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再
開
さ
れ
た
北
越
急
行
建
設
工
事

で
新
規
第
一
号
と
な
る
犬
伏
ト
ン
ネ

ル
坑
口
で
去
る
8
日
、
工
事
の
安
全

祈
願
祭
が
行
わ
れ
、
掘
削
が
始
ま
っ

た
。　

工
事
は
延
長
6
5
2
m
の
う
ち
の

2
1
0
m
が
㈱
福
田
組
に
よ
っ
て
進

め
ら
れ
て
い
る
。

　
土
か
ぶ
り
が
薄
い
た
め
、
入
口
よ

り
3
0
m
は
、
手
掘
に
よ
っ
て
行
う
な

ど
細
心
の
注
意
が
は
ら
わ
れ
、
高
さ

6
m
5
0
㎝
程
の
ト
ン
ネ
ル
も
、
最
初

上
半
分
、
そ
の
後
下
半
分
と
い
う
工

程
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。
6
月
2
1
日

現
在
の
進
捗
は
2
3
m
で
す
。
国
道
か

ら
3
0
0
m
程
入
っ
た
現
場
で
は
、

機
械
の
音
が
鋭
く
響
き
渡
っ
て
い
た
。

●
走
れ
！
わ
れ
ら
の
北
越
急
行
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武
田
雄
一
郎
氏

藍
綬
褒
章
を
賜
る

　
四
月
二
十
九
日
付
け
で
元
松
代
町

消
防
団
長
の
武
田
雄
一
郎
氏
が
藍
綬

褒
章
を
賜
り
、
五
月
三
十
日
千
代
田

区
霞
が
関
の
人
事
院
ビ
ル
で
褒
章
を

伝
達
さ
れ
、
そ
の
後
皇
居
内
新
宮
殿

「
春
秋
の
間
」
に
お
い
て
拝
謁
に
出

席
さ
れ
ま
し
た
。

　
武
田
さ
ん
は
、
昭
和
十
三
年
に
入

団
以
来
部
長
、
分
団
長
と
要
職
を
歴

任
し
昭
和
二
十
九
年
に
退
職
し
た
が

町
の
要
請
に
よ
り
昭
和
四
十
四
年
か

ら
昭
和
六
十
年
三
月
ま
で
団
長
の
職

に
着
か
れ
た
。
在
任
三
十
一
年
余
り

に
わ
た
り
消
防
の
業
務
に
献
身
し
常

に
消
防
力
の
強
化
に
努
め
て
消
防
活

動
の
推
進
に
寄
与
さ
れ
ま
し
た
。
ま

こ
と
に
公
同
の
事
務
に
勤
勉
し
功
労

顕
著
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
藍
綬
褒
章

を
賜
っ
て
そ
の
善
行
を
表
彰
せ
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

甲匝w♂～

　　完
　孟成
プ地間
1小近
」レ

　
孟
地
小
学
校
に
待
望
の
プ
ー
ル
が

出
来
る
。
5
月
21
日
に
午
前
1
0
時
か

ら
起
工
式
が
行
わ
れ
た
。
学
校
付
属

プ
ー
ル
と
し
て
は
、
当
町
第
一
号
と

な
る
。

　
2
5
m
、
5
コ
ー
ス
の
本
体
の
ほ
か

に
上
越
地
方
で
は
初
め
て
の
水
位
調

整
施
設
が
付
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
本

体
の
脇
の
地
下
に
5
5
ト
ン
の
水
を
入

れ
た
補
助
タ
ン
ク
を
備
え
、
児
童
の

背
の
高
さ
に
応
じ
て
、
自
由
に
水
位

を
調
整
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
ス
タ
ー
ト
台
、
シ
ャ
ワ
ー
な
ど
付

属
施
設
は
雪
に
よ
る
被
害
を
考
え
て

す
べ
て
取
り
外
せ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。

　
総
工
費
は
3
、
7
8
0
万
円
で
7

月
2
0
日
完
成
を
目
指
す
。

　
　
交
通
安
全

　
　
　
　
　
　
　
　
指
導
員
に

三
名
の
女
性
が
仲
問
入
り

　
松
代
町
に
お
け
る
歩
行
者
事
故
の

防
止
及
び
運
転
者
等
に
対
す
る
交
通

安
全
指
導
の
強
化
を
図
る
こ
と
を
目

的
に
交
通
安
全
指
導
員
が
活
躍
し
て

い
ま
す
。

　
指
導
員
の
主
な
仕
事
は
、
子
ど
も

た
ち
の
登
校
の
際
に
、
横
断
指
導
旗

や
手
で
合
図
を
し
て
、
安
全
に
横
断

さ
せ
る
な
ど
そ
の
保
護
、
誘
導
を
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
広
報
車
で
町
内

を
巡
回
し
、
地
域
の
方
々
に
交
通
安

全
を
呼
び
か
け
、
火
災
等
の
緊
急
時

に
は
、
い
ち
速
く
出
動
し
て
交
通
指

導
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
新
た
に
三
名
の
女
性
を

指
導
員
に
加
え
、
今
ま
で
以
上
に
、

明
る
い
街
頭
指
導
や
広
報
活
動
が
期

待
さ
れ
ま
す
．

　
樋
ロ
サ
カ
エ

　
山
賀
サ
ワ
子

以
上
、
十
五
名
で
す
。
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敬
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　　　考荒る

子
供
の

、
欝

躯

磯懸
登
睾

　
最
近
の
子
供
た
ち
を
取
り
巻
く
生
活
環
境
は
、
以

前
に
比
べ
て
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
友
人
関
係

f
子
供
の
つ
き
あ
い
　
　
に
お
い
て
も
、
さ
ま
ざ

ま
な
面
で
変
化
し
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

　
子
供
の
数
が
減
り
、
兄
弟
も
少
な
く
な
っ
た
こ
と
、

近
所
の
さ
ま
ざ
ま
な
年
齢
の
子
供
同
士
が
あ
ま
り
遊

ば
な
く
な
つ
た
こ
と
￥
テ
レ
ビ
を
見
た
り
、
独
り
で

ゲ
ー
ム
遊
び
を
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
こ
と
な
ど

の
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
最
近
話
題

に
な
っ
て
い
る
小
・
中
学
生
の
“
い
じ
め
”
の
問
題

も
．
子
供
の
つ
き
あ
い
の
変
化
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大

き
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
子
供
の
こ
ろ
の
友
達
づ
き
あ
い
は
、
そ
の
後
の
人

