
話
さ
れ
ま
し
た
。

実
際
の
こ
と
だ
け
に
生
々
し
く
、
感

銘
す
る
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
し
た
。

　
つ
づ
い
て
、
中
・
高
校
生
の
非
行

に
落
ち
る
背
景
の
数
々
と
指
導
方
々

さ
れ
ま
し
た
。
実
に
有
意
義
で
あ
り

多
数
の
皆
さ
ま
か
ら
き
い
て
い
た
だ

き
た
か
っ
た
で
す
。

四
、
青
少
年
非
行
の
現
状
に
つ
い
て

　
国
・
県
全
般
か
ら
み
る
非
行
は
、

昭
和
五
十
八
年
は
昭
和
五
十
七
年
よ

り
減
少
し
た
が
、
昭
和
五
十
九
年
の

現
時
点
で
は
昭
和
五
十
八
年
と
比
較

す
る
と
増
加
し
て
い
る
の
で
、
数
の

面
か
ら
す
る
と
落
着
い
て
来
た
よ
う

で
す
。
特
徴
と
し
て
は
、
低
年
齢
化

し
て
い
る
。
女
子
が
多
く
な
り
つ
つ

に
つ
い
て
細
か
く
実
例
を
あ
げ
説
明
＋

あ
る
。
行
動
が
複
雑
化
し
て
き
た
と

の
こ
と
で
す
。
松
代
町
で
は
内
在
し

て
い
る
も
の
は
多
少
あ
り
ま
し
ょ
う

が
、
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る

よ
う
な
こ
と
は
な
く
平
穏
に
感
じ
ま

す
。
誠
に
結
構
な
こ
と
で
す
が
、
我

々
は
単
に
非
行
防
止
に
と
ど
ま
る
こ

と
な
く
、
生
活
指
導
が
徹
底
さ
れ
心

身
と
も
に
健
や
か
な
子
ど
も
に
な
る

よ
う
。
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
十
分
な
話

合
い
を
い
た
し
、
実
践
を
積
み
重
さ

ね
て
い
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　　ア

にレ
　　ビ
つ

い
　
　
　
＼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼
　
　
　
　
＼
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
＼

　
　
　
　
　
　
〈
－

　
　
＼
太
　
ハ
平
，
　
＼
ー
＼
．

　
　
　
　
　
ぺ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヌ
　
　
　
　
　
　
　
ぺ

て
　
椙
沢
壌
挙

　
私
た
ち
が
、
付
き
合
い
だ
し
て
、

ま
だ
二
十
数
年
し
か
た
っ
て
い
な
い
、

テ
レ
ビ
で
す
が
、
あ
ら
ゆ
る
家
庭
に

は
い
り
こ
ん
で
、
家
族
の
中
心
に
ド

カ
ン
と
座
り
込
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ

だ
け
生
活
に
と
け
込
ん
だ
テ
レ
ビ
は
、

も
ち
ろ
ん
い
い
所
も
あ
り
ま
す
が
、

マ
イ
ナ
ス
の
面
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
そ
こ
で
、
我
家
の
子
供
達
に
、

テ
レ
ビ
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
も
ら

い
ま
し
た
。

ー
テ
レ
ビ
の
好
き
な
人
ー

全
員
　
　
「
ハ
ァ
ー
イ
。
」

ー
テ
レ
ビ
の
好
き
な
理
由
ー

長
男
　
　
「
ニ
ュ
ー
ス
・
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
外
国
の
こ
と
、
月
の
世
界
の
こ
と

な
ど
、
自
分
の
行
か
れ
な
い
所
の
こ

と
で
も
よ
く
解
る
。
」

長
女
　
　
「
会
う
こ
と
の
で
き
な
い
遠

く
の
人
や
、
人
気
者
の
、
ト
シ
チ
ャ

ン
や
マ
ッ
チ
や
・
シ
ブ
が
き
隊
な
ん

か
の
ス
テ
キ
な
人
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
し
、
歌
も
き
け
る
よ
一

次
男
　
　
「
お
も
し
ろ
い
か
ら
好
き
だ

よ
。
ズ
ー
と
み
て
い
た
い
く
ら
い
だ

な
あ
ー
一

1
じ
ゃ
テ
レ
ビ
ば
っ
か
り
見
て
い
た

ら
ど
う
な
る
。
ー

全
員
　
　
「
バ
カ
に
な
る
。
」

1
ど
う
し
て
か
な
。
ー

長
男
　
　
「
時
間
が
な
く
な
っ
て
勉
強

も
で
き
な
い
し
、
お
手
伝
い
も
で
き

な
い
し
、
考
え
る
こ
と
が
な
く
な
る

　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
の

と
思
う
よ
」

長
女
　
　
「
な
ま
け
ぐ
せ
が
つ
く
よ
。

返
事
だ
け
し
て
、
動
か
ね
え
ん
が
。
」

次
男
　
　
「
悪
い
こ
と
を
ま
ね
し
て
、

ケ
ガ
を
す
る
よ
。
プ
ロ
レ
ス
と
か
、

け
ん
か
と
か
。
そ
れ
か
ら
、
泥
棒
さ

ん
な
ん
か
も
ま
ね
し
て
み
ん
な
を
因

ら
せ
る
ね
一

1
さ
て
今
度
か
ら
、
テ
レ
ビ
は
ど
う

　
　
　
　
　
　
　
　
7
ぺ
ー
ジ
ヘ
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6
ぺ
匿
ジ
よ
り

し
よ
う
。
な
く
し
て
し
ま
お
う
か
？

長
男
　
　
「
い
い
所
も
あ
る
ん
だ
か
ら
、

時
間
を
決
め
て
見
れ
ば
、
い
い
じ
ゃ

な
い
か
な
あ
。
ぼ
く
は
、
ワ
ク
ワ
ク

動
物
ラ
ン
ド
な
ん
か
は
ぜ
っ
た
い
見

　
　
　
　
の

た
い
な
あ
」
ー

長
女
　
　
「
一
人
で
、
見
な
い
で
、
み

ん
な
で
見
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
話
し

な
が
ら
、
み
れ
ば
、
楽
し
い
と
思
う

あ
と
私
は
、
ア
ラ
レ
ち
ゃ
ん
が
好
き

き
だ
か
ら
、
そ
れ
を
み
た
い
な
あ
一

次
男
　
　
「
お
も
し
ろ
い
の
だ
か
ら
、

あ
っ
た
ほ
う
が
い
い
。
ぼ
く
は
小
鹿

物
語
が
大
好
き
だ
な
あ
ー
。
」
と
我
家

の
テ
レ
ビ
大
好
き
っ
子
達
は
、
い
ろ
ん

な
こ
と
を
言
つ
て
い
ま
し
た
。

私
が
、
一
番
心
配
な
の
は
、
テ
レ
ビ

は
、
本
物
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

太平　相沢タツ子さん宅

す
。
い
く
ら
、
す
ば
ら
し
い
自
然
が

写
っ
て
も
、
そ
れ
は
人
工
の
色
で
す
、

あ
る
夜
、
長
く
長
く
尾
を
引
い
て
流

れ
た
星
を
見
た
時
、
私
は
、
ワ
ァ
す

ご
い
、
き
れ
い
だ
ね
え
と
大
感
激
。

で
も
子
供
達
は
、
　
「
な
ん
だ
流
れ
星

じ
ゃ
な
い
か
。
」
と
言
っ
た
だ
け
で
し

た
。
私
は
、
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。
こ

ん
な
す
ば
ら
し
い
自
然
に
感
動
を
覚

え
な
い
と
は
、
な
さ
け
な
い
と
思
い

ま
し
た
。
子
供
達
に
し
て
み
れ
ば
、

も
っ
と
、
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
、
大
げ

さ
に
演
出
さ
れ
た
、
テ
レ
ビ
の
星
の

世
界
を
知
っ
て
い
る
か
ら
、
し
か
た

の
な
い
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
象
と

蟻
が
、
同
じ
大
き
さ
と
思
っ
て
い
る

子
供
も
い
る
く
ら
い
で
す
か
ら
、
本

物
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
恐

し
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
我
家

は
、
今
話
し
合
っ
た
こ
と
を
基
に
し

て
、
テ
レ
ビ
の
見
方
を
他
人
に
左
右

さ
れ
な
い
で
、
決
め
ま
し
た
。

一
、
テ
レ
ビ
は
、
食
事
の
時
は
見
な

い
。一

、
一
人
で
は
見
な
い
。
親
と
見
る

時
は
、
親
は
現
実
は
、
ち
が
う
の
だ

と
い
う
こ
と
を
言
う
。
C
M
は
売
る

た
め
の
も
の
だ
か
ら
、
ま
ど
わ
さ
れ

な
い
こ
と
。
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
し
ゃ

べ
り
な
が
ら
見
る
こ
と
。

　
こ
れ
く
ら
い
の
こ
と
な
ら
守
れ
る

と
い
う
の
で
、
や
っ
て
み
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。

　
る
…
．
◆
己
…
．
◆
・
旨
一
一
．
◆
・
量
．
◆
一
一
…
．
◆
も
冒
・
◆
畠
暫
．
◆
島
雪
．
◆
三
＝
．
◆
土
雪
．
◆
含
＝
、
◆
・
邑
曹
・
◆
・
邑
一
．
◆
・
一
電
．
◆
己
…
．
◆
邑
号
．
◆
畠
マ
◆
島
マ
◆
一
i
7
◆
’
一
一
マ
◆
邑
マ
◆
9
等
◆
亀
丁
◆
”
奮
マ
◆
■
辱
◆
一
撃
◆
も
▼
・

　
　
　
新
し
い
退
職
者
医
療
制
度

　
丁
一
＝
7
◆
一
一
…
・
◆
？
一
…
◆
一
一
一
マ
◆
『
一
層
一
－
・
◆
る
一
一
7
◆
一
…
7
◆
，
曹
一
マ
◆
■
昌
マ
◆
■
一
一
7
・
◆
・
…
7
◆
・
一
一
雪
．
◆
・
邑
曹
．
◆
■
一
「
マ
◆
る
一
一
一
・
◆
’
一
冨
曹
・
◆
’
一
2
7
◆
’
…
，
・
◆
、
昌
一
一
・
◆
’
一
幅
マ
◆
る
讐
・
◆
甲
一
零
7
◆
色
甲
7
◆
色
マ
◆
一
昌
軍
◆
“
マ
◆
毒

　
国
民
健
康
保
康
に
昭
和
5
9
年
1
0
月
　
　
る
人
お
よ
び
そ
の
被
扶
養
者
の
方
で

1
日
か
ら
新
し
く
退
職
者
医
療
制
度
　
　
す
。
た
だ
し
老
人
保
健
制
度
の
対
象

が
発
足
し
ま
す
。
こ
の
制
度
の
対
象
　
　
と
な
る
人
は
除
か
れ
ま
す
。

と
な
る
人
に
は
、
病
院
な
ど
で
支
払

う
自
己
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

（
新
し
い
制
度
の
考
え
方
）

　
若
く
て
元
気
に
働
い
て
い
る
間
は

職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
、
と
し

を
と
っ
て
会
社
を
や
め
る
と
多
く
の

人
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
ま
す
。

　
し
か
し
、
と
し
を
と
れ
ば
病
気
が

ち
に
な
り
、
病
院
な
ど
に
支
払
う
自

己
負
担
額
も
、
働
い
て
い
た
と
き
よ

り
も
多
く
な
り
、
重
い
負
担
と
な
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
緩
和
す

る
た
め
に
、
退
職
者
本
人
と
働
い
て

い
る
人
達
、
そ
れ
に
事
業
主
が
費
用

を
出
し
合
っ
て
負
担
を
軽
く
す
る
と

い
う
の
が
こ
の
制
度
の
考
え
方
で
す
。

（
退
職
者
医
療
の
対
象
者
）

　
こ
の
制
度
の
対
象
と
な
る
人
は
、

現
在
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
人
で
被
用
者
年
金
を
受
給
し
て
い