間
形
成
の
基
礎
と
な
る
重
要
な
事
柄
で
す
。
保
護
者

の
万
も
地
域
の
皆
さ
ん
も
「
子
供
の
こ
と
だ
か
ら
…
」

と
無
関
心
で
い
る
こ
と
な
く
、
ど
う
す
れ
ぱ
子
供
た

ち
が
健
全
な
友
達
づ
き
あ
い
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

か
A
改
め
て
考
え
て
み
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

友
達
づ
き
あ
い
は
人
問
形
成
の
基
礎

　
子
供
は
遊
ぴ
や
け
ん
か
を

通
し
て
成
長
す
る

　
子
供
は
乳
児
期
を
過
ぎ
る
と
、
外

に
出
て
遊
び
た
が
り
、
友
達
を
つ
く

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ

れ
ま
で
保
護
者
に
見
守
ら
れ
な
が
ら

育
っ
た
た
め
、
そ
の
遊
び
方
は
自
己

中
心
的
で
、
初
め
の
う
ち
は
友
達
と

う
ま
く
協
調
し
合
う
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
遊
ん
で
い
て
も
、
す
ぐ
に
お

も
ち
ゃ
の
奪
い
合
い
や
場
所
の
取
り

合
い
を
始
め
て
し
ま
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
保
護
者
の
手
か
ら
友
達

と
の
つ
き
あ
い
へ
と
行
動
範
囲
を
広

げ
た
子
供
は
、
や
が
て
遊
び
や
け
ん

か
な
ど
の
経
験
を
通
し
て
、
自
分
を

主
張
し
た
り
、
相
手
の
主
張
を
受
け

入
れ
た
り
す
る
こ
と
を
学
ん
で
い
き

ま
す
。
同
時
に
、
大
人
に
な
っ
て
か

ら
の
人
間
関
係
の
基
礎
や
守
る
べ
き

社
会
の
習
慣
を
身
に
つ
け
て
い
く
の

で
す
。

　
”
友
達
づ
港
あ
い
カ
に

　
影
響
す
る
家
庭
の
し
つ
け

　
子
供
が
小
・
中
学
校
へ
と
進
み
、

団
体
生
活
を
始
め
る
よ
う
に
な
る
と
、

友
達
づ
き
あ
い
に
も
個
人
差
が
出
て

き
ま
す
。

　
一
般
に
、
つ
き
あ
い
方
の
下
手
な

子
供
は
、
自
分
の
気
持
ち
を
友
達
に

う
ま
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、

孤
立
し
て
し
ま
っ
た
り
、
活
発
な
友

達
の
言
い
な
り
に
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
一
方
、
自
己
中
心

的
で
他
人
の
気
持
ち
に
気
を
配
る
こ

と
の
で
き
な
い
子
供
は
、
友
達
に
対

し
て
独
善
的
な
振
舞
い
を
し
が
ち
で

す
。　

こ
の
よ
う
に
つ
き
あ
い
方
の
上
手
、

下
手
は
、
子
供
一
人
一
人
の
資
質
に

よ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

そ
れ
に
も
ま
し
て
家
庭
で
の
し
つ
け

の
あ
り
方
、
乳
児
期
以
降
に
友
達
づ

き
あ
い
の
経
験
を
ど
れ
だ
け
多
く
積

ん
で
き
た
か
、
な
ど
に
よ
る
影
響
の

ほ
う
が
大
き
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
人
間
形
成
の
基
礎
と
な
る
子
供
の

”
友
達
づ
き
あ
い
”
　
　
保
護
者
の
方

は
、
そ
の
重
要
性
を
理
解
し
、
子
供

の
健
全
な
成
長
の
後
押
し
を
し
て
ほ

し
い
も
の
で
す
。

ゾ””””””””瀞御φ”””樽樽岬樽岬、
ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も

i　親のUモノサシ”では測れない　i
ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も

ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ

i　　　　現代の子供たち　　　　　i
う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら

1　親が子供をしつけるとき．親は自1
ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う

り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ　　　　　　　　　ゆ

1分の子供時代を墓準に考えがちです。1
ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち

1しかし．親と子供の間には＼一般に1
ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ

120年から30年の年月の開きがあり＼　1
ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モ

1どうしても親の＼＼モノサシ”では測1
う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う

1れない問題が出てきます。　　　　　1
ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち

i子供へのしつけや友達つきあいにi
ち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も

1ついて考える前に。親は。現代の子1
や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ

1供たちを取り巻く次のような状況を1
も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も

1まず知る必要があるのではないでし1
う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ

1ようか。　　　　　　　・　　　　　1
り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も

1★世帯あたりの子供の数が減り＼そ1
◆　　　　　　　　　　　　　　　　．　．　．　．　　　　　　　　　◆

1の結果、兄弟間でもまれることが少1
侮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毒

や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ

1なくなった　　　　　　　　　　　　1
も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゑ

1★家庭での勉強時間が増えたり＼塾．1
ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り

1けいこ事などに通う子供が多くなっ1
も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も

iたため・友達と遊ぶ機会が減ったi
ち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き

1★特に都市部などでは。隣近所と親1
ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ

1しくつきあっ家庭が少なくなり。近1
む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も

1隣の子供同士＼特に年齢の異なる子1
う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ

1供同士の遊ぶ機会が減った　　　　　1
も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る

1★テレビ．漫画本＼がん具などの影1
ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う

1響で．家の中で独り遊びをする傾向1
う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モ

ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う

1が強くなった　　　　　　　　　　　1
㌧ρ◎・ゆゆ虚φゆψ瀞φ一φ瀞φ“ゆ．継φ槽φ砂φゆゆ碑、φ群φψφψ、φ群φ瀞、ゆ諺
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子
供
に
い
た
わ
る
心
や

や
さ
し
さ
の
気
持
ち
を
も
た
せ
よ
う

　
他
人
を
い
た
わ
る
心
、
や
さ
し
い

気
持
ち
を
も
つ
こ
と
i
子
供
に
限

ら
ず
大
人
に
と
っ
て
も
、
円
滑
な
人

間
関
係
を
築
く
基
本
と
い
え
ま
す
。

　
一
般
に
、
だ
れ
で
も
人
間
関
係
な

ど
で
、
イ
ヤ
な
こ
と
や
つ
ら
い
目
に

遭
い
、
心
の
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
大
人
な
ら
相
手
の
立
場

に
立
っ
て
物
事
を
考
え
ら
れ
る
の
で
、

相
手
の
心
の
痛
み

を
察
し
て
、
い
た

わ
っ
て
あ
げ
た
い

と
い
う
、
や
さ
し

い
気
持
ち
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
子
供
の
場
合
は
、
年
齢
や
成

長
の
度
合
い
に
も
よ
り
ま
す
が
、
”
相

手
の
身
に
な
っ
て
考
え
る
”
の
は
、

な
か
な
か
難
し
い
よ
う
で
す
。
そ
れ

な
り
の
”
学
習
と
経
験
”
が
必
要
な

の
で
す
。

家
族
ぐ
る
み
の
交
流
で

　
　
　
子
供
の

　
で
は
、
他
人
を
虞
耀
わ
畿
心
、
や

さ
し
い
気
持
ち
を
も
た
せ
る
に
は
、

ふ
だ
ん
ど
う
い
う
こ
と
に
気
を
つ
け

れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　
ま
ず
大
切
な
こ
と
は
、
子
供
に
と

つ
て
一
番
身
近
な
存
在
で
あ
る
家
族

が
、
お
互
い
に
い
た
わ
り
合
っ
て
暮

ら
す
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
他
人
に

対
し
て
常
に
や
さ
し
い
気
持
ち
を
抱

き
、
お
互
い
が
い
た
わ
り
合
い
な
が

ら
生
活
し
て
い
る
姿
を
見
せ
る
こ
と

で
す
。

　
ま
た
、
子
供
に
動
物
や
小
鳥
な
ど

を
飼
わ
せ
た
り
、
植
物
を
育
て
さ
せ

た
り
す
る
の
も
、
一
つ
の
方
法
で
す
。

”
惰
報
交
換
”
を

　
最
近
は
、
近
隣
の
家
族
同
士
の
交

流
が
、
以
前
に
比
べ
て
少
な
く
な
っ

て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、

家
族
同
士
の
交
流
は
、
子
供
の
健
全

な
成
長
を
助
け
る
ば
か
り
か
、
親
に

と
っ
て
も
プ
ラ
ス
に
な
る
こ
と
が
多

い
も
の
で
す
。

　
例
え
ば
、
親
は
、
子
供
が
ど
ん
な

友
達
と
ど
う
い
う
遊
び
を
し
て
い
る

の
か
、
ま
た
、
友
人
関
係
の
中
で
、

わ
が
子
が
ど
ん
な
立
場
に
い
る
の
か

な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

た
、
子
供
の
成
長
に
つ
い
て
の
情
報

交
換
も
で
き
ま
す
。
家
庭
で
は
気
付

か
な
か
っ
た
わ
が
子
の
一
面
を
伝
え

ら
れ
て
び
っ
く
り
　
　
と
い
う
こ
と

も
あ
る
で
し
ょ
う
。

他
汰
の
家
鷹
繕
鞍
く
二
と
は

子
供
の
戒
畏
健
繋
難
ス

　
一
方
、
家
族
間
の
交
流
は
、
子
供

自
身
の
成
長
に
も
大
き
く
プ
ラ
ス
し

ま
す
。
子
供
が
、
自
分
の
家
族
以
外

の
大
人
ー
性
格
も
考
え
方
も
違
う

い
ろ
い
ろ
な
大
人
と
の
接
触
を
通
し

て
、
人
間
の
多
様
性
を
知
る
こ
と
が

Φo翁　　へ　、
1　　　　のA

〆」　”》

で
き
ま
す
。
他
人
の
家
庭
に
行
く
こ

と
は
、
子
供
に
と
っ
て
大
切
な
勉
強

な
の
で
す
。

　
わ
が
家
を
子
供
の
遊
び
場
に
開
放

し
た
り
、
二
、
三
の
家
族
で
一
緒
に

ハ
イ
キ
ン
グ
に
出
か
け
た
り
し
て
、
積

極
的
に
交
流
を
深
め
た
い
も
の
で
す
。

角
9
も
◆
も
◆
聾
◆
喝
◆
毒
◆
毎
◆
も
◆
阜
◆
奪
◆
奪
◆
聾
◆
聾
◆
毒
◆
も
◆
毒
◆
毒
◆
侮
◆
審
◆
嘩
◆
肇
◆
毒
◆
聾
◆
ち
◆
毒
◆
毒
◆
脂
◆
毒
◆
肇
◆
毒
◆

◆φ
ゆ』瀞ゆ』“◆ψ一』植ψ砂φ’“ゆ』“φ』砂φ雛φ縫ゆ幽ひ幽，』槽φ卓◆』撒φ群ゆ・“ゆ“ゆ・群・o・帝φ槽◎・瀞φ砂ゆ・槽φ穂ψ・“φψゆ・・蔚◆“ゆ鞭◎費ゆ・群ゆ・瀞φ世◆ぴφ世◆世φ’ゆ・徽ゆ礎φ卓◎ψゆ・ψ◆ρφ9一・ゆ◆轡φひφ鴫｛ひψ◆ゆゆ．