（
自
己
負
担
の
軽
減
）

　
こ
の
制
度
の
対
象
者
に
つ
い
て
は
、

病
院
や
診
療
所
な
ど
で
支
払
う
自
己

負
担
額
は
こ
れ
ま
で
の
3
割
か
ら
次

の
よ
う
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
退
職
被
保
険
者

　
　
（
被
用
者
年
金
受
給
者
本
人
）

　
　
　
　
　
　
　
｛

　
　
　
　
　
　
　
　
入
　
院
　
2
割

　
　
　
　
　
　
　
　
外
来
　
2
割

　
　
　
被
扶
翌
雑
輔

⑧
　
詳
細
に
つ
い
て
は
役
場
、
国
保

　
係
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

●∂　●　。；
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辮
讐

　
　
　
　
　
　
戴
、
擦
概

　
麟
撰
　
羅
糞
，
、

縷
鞭
灘
「
、
謬

　
鎌　雛

泌

鳩
》

ン
ヂ鶏聖欝鱒醜・撫

　
私
達
の
部
落
は
、
国
道
二
五
三
号

を
小
松
屋
電
気
店
さ
ん
の
前
方
か
ら

入
り
総
合
体
育
館
を
過
ぎ
る
と
小
荒

戸
に
な
り
ま
す
。
部
落
中
央
ま
で
は

約
七
百
米
位
で
す
。

　
昭
和
二
十
三
年
松
代
中
学
校
が
出

来
た
時
か
ら
現
在
の
道
路
で
す
が
、

そ
の
前
ま
で
は
、
小
野
島
歯
科
医
院

か
ら
原
田
屋
の
畜
舎
ま
で
真
っ
直
ぐ

で
両
脇
は
、
桑
園
と
畑
で
し
た
。

　
橋
は
、
昭
和
四
十
四
年
度
に
永
久

橋
に
架
け
替
え
て
戴
き
ま
し
た
。
木

橋
の
時
は
、
よ
く
路
面
に
穴
が
あ
き

修
理
に
大
変
だ
っ
た
し
、
共
有
地
に

杉
を
育
て
て
橋
架
け
替
え
用
と
し
大

切
に
し
て
居
ま
し
た
が
、
今
で
は
そ

の
心
配
も
な
く
な
り
感
謝
し
て
居
り

ま
す
。
こ
の
道
は
池
之
畑
に
通
じ
て

お
り
ま
す
。
統
合
中
学
校
が
出
来
る

前
ま
で
は
南
部
の
中
学
校
の
生
徒
さ

ん
が
朝
夕
通
う
の
で
良
か
っ
た
の
で

す
が
、
現
在
は
部
落
か
ら
先
は
、
農

作
業
に
通
う
だ
け
の
道
と
な
り
他
部

落
の
人
が
通
る
事
は
な
く
な
り
ま
し

た
。
居
村
線
は
昭
和
四
十
七
年
度
町

役
場
の
お
骨
折
り
を
戴
き
改
修
工
事

を
致
し
立
派
な
環
状
線
が
出
来
ま
し

た
。

嚢轍難
掛　　

縦

　
さ
て
部
落
の
歴
史
で
す
が
勉
強
不

足
で
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
紹
介
し

ま
す
。
部
落
の
地
名
で
す
が
、
「
町
の

文
化
財
」
の
本
に
荒
麻
粗
麻
が
な
ま

っ
て
、
大
荒
戸
、
小
荒
戸
に
成
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
と
記
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
村
の
古
い
記
録
な
る
物
と
し
て

富
沢
精
作
氏
が
所
蔵
の
地
図
が
有
り

ま
し
て
、
一
番
古
い
の
は
、
宝
暦
七

年
二
月
（
一
七
五
七
年
）
と
記
さ
れ

て
お
り
当
時
は
、
家
が
九
軒
と
お
宮

様
が
書
か
れ
て
居
り
ま
す
。

現
在
戸
数
三
十
一
戸
人
口
百
十
四
人

で
す
。
明
治
二
十
二
年
の
町
村
制
、

施
行
の
時
三
十
二
戸
二
百
人
と
記
さ

さ
れ
て
お
り
ま
す
事
を
考
え
合
せ
ま

す
と
淋
し
さ
を
感
じ
ま
す
。
一
時
期

は
、
三
十
八
戸
有
り
ま
し
た
が
近
年

他
村
県
内
外
と
転
出
さ
れ
た
の
で
す
。

　
右
の
地
図
は
寛
政
六
年
七
月
（
一

七
九
四
年
）
に
近
隣
部
落
立
合
で
境

界
を
確
認
し
た
事
が
記
さ
れ
て
お
り

　
　
　
　
　
9
ペ
ー
ジ
ヘ
つ
づ
く
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8
ぺ
ー
ジ
よ
り

ま
す
。
又
こ
の
年
、
村
の
小
字
の
歩

畝
も
記
録
し
た
図
も
有
り
ま
す
。
現

在
小
字
は
四
十
一
有
り
ま
す
が
、
こ

の
中
に
瀧
の
上
と
言
う
所
が
有
り
ま

す
が
、
こ
こ
に
神
明
社
が
祀
ら
れ
て

あ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
神
様
は
、
島

田
家
屋
号
「
と
う
ぞ
う
」
の
氏
神
様

だ
っ
た
そ
う
で
す
。
島
田
家
は
武
士

の
落
人
だ
っ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て

お
り
池
田
と
言
う
と
こ
ろ
に
「
と
う

ぞ
う
」
屋
敷
と
し
て
今
も
残
っ
て
お

り
ま
す
が
、
老
人
の
話
に
よ
り
ま
す

と
明
治
十
年
か
ら
二
十
年
頃
の
間
に

関
東
方
面
へ
出
ら
れ
た
と
言
う
事
で

す
。
神
明
社
は
、
現
在
十
二
神
社
に

合
祀
さ
れ
て
お
り
瀧
の
上
は
今
で
も

通
称
神
明
様
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。

又
坊
屋
敷
と
言
う
と
こ
ろ
は
、
昔
高

徳
寺
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
こ
に
い
た
小
僧
が
村
人
に
柿
や
生

り
物
を
盗
ん
だ
と
、
か
ず
け
ら
れ
た

の
で
出
て
行
く
時
に
「
こ
の
村
に
は

生
り
物
は
な
さ
ら
な
い
よ
う
に
し
て

や
る
」
と
言
っ
て
出
て
行
っ
た
の
で
、

村
に
生
り
物
が
少
な
い
の
だ
と
言
う

言
い
伝
え
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　
村
で
は
富
沢
家
（
大
分
市
在
住
）

は
旧
家
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
虎
次
、

和
長
次
、
昌
次
、
三
代
は
市
川
先
生

の
「
松
代
町
の
歴
史
を
語
る
」
に
記

さ
れ
て
お
り
皆
様
も
ご
存
じ
と
思
い

ま
す
。
初
代
は
長
右
工
門
と
言
う
方

で
寛
文
八
年
に
逝
去
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
二
代
目
は
長
吉
と
言
う
人
で
虎