●
自
主
性
を
尊
重
す
る

　
親
が
子
供
に
過
剰
な
期
侍
を
か

け
す
ぎ
る
と
、
子
供
は
委
縮
し
て

し
ま
い
ま
す
。
ま
た
￥
子
供
の
遊

び
相
手
や
遊
び
万
な
ど
に
細
か
く

口
出
し
す
る
の
は
よ
く
あ
り
ま
せ

ん
。
せ
っ
か
く
芽
生
え
て
き
た
積

極
性
を
摘
み
取
っ
て
し
ま
う

こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら

で
す
。
子
供
の
自
主
性
を
尊

重
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ

●
積
極
性
を
　
　
　
　
　
　
〃

　
　
身
に
つ
け
さ
せ
よ
う

幼
児
期
に
は
人
間
と
し
て
上

の
知
識
や
能
力
を
急
速
に
獲
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

得
し
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
あ

遊
び
を
通
し
て
積
極
性
を
つ

身
に
つ
け
さ
せ
る
必
要
が
あ
“

り
ま
す
。
積
極
陛
が
．
多
く

で
よ
り
効
果
的
だ
か
ら
で
供

す
．
　
　
　
　
　
子

ま
わ
な
い
と
も
限
り
ま
せ
ん
。

　
創
造
性
や
探
求
心
を
育
て
る
た

め
に
は
￥
遊
び
の
中
に
工
夫
す
る

余
地
の
あ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

ま
た
￥
遊
び
道
具
が
十
分
で
な
く

て
も
￥
お
互
い
が
譲
り
ム
ロ
う
こ
と

で
友
達
づ
き
あ
い
を
う
ま
く
す
る

　
　
こ
と
が
で
き
る
．
と
い
う
こ

ポイント

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
手
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

た
時
期
に
こ
そ
落
動
か
す
き
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

の
友
人
関
係
萄
く
る
う
え
を
す
く
の
で
す
・
自
分
の
主
薯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
言
い
張
る
か
．
引
っ
込
め
る

●
遊
び
道
具
の
与
え
す
ぎ
は

　
　
　
　
　
考
え
も
の

　
お
も
ち
ゃ
．
ゲ
ー
ム
￥
テ
レ
ビ
な

ど
子
供
の
遊
び
の
対
象
と
な
る
物

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
し
か
し
．

遊
び
道
具
の
与
え
す
ぎ
や
テ
レ
ビ

の
見
す
ぎ
は
、
体
を
使
わ
な
い
．

独
り
遊
び
を
好
む
子
供
に
し
て
し

●
け
ん
か
も
成
長
の
一
過
程

　
子
供
の
世
界
に
け
ん
か
は

つ
き
も
の
。
見
万
に
よ
っ
て

は
好
ま
し
い
成
長
の
｝
過
程

で
す
。
け
ん
か
の
仕
万
が
危

険
な
場
ム
ロ
は
別
に
し
て
．
大

人
が
す
ぐ
に
手
や
ロ
を
出
す

の
は
考
え
も
の
。
子
供
は
け

ん
か
を
通
し
て
お
互
い
の
考

え
を
知
り
．
相
手
を
認
め
て

譲
る
こ
と
も
身
に
つ
け
て
い

　
　
か
の
“
呼
吸
”
を
覚
え
．
友

達
と
の
つ
き
あ
い
も
上
手
に
な
っ

て
い
く
の
で
す
。

す
奪
◆
毒
◆
毒
◆
辱
◆
摯
◆
拳
◆
毒
◆
毒
◆
睾
◆
警
◆
毒
◆
毒
◆
≒
◆
毒
◆
蚤
◆
毒
◆
奪
◆
≒
◆
寺
◆
毒
◆
睾
◆
毒
◆
毒
◆
毒
◆
≒
◆
毒
◆
毒
◆
毒
◆
毒
◆
ひφ柵φ砂◆帝◆鞭ψ』“φ』“φ融ゆ』砂φ“φ“ひ撒◆砂◆砂ゆ“φゆφ“◆群φ“ψ』“φ伽ひ噌ゆ帰φ瀞・ψ・“◆砂◆“φ撒ゆ・砂φ・帥ゆ・“φ“◆“つ・砂◆伽ひ槽一・群◆慶φ卓◆融◆ψゆ磯◆ψφ・，◆礎φ．梱ひ砂◆帝◆礎◆ゆψ．“。．かφひ→．」
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獲

　
全
体
計
画
で
は
、
開
設
延
長
3
、

5
0
0
m
幅
員
4
m
、
総
事
業
費
、

1
億
6
千
万
円
、
受
益
面
積
2
3
6

㎞
で
昭
和
6
5
～
6
6
年
開
通
の
見
込
で

あ
る
。

　
本
年
度
は
、
延
長
6
0
0
m
幅
員

4
m
、
事
業
費
2
、
2
4
8
3
千
円

が
計
画
さ
れ
て
い
る
。

　
開
通
後
は
、
室
野
城
山
入
口
（
県

道
月
池
、
松
代
線
脇
、
城
山
橋
）
か

ら
、
福
島
部
落
ま
で
の
延
長
は
約
9
、

9
0
0
m
に
な
り
、
造
林
作
業
路
の

開
設
、
既
植
林
造
林
地
保
育
作
業
等

（
関
係
部
落
、
室
野
、
福
島
、
奈
良

立
）
の
機
動
性
を
持
た
せ
る
と
と
も

に
、
大
島
村
、
牛
ヶ
鼻
の
造
林
作
業

路
を
始
め
松
之
山
町
計
画
の
牛
ヶ
鼻

線
と
相
互
の
り
入
れ
も
可
能
と
な
り
、

森
林
組
合
間
の
労
働
力
扶
助
等
、
こ

の
地
域
の
森
林
開
発
に
期
待
が
も
た

れ
る
。

並
．
－
灘
脇
聯
　
　
鍵
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藩藤
灘藩簿鱗職難

馨
繋
灘
鱗
纈
蕪
藤
潔
購
磯
礁
驚

む
し
歯
予
防
ヒ
ン
ト

一
、
家
庭
で
行
う
む
し
歯
予
防

O
じ
ょ
う
ず
な
お
や
つ
の
与
え
方

　
o
お
や
つ
は
一
日
中
ダ
ラ
ダ
ラ

　
　
と
与
え
な
い
よ
う
に
し
ま
し

　
　
よ
・
つ
。

　
○
歯
に
つ
き
や
す
い
も
の
や
糖

　
　
分
の
多
い
も
の
は
ひ
か
え
ま

　
　
し
よ
・
つ
。

口
じ
ょ
う
ず
な
歯
の
み
が
き
方

　
o
”
食
べ
た
ら
み
が
く
”
習
慣

　
　
に
し
ま
し
よ
う
。

○
「
寝
か
せ
み
が
き
」
や
「
立

　
た
せ
み
が
き
」
で
大
人
が
み

　
が
い
て
あ
げ
る
事
も
忘
れ
な

　
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
歯
ブ
，
ラ
シ
は
先
の
硬
め
の
も

　
の
を
選
び
ま
し
ょ
う
。

二
、
専
門
家
の
も
と
で
行
う
む

　
　
し
歯
予
防

O
フ
ッ
素
塗
布

　
年
2
回
定
期
的
に
受
け
ま
し
ょ

　
う
。
　
（
二
、
三
才
児
を
対
象
に

　
町
で
実
施
し
て
い
ま
す
。
）

ロ
サ
ホ
ラ
イ
ド
塗
布

　
乳
歯
の
小
さ
な
む
し
歯
の
進
行

　
を
止
め
る
方
法
で
す
。
町
で
年

　
2
回
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
ト
ノ

　
き

　
が

　
　
み

　
せ

　
か
　
　
　
　
　
；

　
寝
　
　
　
　
る
。
》

　
〈

●

〈立たせみがき〉

口
歯
科
健
康
診
査

　
1
才
6
ケ
月
児
、
2
才
児
、
3

　
才
児
の
歯
科
検
診
を
実
施
し
て

　
い
ま
す
。
必
ず
受
診
し
、
小
さ

　
な
む
し
歯
は
早
め
に
治
療
し
ま

　
し
よ
・
つ
。

歯
の
ひ
と
く
ち
知
識

一
、
子
供
の
歯
は
、
妊
娠
2
～
3

ヶ
月
頃
か
ら
す
で
に
作
ら
れ
は

じ
め
ま
す
。
胎
内
で
丈
夫
な
歯

を
つ
く
る
た
め
に
は
、
お
母
さ

、

　●
　●

●

　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
ん
が
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
　
　
㌔

　
栄
養
を
と
る
事
が
必
要
で
　
　
｛

　
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌔

二
、
乳
歯
は
食
べ
た
り
、
発
　
　
㎞

　
音
を
助
け
た
り
す
る
ほ
か
　
　
｛

　
に
、
顎
の
骨
の
発
育
を
正
　
　
｝

　
し
く
す
る
役
割
が
あ
り
ま
　
　
㌔

す
．
　
　
　
　
　
　
　
　
一

三
、
健
康
な
乳
歯
は
永
久
歯
　
　
一

　
を
正
し
い
歯
な
ら
び
に
み
　
　
㎞

　
ち
び
き
ま
す
。
　
　
　
　
　
一

四
、
悪
く
な
っ
た
歯
を
放
置
　
　
｛

　
し
て
い
る
と
か
め
な
く
な
　
　
｝

　
る
ば
か
り
か
時
に
は
、
腎
　
　
｛

　
臓
や
心
臓
、
関
節
な
ど
の
　
　
㌔

　
全
身
に
も
害
を
与
え
る
事
　
　
㌦

　
が
あ
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
㎡

五
、
フ
ッ
素
は
む
し
歯
に
な
　
　
一

　
り
に
く
い
強
い
歯
を
作
り
　
　
㌦

　
ま
す
．
　
　
　
　
　
　
　
一

社
会
体
育
事
業
　
紹
介
そ
の
ー

〃
ガ
ン
バ
ッ
テ
・
い
ま
す

　
　
　
　
指
導
員
養
成
講
座
〃

　
町
で
は
、
町
民
の
体
育
・
ス
ポ
ー

ツ
活
動
へ
の
多
様
な
要
求
に
対
応
で

き
る
指
導
者
の
養
成
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
年
1
0
回
を
計
画
し
、

内
容
は
実
技
を
中
心
と
し
、
講
師
も

町
内
外
か
ら
お
願
い
し
、
全
講
座
終

了
者
に
は
、
町
公
認
ス
ポ
ー
ツ
指
導

員
に
認
定
し
、
地
域
で
活
躍
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
　
　
　
　
続
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朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
鰯
朧
朧
朧
朧
朧
麗
朧
朧
朧
朧
朧
麗
朧
朧
朧
朧
麗
朧
朧
朧
㈱

灘
灘
灘
糊
蕪
勤
難
灘
灘
懇
譲
醗
雛
羅
籔
灘
辮

朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
麗
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
朧
蟹
聯

灘
灘
灘
灘
灘
難
難
難
騰
難
難
灘
灘
灘
灘
盤
響
羅
蕪
灘
灘
灘
縫
難

鵜
鍵
篶
驚
驚
驚
鍵
篶
鍵
驚
篶
驚
驚
溺
驚
驚
驚
驚
篶
篶
驚
籠
篶
驚
驚
篶
溌
驚
篶
驚
篶
篶
篶
驚
鍵
驚
篶
篶
驚
篶
脚