次
氏
ま
で
は
交
互
に
名
前
を
記
し
て

お
ら
れ
た
ら
し
い
で
す
。
四
代
目
の

人
は
違
う
名
で
す
。
年
代
は
不
明
で

す
が
、
富
田
屋
と
言
う
作
り
酒
屋
だ

っ
た
そ
う
で
、
以
後
大
地
主
と
な
ら

れ
た
と
の
事
で
す
。
ま
だ
紙
面
が
ご

ざ
い
ま
す
の
で
部
落
近
況
と
で
も
申

し
ま
す
か
少
し
書
か
せ
．
て
い
た
だ
き

ま
す
．

　
春
は
秋
葉
祭
が
あ
り
ま
す
。
村
の

東
方
に
秋
葉
山
が
あ
り
頂
上
は
約
三

十
坪
位
の
平
地
に
な
っ
て
い
て
松
の

大
木
が
囲
り
に
生
え
祠
が
祀
っ
て
あ

り
ま
す
。
松
は
、
元
助
役
山
賀
市
三

郎
氏
の
祖
父
が
二
十
五
才
の
若
衆
頭

の
時
植
え
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

頂山山葉秋

昭
和
四
十
九
年
ま
で
は
四
月
三
日
が

祭
で
し
た
が
五
十
年
か
ら
四
月
二
十

九
日
に
な
り
ま
し
た
。
お
父
さ
ん
達

が
出
稼
か
ら
帰
ら
れ
る
の
が
遅
く
な

っ
た
の
で
日
を
変
え
た
の
で
す
。
こ

の
日
は
、
午
前
十
時
頃
か
ら
酒
の
肴

を
各
人
持
っ
て
老
若
男
女
を
問
わ
ず

山
に
登
り
新
緑
が
目
に
映
え
遠
く
連

山
の
頂
に
は
、
残
雪
が
白
く
残
る
山

並
を
眺
め
な
が
ら
、
四
方
山
話
し
に

花
を
咲
か
せ
、
又
大
声
で
唄
っ
て
賑

や
か
に
過
し
ま
す
。

　
秋
祭
は
現
在
は
九
月
の
第
一
日
曜

日
に
行
な
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
昭
和

小
荒
戸
部
落
か
ら
み
た
北
・
北
線

三
十
五
年
頃
ま
で
は
九
月
二
十
一
日

で
し
た
が
稲
刈
が
早
く
始
ま
る
よ
う

に
な
っ
た
た
め
の
変
更
で
す
。
前
夜

は
青
年
会
主
催
で
婦
人
会
の
方
達
の

協
力
を
得
て
演
芸
会
が
行
な
わ
れ
ま

す
。
村
の
人
達
は
申
す
に
及
ば
ず
近

村
か
ら
も
多
勢
見
物
に
来
ら
れ
賑
や

か
に
な
り
ま
す
。
特
に
青
年
会
の
人

達
の
芝
居
に
は
、
涙
あ
り
、
笑
い
あ

り
で
拍
手
喝
釆
の
渦
が
巻
き
起
り
ま

す
。　

さ
て
村
で
は
今
第
三
セ
ク
タ
ー
で

始
ま
る
北
越
北
線
の
工
事
再
開
を
待

ち
望
ん
で
お
り
ま
す
。
部
落
で
は
五

十
七
年
度
に
駅
予
定
地
ま
で
通
ず
る

農
道
を
役
場
に
お
願
い
し
て
完
成
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
道
を

通
り
ま
す
と
部
落
中
央
か
ら
約
一
韓

位
で
す
。
で
す
か
ら
汽
車
が
通
り
ま

す
と
上
越
市
や
中
越
方
面
の
通
勤
が

可
能
に
な
り
若
い
人
達
が
県
外
に
職

場
を
求
め
な
く
て
済
む
よ
う
に
な
り

ま
す
。
そ
れ
か
ら
現
在
総
合
体
育
館

の
建
っ
て
お
り
ま
す
向
原
に
出
た
石

器
は
、
縄
文
中
期
頃
と
か
聞
い
て
居

り
ま
す
が
内
山
清
男
氏
の
説
で
す
と

縄
文
文
化
は
、
九
千
年
前
か
ら
始
ま

っ
た
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
当
時
は

狩
猟
漁
労
中
心
の
採
集
経
済
時
代
と

か
、
今
で
も
冬
期
間
の
生
活
は
大
変

と
想
っ
て
い
る
の
に
我
々
の
先
人
達

は
如
何
に
し
て
暮
ら
し
た
事
だ
ろ
う

と
想
い
を
馳
せ
な
が
ら
拙
な
い
文
を

終
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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④乞也る

帰りの時間が

遅くなった

　
朝
「
七
時
に
は
帰
る
か
ら
」
と
母

親
に
言
っ
て
家
を
出
た
も
の
の
、
部

活
の
あ
と
、
久
し
振
り
に
先
輩
が
訪

ね
て
き
て
話
し
が
は
ず
み
、
約
束
よ

り
二
時
間
も
遅
れ
て
し
ま
っ
た
。
み

ん
な
の
手
前
、
家
に
電
話
も
で
き
な

か
っ
た
し
、
お
ふ
く
ろ
、
怒
っ
て
い

る
だ
ろ
う
な
。

！
i
こ
ん
な
気
持
ち
で
、
子
供
は
玄

関
の
ベ
ル
を
押
し
ま
す
。
連
絡
が
な

い
ま
ま
、
夕
ご
飯
の
用
意
を
し
て
待

っ
て
い
た
お
母
さ
ん
、
さ
て
、
ど
の

よ
う
な
態
度
で
お
子
さ
ん
を
迎
え
ま

す
か
。

☆
一
晩
の
冷
却
期
間
を
お
い
て
か
ら

　
話
し
あ
い
を
ー
ー

　
「
今
ご
ろ
帰
っ
て
き
て
、
い
っ
た

い
何
時
だ
と
思
っ
て
い
る
の
！
」
と

顔
を
見
る
な
り
大
声
を
あ
げ
て
効
果

が
あ
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
小
学
生
ま

で
で
す
。

　
中
学
生
と
も
な
れ
ば
”
予
想
ど
お

り
”
と
受
け
と
め
、
一
瞬
シ
ュ
ン
と

な
る
も
の
の
、
「
遅
く
な
っ
た
ん
だ
か

ら
、
い
ま
さ
ら
仕
方
な
い
じ
ゃ
な
い

か
。
い
ち
い
ち
、
う
る
さ
い
な
」
と
、

反
発
的
な
態
度
に
出
る
こ
と
が
多
い

の
で
す
。

　
”
門
限
破
り
”
が
当
り
前
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
場
合
は
と
も
か
く
、

普
通
の
子
供
は
、
家
の
明
か
り
が
見

え
て
く
る
と
「
ま
ず
か
っ
た
な
あ
」

と
い
う
思
い
に
か
ら
れ
る
も
の
で
す
。

そ
の
結
果
、
意
気
消
沈
し
て
す
ご
す

ご
と
帰
っ
て
く
る
か
、
逆
に
、
無
意

識
に
も
虚
勢
を
張
っ
た
態
度
を
と
る

か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
し
ょ
う
。

　
こ
う
い
う
心
理
状
態
に
あ
る
子
供

に
、
遅
く
な
っ
た
原
因
を
根
掘
り
葉

掘
り
尋
ね
た
り
、
理
屈
を
こ
ね
て
”

失
態
”
を
追
求
し
て
も
、
恐
ら
く
良

い
結
果
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。

　
お
母
さ
ん
、
感
情
的
に
な
り
そ
う

な
気
持
ち
を
精
い
っ
ぱ
い
抑
え
て
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

だ
さ
い
。
子
供
は
子
供
で
も
ん
も
ん

と
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
そ
の
場

は
「
遅
か
っ
た
ね
」
と
お
尻
の
一
つ

も
た
た
い
て
、
あ
と
は
ニ
コ
ニ
コ
し

て
い
る
ぐ
ら
い
が
い
ち
ば
ん
効
果
的

で
す
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

　
そ
し
て
、
一
晩
寝
て
か
ら
、
お
互
嚇

い
ク
ー
ル
な
気
持
ち
で
昨
夜
の
こ
と
｛

を
話
題
に
し
、
お
母
さ
ん
は
言
う
べ
　
｝

き
こ
と
を
き
ち
ん
と
話
し
て
お
く
の
一

が
よ
い
で
し
ょ
う
。
思
春
期
の
子
供
畑

は
タ
イ
・
、
、
ン
グ
が
大
切
な
の
で
す
。
　
｛

☆
約
束
を
守
る
こ
と
は
人
間
関
係
の
｝

基
亦
1
　
　
　
　
　
　
｛

　
子
供
が
、
よ
そ
の
家
を
例
に
あ
げ
｝

て
食
い
下
が
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
り
噸

ま
す
。
「
だ
れ
そ
れ
さ
ん
の
家
は
門
限
曜

が
10
時
な
の
に
ー
ー
」
　
　
　
　
　
剛

　
こ
う
い
う
場
合
、
お
母
さ
ん
は
毅
刷

然
と
し
た
態
度
を
示
し
て
く
だ
さ
い
。
｝

「
○
○
さ
ん
の
家
は
そ
う
決
め
た
の
一

だ
か
ら
、
そ
れ
で
い
い
で
し
ょ
う
。
　
｝

で
も
、
あ
な
た
は
、
う
ち
の
子
で
す
一

か
ら
ね
。
こ
れ
は
比
較
の
問
題
で
は
｝

あ
り
ま
せ
ん
」
と
。
　
　
　
　
　
　
　
一

　
そ
し
て
、
約
束
を
守
る
、
遅
れ
る
｝

と
き
は
連
絡
す
る
と
い
う
行
為
は
、
　
加

親
と
子
で
あ
る
こ
と
以
前
の
、
人
間
騨

関
係
の
基
本
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
話
陶

し
て
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。
　
　
　
曜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
核
家
族
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
の
㌦

大
家
族
と
違
っ
て
、
数
少
な
い
人
間
幽

が
同
じ
屋
根
の
下
で
肩
を
寄
せ
合
っ
　
㌦

て
暮
ら
し
て
い
る
の
で
す
。
親
も
子
曲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

も
一
人
ひ
と
り
が
家
族
と
い
う
小
さ
｝

な
”
共
同
体
”
を
支
え
て
い
ま
す
。
　
｛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

常
に
、
待
つ
者
の
身
に
な
っ
て
家
族
｝

の
人
間
関
係
を
考
え
て
い
く
こ
と
こ
（

そ
、
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
｝

気
象
よ
も
や
ま
話

台
風
の
動
き

　
　
　
　
　
万
　
羽
卓

（6）司

調
雛
講
翻
籔
攣
繍

　　高，r．
砺
（癩㎜1麗

ぐ
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秋
が
近
づ
く
と
台
風
が
気
に
な
る
。

　
台
風
と
は
、
南
洋
方
面
で
発
生
し

て
、
日
本
や
中
国
大
陸
に
接
近
し
た

り
、
上
陸
し
た
り
す
る
熱
帯
性
低
気

圧
を
言
う
。
夏
秋
に
限
ら
ず
、
一
年

中
発
生
す
る
の
で
、
発
生
順
に
番
号

を
つ
け
て
呼
ん
で
い
る
。

　
台
風
の
進
路
は
決
ま
っ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
情
報
か
ら
得
た
中
心
位
置
を

地
図
の
上
に
印
を
つ
け
て
ゆ
け
ば
進

路
の
見
当
が
つ
く
。
台
風
の
周
囲
の

風
や
、
雲
の
動
き
は
法
則
に
従
っ
て

い
る
か
ら
、
そ
れ
か
ら
も
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
台
風
や
、
低
気
圧
の
中

心
を
知
る
有
名
な
バ
イ
ス
バ
ロ
ッ
ト

の
法
則
と
言
う
の
が
あ
る
。
日
本
流

に
三
十
一
文
字
に
ま
と
め
る
と

　
風
を
背
に
北
で
は
左
南
で
は

　
　
右
の
手
を
出
せ
そ
れ
が
中
心

　
風
は
陸
上
で
は
乱
れ
る
か
ら
、
雲

の
動
き
を
見
る
方
が
よ
い
。
雲
を
背

後
か
ら
受
け
る
よ
う
に
立
っ
て
、
北

半
球
で
は
左
手
を
、
南
半
球
で
は
右

手
を
横
に
出
せ
ば
、
そ
れ
が
台
風
の

中
心
を
指
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
台
風
は
、
中
心
に
近
づ
く
ほ
ど
風

雨
が
強
い
が
、
時
に
は
中
心
で
風
が

全
く
止
み
、
青
空
が
現
わ
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
　
「
台
風
の
目
」
と
言
う
。

し
か
し
、
中
心
が
通
り
過
ぎ
る
と
、

再
び
風
が
強
く
、
豪
雨
に
な
る
こ
と

が
あ
る
。

　
図
は
去
る
七
月
末
頃
の
台
風
七
号

の
天
気
図
で
あ
る
。
図
中
の
点
線
は
、

発
生
か
ら
衰
弱
す
る
ま
で
の
毎
日
の

経
路
で
、
ま
た
、
点
の
傍
の
数
字
は

毎
日
の
中
心
で
あ
っ
た
日
付
で
あ
る
。

今
回
の
台
風
は
、
数
少
な
い
全
く
異

常
な
進
路
を
と
っ
て
進
ん
だ
。
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安
全
運
転

　
　
シ
リ
ー
ズ

⑮

／／
　　ノ

／

㌧
！
ノ

〔
U

◎⊂二二⊃◎

，

　
「
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
な
ん
て
面
倒
く

さ
い
」
　
「
き
ゅ
う
く
つ
だ
」
　
「
安
全

一

命
を
救
う

秒
の
ゆ
と
り
が

一

　
「
車
を
運
転
中
、
崖
か
ら
転
落
し

て
三
回
転
し
、
車
が
逆
さ
ま
に
な
っ

て
止
ま
っ
た
時
に
は
、
宙
づ
り
の
状

態
で
し
た
。
で
も
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を

締
め
て
い
た
お
か
げ
で
、
ほ
と
ん
ど

衝
撃
が
な
く
、
肩
に
か
す
り
傷
を
負

っ
た
だ
け
。
生
き
て
い
ら
れ
た
の
が

信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
」
シ
ー
ト
ベ
ル
ト

を
締
め
て
い
た
お
か
げ
で
、
命
が
助

か
っ
た
ほ
ん
の
一
例
で
す
。

　
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
着
用
率
は
ま
だ

低
く
、
松
代
町
に
お
い
て
は
一
割
に

も
満
た
な
い
の
が
現
状
で
す
。

　
そ
し
て
「
自
動
車
乗
車
中
の
死
者

の
九
八
％
が
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
し

て
い
な
か
っ
た
」
　
（
警
察
庁
調
査
）

と
い
う
結
果
も
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

1る　せ命とせかうい二以ツ壁しヨ　ののほでと運
トたそんをていし人な○上クによツでで二とすい転
べめんQ守もぜ’がらキとはぶうクはす’んがうし

な
と
き
、
あ
な
た
の
命
を
守

に
威
力
を
発
揮
す
る
の
が
シ

ル
ト
で
す
。

、
車
が
衝
突
し
た
と
き
の
シ

は
ど
の
く
ら
い
に
な
る
の
で

か
。
時
速
二
〇
キ
ロ
で
固
定

つ
か
っ
た
場
合
、
そ
の
シ
ョ

ド
ラ
イ
バ
ー
の
体
重
の
六
倍

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
か
が

ロ
の
ス
ピ
ー
ド
、
そ
の
く
ら

腕
や
足
で
支
え
ら
れ
る
と
い

い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

腕
や
足
で
支
え
ら
れ
る
力
は

い
体
重
の
二
倍
か
ら
三
倍
。

、
自
分
の
腕
や
足
だ
け
で
、

り
き
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま

て
い
る
か
ら
大
丈
夫
だ
」

の
が
敬
遠
さ
れ
る
主
な
理
由

、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
着
脱
は

ど
が
ワ
ン
タ
ッ
チ
式
。
ほ
ん

三
秒
も
あ
れ
ば
す
む
こ
と
な

O

　　　　　　麟家膜冒調し含翻囲魏喪盒

迫ってくる大型車の後輪
（内輪差を知ろう）

〃　　　 o

　　　　一二一　　④交差点の角に立って￥
儲　　》　　∋…∋二 　　信号が変わるのを待っ

　　　　7』　　　　ていました。そこへ大
　　■。　　　笏　ノ　型トラックがやってき螺1＠鰍、テ∫二一』嘆て左折し始めます．前

　顧　．鴇騨　輪が目の前を通ったと
　　　　　　　き、ぽくと車の間には

〆
「

内輪差’