　
活
動
を
始
め
て
八
年
、
今
年
も
四

月
下
旬
か
ら
シ
ー
ズ
ン
に
は
い
っ
て

い
ま
す
。
毎
週
、
日
曜
日
の
朝
、
カ

ン
高
い
声
が
町
総
合
セ
ン
タ
：
に
集

ま
っ
て
き
ま
す
。
集
ま
っ
て
く
る
人

達
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

　
オ
ハ
ヨ
ウ
〃
　
オ
ハ
ヨ
ウ
〃

　
大
人
と
子
ど
も
た
ち
、
仲
間
同
志

の
さ
わ
や
か
な
ふ
れ
合
い
で
す
。
ま

た
、
仲
間
づ
く
り
の
場
で
も
あ
り
ま

す
。　

日
頃
子
ど
も
た
ち
に
接
し
な
が
ら

ど
ん
な
活
動
を
し
て
い
る
か
紹
介
し

て
み
ま
す
。

　
定
期
活
動
と
し
て

　
毎
週
、
日
曜
日
の
朝
六
時
三
十
分

に
ラ
ジ
オ
体
操
の
あ
と
総
合
セ
ン
タ

ー
を
出
発
し
ま
す
。

　
個
々
の
力
や
そ
れ
ぞ
れ
の
体
調
に

あ
っ
た
状
態
で
約
三
加
を
走
り
ま
す
。

幼
児
や
力
の
な
い
人
達
は
歩
く
こ
と

も
と
り
い
れ
て
い
ま
す
。

　
健
康
の
保
持
と
増
進
、
体
力
づ
く

り
、
気
力
と
体
力
の
強
化
を
目
的
に

全
員
が
最
後
ま
で
や
り
ぬ
き
、
そ
の

な
か
に
も
友
愛
と
協
力
の
精
神
を
宿

ら
せ
る
か
に
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　
特
別
活
動
と
し
て
。

1
、
高
田
城
跡
一
周
ロ
ー
ド
レ
ー
ス

　
　
な
ど
に
も
参
加

　
こ
れ
は
子
ど
も
た
ち
の
「
強
化
」

と
「
体
験
」
の
意
味
を
も
っ
て
毎
年

参
加
し
て
い
ま
す
。

　
広
い
世
界
に
目
を
向
け
さ
せ
る
こ

と
は
、
と
か
く
過
保
護
な
現
世
代
の

子
ど
も
た
ち
に
、
何
を
な
す
べ
き
か

の
大
き
な
目
標
を
与
え
る
か
ら
で
す
。

　
小
・
中
学
生
の
会
員
の
な
か
に
は

な
か
な
か
の
実
力
者
が
数
名
い
ま
す
。

そ
の
な
か
か
ら
希
望
者
を
つ
の
っ
て

参
加
し
ま
し
た
。
参
加
者
全
員
が
上

位
に
は
い
っ
て
い
る
こ
と
は
成
果
の

現
れ
と
表
し
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

　
大
会
前
、
事
務
局
が
中
心
に
な
り

数
日
間
の
練
習
、
大
会
に
む
け
て
の

心
構
え
、
小
学
生
か
ら
社
会
人
ま
で

参
加
す
る
大
会
の
た
め
、
い
ろ
い
ろ

な
「
マ
ナ
ー
」
や
耐
え
ぬ
く
精
神
な

ど
の
指
導
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
よ
り
よ
い
社
会
性
を
養
う

た
め
の
努
力
も
か
か
し
て
は
い
け
な

い
と
思
い
ま
す
。

　
陸
上
競
技
、
特
に
中
・
長
距
離
は

自
分
と
の
た
た
か
い
で
す
。

　
優
秀
な
成
績
を
お
さ
め
る
た
め
に

は
、
健
全
な
精
神
力
、
強
靱
な
体
力

と
気
力
、
そ
れ
に
日
頃
、
鍛
え
ら
れ

た
技
術
が
か
ね
そ
な
え
ら
れ
な
け
れ

ば
な
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
陸
上
競
技
に
限
ら
ず
、
ス
ポ
ー
ツ

の
社
会
で
は
「
継
続
は
力
な
り
」
と

い
う
こ
と
が
言
わ
れ
ま
す
。
運
動
を

や
っ
て
い
る
青
少
年
は
、
そ
の
日
そ

の
日
が
つ
み
重
ね
に
な
り
ま
す
。

　
正
し
い
技
術
を
身
に
つ
け
、
純
粋

な
気
持
で
「
継
続
」
し
「
努
力
」
を

し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

2
、
城
山
ハ
イ
キ
ン
グ

　
こ
の
行
事
は
子
ど
も
た
ち
が
、
よ

り
い
っ
そ
う
の
親
睦
を
深
め
る
と
同

時
に
、
子
ど
も
同
志
や
大
人
と
の
心

の
ふ
れ
あ
い
の
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
に
大
自
然
の
な
か
で
の
公
共

物
が
草
木
と
の
ふ
れ
合
い
を
大
切
に

す
る
心
を
養
い
な
が
ら
も
、
か
つ
て

我
々
が
子
ど
も
の
頃
、
山
中
を
か
け

め
ぐ
り
、
木
登
り
を
し
て
遊
ん
だ
よ

う
に
、
テ
レ
ビ
に
ば
か
り
か
じ
り
つ
い

て
い
る
現
代
子
に
は
、
も
っ
と
野
生

味
あ
る
自
然
へ
の
ふ
れ
あ
い
も
大
切

な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　
ス
ポ
ー
ツ
の
殿
堂
で
あ
る
町
民
総

合
体
育
館
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
い
ろ

い
ろ
な
施
設
を
大
切
に
利
用
し
、
自

分
達
の
力
を
の
ば
し
、
健
全
な
心
身

の
育
成
に
努
力
し
て
ほ
し
い
と
思
い

ま
す
。

　
鉄
は
熱
い
う
ち
に
打
て
と
い
わ
れ

ま
す
。
若
い
う
ち
に
育
て
た
良
い
芽

は
き
っ
と
町
の
た
め
、
社
会
の
た
め

に
役
立
つ
も
の
と
信
じ
て
い
ま
す
。

「
釧
顧
捌
剣
馴
酬
円
…
，
…
，
，
ー
」

㎜
　
　
　
　
　
ギ
ッ
ク
リ
腰
の
予
防
に
も
…
…

　
　
年
令
や
性
別
に
関
係
な
く
、
誰
に
で
も
で
き
る
身
近
な
運
動
に
ラ
ジ

　
オ
体
操
が
あ
り
ま
す
。
解
剖
学
と
医
学
の
知
識
に
基
づ
い
て
つ
く
ら
れ
　
酬

　
た
合
理
的
な
全
身
運
動
で
す
か
ら
正
し
く
行
な
え
ば
、
全
身
の
血
行
を

願
鞭
緩
肉
．
障
戻
り
ま
究
考
巳
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中学生をお持ちのご両親へ

⑬

　　　　　　　　　　　兄弟仲

　例えば、中学3年生の長男と小学校6年生の長女というような、

3歳以上離れた2人兄弟の場合、“1人っ子が2人いる”と考えたほ

うがより現実的です。親の世代が抱いている兄弟姉妹のイメージで、

今の子供たちを理解しようとすると、子供は反発したり、あるいは

シラケてしまい、親子の間の精神的なギャップが一気に表面化しな

いとも限りません。

　“血を分けた、たった2人の兄弟なのに……”と嘆く前に、核家
　　　　　

族化が一段と進んだこと、1世帯あたりの子供の数が減ったこと（少

子化傾向といいます）などによって、兄弟のあり方そのものが大き

く変わってきていることに目を向けていただきたいと思います。

■兄弟でもクールな関係

　こんな例があります。

　高校生になった兄が、念願のステレオを買った。25万円。毎年も

らうお年玉を、そっくり貯金し続けて10年。やっと手に入れた“宝

物”を、兄は自分の部屋に置いて楽しんでいる。中学2年の弟は、

うらやましくてしょうがない。聴かせてほしいと兄に頼むと「いい

よ」とうなずきながら「1回200円だよ」と兄。「当然だね」と弟が受

ける。このやりとりを聞いていた母親が口をはさんで「兄弟の間で、

どうしてお金のやりとりを？」といぶかしそうな表情。「だって、こ

れはぽくが自分のお年玉で買ったんだ。弟が1回聴けば、その分“減

価償却”が必要。200円もらうのは当然」と兄。

　一この例は、極端かもしれませんが、いまの子供たちの兄弟の

有様を象徴的に物語っているといえます。そこにあるのは、個人と

個人のクールな関係であって、兄弟という言葉がかつて持っていた

一種の情緒的な要素はなくなってきているのです。ですから、親が、

自分の子供のころの多人数の兄弟関係を今の子供に当てはめようと

することに、そもそも無理があるのです。

■平等権利意識を持つ子供たち

　2人っ子の場合、ある意味ではライバル同士なのです。対等意識

が強く、上の子が1年浪人したら、下の子は、自分も同じように“1

年浪人できる”ことを権利として主張したりします。そして、兄だ

から姉だから一目置くとか、何かを先にやっていいとか、そんな意

識はなくなってきています。あるのは、平等権利意識です。

　ですから、「お兄さんの言うことを聞きなさい」などという親の言

葉が、そもそもピンとこないのです。「同じ親から生まれた、血のつ

ながった兄弟でしょうJ一これも、「事実そのとおりだけど、それ

以上のものではない」と覚めた言葉が返ってくるばかりです。血は

つながっているが、そして、同じ屋根の下で暮らしているが、あく

までも別々の個体　　という認識を親がまず持つことです。

　「お兄さんの言うことを聞きなさい」と長男意識を強調したり、

逆に下の子にガマンを強いたり、また、男の子を何かにつけて“優

遇”したりするのは禁物です。こうした親の態度は、子供たちを深

く傷つけるからです。一種の“精神的な扱いの差”に耐えられなく

なる一「どうせオレなんか、わたしなんか」という気持ちになり、

あとは引き金さえあれば非行に走ってもおかしくない心理状態に陥

りがちです。

　親と子の意識の溝を埋めること、そのためにも、ふだんからザッ

クバランな話合いをしたいものです。
〔指導〕警視庁世田谷少年センター・カウンセラー岩佐壽夫

・
9

ゲ

選挙運動＿1

＾
8
酬

診
乙
い
だ

刑「
考
令
／ 一

＿，〃一

弧

　
選
挙
運
動
は
各
選
挙
に
つ
き
、
立

候
補
届
を
し
た
日
か
ら
投
票
日
の
前

日
ま
で
で
な
け
れ
ば
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
次
の
行
為
に

つ
い
て
は
投
票
日
当
日
も
認
め
ら
れ

ま
す
。

①
投
票
所
か
ら
三
〇
〇
米
以
上
離
れ

た
所
へ
の
選
挙
事
務
所
の
設
置
。

②
選
挙
事
務
所
に
お
い
て
の
立
札
、

ち
ょ
う
ち
ん
、
看
板
の
掲
示
。

③
選
挙
運
動
ポ
ス
タ
ー
を
そ
の
ま
ま

掲
示
し
て
お
く
こ
と
。

　
立
候
補
届
出
前
に
お
い
て
も
立
候

補
、
選
挙
運
動
の
準
備
行
為
と
し
て
、

＼、

選
挙
ひ
と
く
ち
メ
モ
⑤

選
挙
運
動
は
い
つ
で
き
る
か

政
党
の
公
認
を
求
め

る
、
候
補
者
選
考
会
、

推
せ
ん
会
、
選
挙
事

務
所
、
自
動
車
、
拡

声
器
の
借
入
れ
の
交

渉
、
ポ
ス
タ
ー
、
看

板
、
ハ
ガ
キ
の
印
刷

等
は
で
き
ま
す
。
こ

れ
ら
に
つ
い
て
は
立

候
補
、
選
挙
運
動
の

準
備
行
為
で
あ
っ
て

選
挙
運
動
で
は
な
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

灘
鞭

　
　
　
鞭

ほたるの初認日i

51年6月28日i
52〃6〃21〃

53〃6〃19〃

54〃6〃13〃

55〃6〃15〃

56〃7〃5〃
57〃6〃13〃

58〃6〃25〃

59〃6〃30〃

’60〃6〃16〃
鎌灘鎌雛礁懸灘叢

織纐騰濃難撚
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、
鎌
．
鈎
■

、
毒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
毯

ノ
　
蔚
窟
鱒

嘉勢

　
　
　
　
　
　
ぐ

　畷『潔　　　　　　　　・糠

轡㌔　　驚

灘

　
我
が
菅
刈
都
落
は
、
松
代
町
の
中

央
に
あ
り
、
前
方
眼
下
に
田
沢
部
落

そ
し
て
、
大
平
部
落
を
経
て
松
代
へ

と
い
う
部
落
で
す
。
町
の
中
心
地
松

代
へ
は
、
距
離
的
に
恵
ま
れ
て
い
る

が
、
バ
ス
通
り
で
な
い
た
め
用
足
し

は
全
部
徒
歩
で
す
。

　
昔
、
一
六
八
一
年
天
和
検
地
の
絵

図
を
見
ま
す
と
、
高
田
海
道
の
大
島
、

蒲
生
、
松
代
、
大
平
、
菅
刈
、
犬
伏
、

そ
し
て
妻
有
に
番
所
が
そ
れ
ぞ
れ
あ

り
（
妻
有
海
道
と