1：ll脇ノ
ぐ　チ　ナ　や　チ　チ　ぐ

ぐナナぐヰナやイ
や　ぐ　ぐ　ヤ　チ　ヰ　ナ

iii！ii㊥1引

十　十　十　◇　十　f　十
十　十　十　十　十　十　十

十　十　十　十　十　十　十
十　十　十　十　十　十　十

左折時の事故原因に

は、内輪差によるもの

が目立ちます。内輪差

とは、車が曲がるとき、

後輪が前輪の通った場

所よりも内側を通るこ

とをいいます。これは

車の構造上どんな車で

交通安全標語

習慣にしようシートベルトとヘルメット

m
　
き
ょ
う
か
ら
実
践
　
　
　
　
M

”∞

γ
ベ
ル
ト
の
蓼
㎜

　
交
通
事
故
の
際
に
あ
な
た
の
何
よ

り
も
有
効
な
”
命
綱
”
と
な
っ
て
く

れ
る
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
着
用
は
、
い

ま
や
運
転
操
作
の
ひ
と
つ
な
の
だ
と

い
う
こ
と
を
、
ぜ
ひ
肝
に
銘
じ
て
く

だ
さ
い
。

　
マ
イ
カ
ー
に
よ
る
レ
ジ
ャ
ー
の
機

会
も
多
く
な
る
季
節
。
ジ
ー
ト
ベ
ル

ト
な
し
で
ク
ル
マ
に
乗
る
な
！
」

き
ょ
う
か
ら
徹
底
し
た
い
も
の
で
す
。
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叢．

轟牲

墓
与

望
ま
し
い
日
本
型
食
生
活
を
め
ざ
し
て

　
お
米
は
塩
分
の
な
い
自
然
食
品

　
ご
飯
は
そ
れ
自
体
が
お
い
し
い
食

品
な
の
で
、
気
を
許
す
と
つ
い
食
べ

過
ぎ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
“
お
米
は
太
る
”

な
ど
と
い
う
の
は
”
の
れ
ぎ
の
”
も
い

い
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
ご
飯
を
食

べ
る
と
高
血
圧
に
な
る
と
い
っ
た
誤

解
も
、
漬
物
や
ミ
ソ
汁
な
ど
、
塩
分

の
多
い
食
品
を
お
か
ず
に
何
杯
も
ご

飯
を
食
べ
る
と
い
う
昔
の
食
事
ス
タ

イ
ル
が
招
い
た
も
の
。
む
し
ろ
、
お

米
は
自
然
食
品
で
あ
り
、
塩
分
を
含

ん
で
い
な
い
の
で
、
塩
分
を
制
限
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
高
血
圧
な
ど
の

食
事
療
法
に
適
し
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
わ
た
し
た
ち
は
好
き
な
と

き
に
、
好
き
な
だ
け
食
べ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
が
、
偏
食
で
す
。

　
確
か
に
、
現
在
の
日
本
人
の
食
生

活
は
、
平
均
的
に
見
る
限
り
、
か
な

り
良
好
な
水
準
と
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、

カ
ロ
リ
ー
や
脂
肪
の
取
り
過
ぎ
が
目

立
っ
て
き
て
お
り
、
近
い
将
来
、
欧

米
並
み
の
食
事
内
容
に
な
る
可
能
性

を
も
っ
て
い
ま
す
。

　
も
う
一
度
、
お
宅
の
食
事
を
見
直

⑤

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
「
パ
ン
に
し
ま
す
か
、
ラ
イ
ス
に

し
ま
す
か
」
　
　
。
レ
ス
ト
ラ
ン
で

洋
食
を
注
文
す
る
と
、
必
ず
と
い
っ

て
い
い
ほ
ど
受
け
る
こ
の
質
問
は
、

和
・
洋
食
、
中
華
と
、
ど
ん
な
副
食

に
も
合
う
ご
飯
の
特
長
を
よ
く
物
語

っ
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　
日
本
人
の
食
事
は
主
食
と
副
食
の

区
別
が
は
っ
き
り

し
て
い
ま
す
。

　
か
つ
て
は
、
主

食
で
あ
る
ご
飯
を

た
く
さ
ん
食
べ
る

た
め
に
副
食
を
と

り
ま
し
た
。
な
か
で
も
、
ご
飯
は
塩

か
ら
い
副
食
、
例
え
ば
み
そ
汁
、
梅

干
、
塩
辛
、
漬
物
な
ど
と
良
く
合
う

こ
と
か
ら
、
地
域
に
よ
っ
て
は
米
を

食
べ
す
ぎ
る
傾
向
に
あ
る
だ
け
で
な

く
、
塩
分
の
摂
取
量
が
非
常
に
高
く

な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
ご

飯
を
食
べ
る
と
高
血
圧
に
な
る
と
い

う
誤
解
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。

　
副
食
相
互
間
の
“
つ
な
ぎ
役
”

　
現
在
で
は
、
副
食
と
し
て
畜
産
物

や
水
産
物
、
野
菜
な
ど
が
多
種
、

多
量
に
加
わ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
果

物
な
ど
も
豊
富
で
、
料
理
の
種
類
も
増

え
て
主
食
と
副
食
の
バ
ラ
ン
ス
は
非

常
に
良
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

主
食
で
あ
る
ご
飯
も
、
”
副
食
相
互
間

の
つ
な
ぎ
役
”
と
し
て
食
べ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　
欧
米
諸
国
か
ら
も
高
く
評
価
さ
れ

て
い
る
日
本
型
食
生
活
の
バ
ラ
ン
ス

の
良
さ
は
、
い
ろ
い
ろ
な
副
食
を
つ

な
ぐ
ご
飯
が
支
え
て
い
る
の
で
す
。

　
で
は
、
具
体
的
に
ご
飯
を
中
心
と

し
た
食
生
活
の
良
い
点
を
挙
げ
て
み

ま
し
ょ
う
。

①
ご
飯
は
ど
ん
な
お
か
ず
と
も
良
く

　
合
う

ご
飯
と
お
か
ず
の
“
調
和
”
が

　
　
栄
養
の
偏
り
を
防
ぐ

②
ご
飯
そ
の
も
の
は
カ
ロ
リ
ー
が
低

　
い
の
で
、
満
腹
感
を
得
て
も
カ
ロ

　
リ
ー
の
取
り
過
ぎ
を
防
ぐ
こ
と
が

　
で
き
る

不

’・弔▼

》L篭旨ン

③
ご
飯
に
は
良
質
の
タ
ン
。
ハ
ク
質
が

　
約
三
％
含
ま
れ
て
い
る

　
ご
飯
の
“
適
量
”
は

　
　
　
　
　
一
日
約
六
杯

　
で
は
、
ご
飯
は
ど
れ
く
ら
い
食
べ

る
の
が
”
適
量
”
な
の
で
し
ょ
う
か
。

だ
い
た
い
の
目
安
を
見
て
み
ま
し
ょ

う
。　

二
十
歳
台
の
成
人
男
子
の
場
合
、

一
日
約
二
千
五
百
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
で
す
。
こ
の
う

ち
、
千
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
か
ら
千
五
百

キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
を
穀
物
で
取
る
の
が

望
ま
し
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
を
ご
飯
で
取
る
と
す
る
と
、
茶
わ

ん
で
約
六
杯
（
約
千
二
百
五
十
キ
ロ

カ
ロ
リ
ー
）
と
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
だ
け
の
ご
飯
を
ま
ず
食
べ
て
、

一
日
必
要
量
の
残
り
の
カ
ロ
リ
ー
は

バ
ラ
ン
ス
よ
く
副
食
で
　
　
こ
れ
が

栄
養
の
偏
り
を
防
ぐ
の
で
す
。
つ
ま

り
、
ご
飯
と
お
か
ず
の
”
調
和
”
に

こ
そ
望
ま
し
い
食
生
活
の
あ
り
方
が

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
日
本
型
食
生
活

で
は
、
ご
飯
が
良
質
の
植
物
性
タ
ン

パ
ク
質
の
供
給
源
で
あ
る
と
と
も
に
、

カ
ロ
リ
ー
取
り
過
ぎ
の
”
歯
止
め
役
”

と
も
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

戸
籍
の
窓
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
七
月
受
付
分

　
幸
せ
多
い
人
生
を
（
結
婚
）

柳
　
弘
一
・
村
山
順
子

　
　
　
　
　
（
大
伏
・
さ
ん
ね
ん
）

齊
木
正
孝
・
山
村
紀
子

　
　
　
　
　
　
　
（
巾
子
・
し
も
）

　
げ
ん
き
な
よ
い
子
に
（
誕
生
）

佐
藤
勇
人
　
父
正
男
　
母
里
江

　
　
　
（
長
男
・
千
年
∴
二
前
田
）

鈴
木
晴
美
　
父
金
作
　
母
八
千
代

　
　
　
（
二
女
・
室
野
・
山
城
屋
）

池
田
佳
紀
　
父
友
治
　
母
美
代
子

　
　
　
（
二
男
・
田
野
倉
・
長
吉
）

小
野
島
誠
　
父
修
一
　
母
え
り
子

　
　
　
　
（
長
男
・
会
沢
・
栄
屋
）

関
谷
美
夏
　
父
寛
幸
　
母
洋
子

　
　
　
（
長
女
・
松
代
・
喜
久
屋
）

小
堺
　
郁
　
父
貞
夫
　
母
好
美

　
　
　
（
三
女
・
蓬
平
・
安
エ
門
）

若
井
広
美
　
父
好
平
　
母
愛
子

　
　
　
　
（
二
女
・
松
代
・
常
七
）

　
ご
冥
福
を
祈
り
ま
す
（
死
亡
）

関
谷
ル
イ
　
7
5
歳
　
松
代
　
盛
田
屋

佐
藤
マ
ツ
ノ
67
歳

米
持
ス
ゾ
エ
63
歳

大
熊
祐
平
　
7
9
歳

菅
井
　
誠
　
－
歳

菅
井
カ
ホ
ル
74
歳

名苧太室室
平島平野野

竹
屋

新
屋

大
家

佐
吾
院

紙
屋



ll川1”1”IIlll”13iil“II“III“1”lliこうほう・まつだい（8月号）III”IIIIIIllIIII“III“IIll“ll”IIIllIII“1”1“1”II1”IIIllII”1“III”ll”Illllllll“Illl”Ill”Ill川II”Ilm”“”illl”II”II””III”lll””1“II”””ll”Illll””1”””1””1111

鰹織『趨鵜麟騨響灘繊瀞・1齢、1 防災シリーズ
　　　⑰

〔わが家の安全度テスト〕
質問を肯定するような場合（「ま、そうだな」とか「その通り」といったようなもの）はハイの欄に○印を、

反対に否定するような場合（「いや、そんなことはない」　「ちゃんとやっている」といったようなもの）は

イイエの欄に○印をつける。該当しなか項目は空欄。ハイが答の40％以上なら『危険人間』です。

番
号

項　　　　　　　　　　　　　　　　目
ハイ イイエ ハイ イイエ ハイ イイエ

1 煮物中の来客や電話は、火をそのままで応対に出ることが多い

2 火に鍋ややかんをかけていることをしばしば忘れる

3 ガスコンロの近くに燃えやすいものがあっても気にならない

4 ガスコンロの火と壁とは20cmも離れていない

5 火気使用中、換気にあまり注意しない

6 ストーブの位置はあまりこまかく安全に気くばりをしていない

7 石油ストーブの給油は火のついたままでもする

8 石油ストーブは、火のついたままでよく動かす

9 夜、就寝時にガスのメーターコックをしめることまではしていない

10 夜、寝る前の火の用心の点検はしていない

11 外出時の火の用心はあまりしていない

12 ふろの火をつけるとき「からだき」という気づかいなどほとんどしない

13 ガスのコンロやかま、給湯器、瞬間湯沸器など、ほとんど点検していない

14 たばこの吸いさしをそのあたりの適当なところによく置いたりする

15 灰皿のふちに吸いさしをよく残す

16 たたみやカーペットにたばこの焼け焦げをつくっている

17 たばこを駅のホームなどでよく吸う

18 たばこの投げ捨ては気にならない

19 寝たばこは習慣になっている

20 年寄りの寝たばこは、たいして気にならない

21 消火器は用意していない

22 消火器はあるが、使い方を十分知っていない

23 ふろの残り湯はとっていない

24 バケツはない

25 家からは火事は絶対に出さないという気持をいつも持ち続けてはいない

26 家族で火事のことや火の用心のことなどほとんど話したことがない

27 電気アイロンをつけっぱなしにした経験は1度ならずある

28 自宅の電気のアンペア数は知らない

29 1つのコンセットから何本も電気をひいている

30 消火訓練など参加したことがない

31 防火や火の用心の広報誌紙など配られてきてもほとんど見ない

32 新聞やテレビの火事や焼死のニュースはほとんど気にもとめない

33 停電時にろうそくを使うのは危ないなどとは考えてみたこともない

“点検は防火のはじまり

　　　　　　　　　　　　　　　しめくくり。

□ ［ □
□
　
％

□
　
％

［
　
％
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文
　
一

芸

蠣難
蟹

　
　
し
ぶ
み
句
会

廃
屋
の
く
ず
れ
し
窪
に
残
る
雪

青
葉
風
洞
泉
禅
寺
広
廊
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
悠

大
岩
の
如
き
残
雪
山
田
畔

山
菜
の
豊
か
な
る
峡
雪
残
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立

残
雪
も
あ
り
て
池
辺
の
雪
柳

歩石

盛
り
上
り
盛
り
上
り
し
て
撫
青
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
嫡
　
史

残
雪
の
ま
だ
光
り
居
る
田
を
植
え
る

青
葉
風
素
十
先
生
句
碑
除
幕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
常
　
仙

樹
々
深
き
青
葉
の
中
に
少
林
寺

残
雪
の
し
ず
く
が
ぬ
ら
す
石
の
坂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
　
沙

残
雪
や
総
寄
合
は
無
事
終
わ
る

経
続
く
御
堂
に
青
葉
風
入
り
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
　
明

仰
ぎ
見
る
杉
に
か
ら
み
て
藤
の
花

残
雪
砂
庭
に
鈴
蘭
芽
ぶ
き
お
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
千
代

山
の
湯
に
残
雪
あ
る
も
今
少
し

夏
の
月
滝
の
水
上
雪
残
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
元

丈
高
き
青
葉
が
掩
う
芭
蕉
句
碑

青
葉
影
藤
村
詩
碑
は
静
も
り
て

山
独
活
に
生
味
噌
添
え
て
喜
ば
れ

納
骨
の
列
が
青
葉
の
墓
地
に
入
る

残
雪
を
左
右
に
置
き
て
苗
畳

ぶ
な
青
葉
下
に
陣
ど
る
土
工
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紅

青
葉
風
分
教
場
に
子
ら
五
人

朝
礼
の
分
教
場
に
雪
残
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

　
　
蒲
生
句
会

虻
入
れ
て
蛍
袋
の
こ
そ
ば
ゆ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枯
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
淡
　
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花

森
閑
と
亡
母
の
生
家
や
夏
炉
燃
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耕
　
山

っ
か番

う
蝶
蜜
吸
う
蝶
の
乱
舞
か
な

補
聴
器
を
は
さ
み
直
せ
り
遠
閑
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昇
　
逸

天
掴
む
如
く
夕
顔
花
匂
う

一
握
り
ワ
ラ
ビ
忘
ら
る
日
雷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耕
　
人

ひ
く
ら
し鯛

に
今
朝
も
急
か
れ
て
日
雇
い
に

白
菖
蒲
乙
女
の
静
脈
う
す
青
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐵
　
堂

梅
雨
明
け
の
雷
遠
近
に
ひ
び
き
け
り

甲
虫
　
三
日
飼
わ
れ
て
上
京
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
折
　
人

茄
で
こ
ぼ
す
香
も
深
み
ど
り
夏
水
菜

孫
子
ら
を
お
も
う
遠
目
に
夏
つ
ば
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
さ
女

　
　
　
　
　
　
　
っ
ふ
や

ほ
と
と
ぎ
す
叫
び
眩
き
黙
し
け
り

紫
蘇
漬
け
る
妻
、
亡
き
母
の
齢
超
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竜
　
峰

　
西
潟
ま
さ
を
氏
を
悼
む

　
広
報
ま
つ
だ
い
文
芸
欄
に
、
数
々

の
秀
作
を
発
表
し
て
く
だ
さ
っ
た

西
潟
正
雄
氏
が
去
る
六
月
十
九
日
八

十
三
才
で
永
眠
さ
れ
ま
し
た
。

一
人
逝
き
二
人
と
別
れ
年
毎
に
せ
め

ら
れ
る
ご
と
く
せ
ば
ま
る
世
間

　
こ
れ
は
、
本
年
四
月
号
文
芸
欄
巻

頭
の
一
首
。
氏
自
身
が
こ
の
歌
を
詠

ま
れ
て
い
く
ば
く
も
な
く
鬼
簿
に
入

ら
れ
よ
う
と
は
…
…
突
然
の
計
報
に
、

た
デ
た
デ
驚
く
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。

　
静
か
な
声
調
、
悠
揚
と
し
て
自
在

な
詠
み
ぶ
り
、
氏
の
短
歌
の
世
界
は

お
人
柄
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

葉
の
蔭
に
う
つ
む
い
て
咲
く
茶
の
花

は
つ
つ
ま
し
く
ほ
の
か
な
匂
を
零
す

あ
れ
こ
れ
と
予
定
し
て
も
出
来
ぬ
事

多
し
さ
れ
ど
も
明
日
を
思
え
ば
楽
し

　
「
明
日
を
思
え
ば
」
に
万
感
胸
を

う
た
れ
る
思
い
を
禁
じ
得
ま
せ
ん
。

心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
致
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
竜
）

園
芸
一
ロ
メ
モ

　
”
松
代
園
芸
愛
好
会
”

　
　
タ
　
　
　
ケ

　
曲
り
く
ね
っ
た
り
横
道
に
そ
れ
た

り
す
る
こ
と
も
な
く
、
ま
っ
す
ぐ
に

天
を
め
ざ
し
て
ひ
た
む
き
に
伸
び
て

い
く
タ
ケ
の
姿
は
、
純
粋
で
淡
白
さ

を
好
む
日
本
人
の
国
民
性
と
ぴ
っ
た

り
と
結
び
つ
い
て
、
古
く
か
ら
愛
さ

れ
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

　
タ
ケ
と
サ
サ
の

　
区
別

　
タ
ケ
も
サ
サ
も
植

物
学
上
は
タ
ケ
科
に

属
す
る
植
物
で
す
。

一
般
の
人
は
大
き
い

の
が
タ
ケ
で
小
さ
い

の
が
サ
サ
だ
と
い
う

よ
う
に
、
あ
い
ま
い

に
考
え
て
い
ま
す
が
、

植
物
学
上
は
タ
ケ
の

皮
が
す
ぐ
は
が
れ
落

ち
る
も
の
を
タ
ケ
、

数
年
間
も
落
ち
な
い

で
桿
を
そ
の
ま
ま
包

ん
で
い
る
も
の
を
サ

サ
と
区
別
し
て
い
ま

す
。　

タ
ケ
の
盆
栽
は
竹

林
の
も
つ
こ
の
静
寂
さ
、
清
雅
さ
を
、

小
さ
な
鉢
の
中
に
再
現
し
よ
う
と
い

う
も
の
で
す
．

　
ふ
つ
う
樹
木
盆
栽
で
あ
れ
ば
、
針

金
を
か
け
る
な
ど
し
て
整
姿
整
形
し

て
古
木
の
風
格
を
出
す
よ
う
に
努
め

る
の
で
す
が
、
タ
ケ
は
直
で
、
水
平

に
伸
び
る
枝
が
心
を
落
ち
つ
け
る
の

で
す
か
ら
、
あ
ま
り
に
人
工
を
加
え

ず
に
、
タ
ケ
ら
し
く
自
然
に
つ
く
る

こ
と
が
た
い
せ
つ
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　

　
　
噸
、
　
　
難
　
・

臨欝
驚
，

　
灘
購

難
　
難