も
言
わ
れ
た
）
後

に
は
戦
国
海
道
と
も
言
わ
れ
、
越
後

の
国
と
江
戸
を
結
ぶ
最
短
距
離
の
海

道
と
知
り
ま
し
た
。
菅
刈
の
氏
神
を

調
べ
ま
す
と
、
松
苧
権
現
創
立
頃
と

松
代
郷
土
誌
に
あ
り
、
相
当
古
く
か

ら
の
部
落
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え

ま
す
。

　
昭
和
の
中
期
に
は
五
十
二
戸
と
繁

栄
し
た
が
現
在
で
は
三
十
一
戸
に
な

り
ま
し
た
。
大
同
二
年
、
坂
上
田
村

麿
が
飛
騨
匠
に
命
じ
て
建
て
ら
れ
た

最
古
の
お
宮
で
あ
り
、
何
度
か
の
再

建
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
私
達
も
記

憶
が
あ
る
昭
和
三
十
五
年
頃
の
屋
根

替
え
に
、
部
落
民
一
同
は
祈
願
と
共

に
萱
の
運
搬
に
協
力
し
ま
し
た
。

　
部
落
を
離
れ
る
と
馬
頭
観
世
音
の

塔
が
あ
り
、
右
は
つ
ま
り
み
ち
、
犬

伏
城
を
見
な
が
ら
つ
ま
り
へ
ぬ
け
る
。

左
は
、
ま
つ
お
ざ
ん
と
あ
る
。
犬
伏

城
の
百
メ
ー
ト
ル
位
手
前
に
松
が
一

本
（
花
立
の
松
）
あ
り
、
大
切
に
し

て
い
た
が
三
十
年
位
前
に
枯
れ
て
な

く
な
り
ま
し
た
。
昔
、
武
将
は
松
苧

神
社
へ
花
を
立
て
て
戦
勝
祈
願
し
た

も
の
で
し
ょ
う
。
残
念
な
が
ら
、
奉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
義
懲
鱗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
難
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
灘

納
者
の
名
前
や
年
号
等
は
記
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
興
国
二
年
（
二
二
四
十

年
）
、
犬
伏
城
が
原
田
喜
太
郎
に
よ

っ
て
築
城
さ
れ
て
い
る
。
正
平
十
七

年
（
二
二
六
二
年
）
越
後
守
護
職
で

あ
っ
た
上
杉
憲
顕
は
、
部
将
丸
山
禅

正
を
犬
伏
城
主
と
し
、
藍
谷
の
荘
を

支
配
さ
せ
た
。
そ
の
後
、
上
杉
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1ー
ペ
ー
ジ
ヘ
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ペ
ー
ジ
よ
り

　
　
鱒

㍉織部
将
が
つ
づ
い
て
犬
伏
城
主
と
な
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
や
が
て
上
杉
家
は

勢
力
を
失
い
、
家
宰
長
尾
為
景
が
実

権
を
握
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
越

越
後
守
護
職
で
あ
っ
た
上
杉
房
能
は

力
の
挽
回
を
図
っ
た
が
、
敗
退
し
松

之
山
天
水
の
露
と
消
え
た
。
　
（
今
に

残
る
管
領
塚
で
あ
る
。
）
又
、
犬
伏

城
主
清
水
釆
女
正
も
房
能
に
味
方
し

兵
を
挙
げ
た
が
、
敗
死
し
た
。

　
話
は
変
わ
っ
て
、
寺
屋
敷
（
犬
伏

城
山
の
北
の
地
）
よ
り
百
米
の
範
囲

内
に
鎮
守
の
島
と
言
わ
れ
る
屋
敷
墓

地
が
あ
り
ま
す
。
鎮
守
の
森
に
は
石

の
、
ほ
く
ら
太
神
宮
と
彫
り
つ
け
ら

れ
た
塔
が
今
日
も
は
っ
き
り
と
残
っ

て
い
ま
す
。
（
写
真
参
照
）
次
に
墓
地

で
す
が
、
そ
こ
に
は
四
つ
．
の
塔
が
あ
．

り
ま
す
。
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
年
》

法
相
明
説
信
女
、
寛
延
二
年
（
一
七

四
九
年
）
密
峰
戒
室
禅
定
尼
、
寛
政

十
年
（
一
七
九
八
年
）
　
山
良
燈
禅

定
門
、
他
に
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
が

文
字
不
明
で
わ
か
り
ま
せ
ん
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
、
約
二
百
年
ほ
ど
前
か

ら
人
が
住
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
寺
屋
敷
家
屋
数
は
現
在
三
百

歩
位
の
田
圃
で
あ
る
。
比
所
に
居
住

し
て
い
た
時
の
姓
は
番
羽
で
あ
っ
た
。

何
時
頃
の
年
代
に
会
沢
に
引
き
あ
げ

た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
現
在
そ
の

一
族
は
茨
城
県
に
在
住
し
て
い
る
。

　
又
、
松
苧
山
に
ふ
れ
て
み
た
い
。

昔
か
ら
東
部
六
十
六
ヶ
村
の
惣
鎮
守

と
言
わ
れ
る
参
道
も
、
伊
沢
地
区
を

除
い
た
他
部
落
は
殆
ど
馬
に
乗
っ
■
た

り
、
又
徒
歩
で
登
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。

松
之
山
方
面
か
ら
は
、
七
ツ
詣
り
に

三
時
四
時
起
き
し
て
来
た
り
し
た
こ

と
は
話
題
に
残
っ
て
い
る
。
坂
の
中

程
に
小
平
が
あ
る
。
休
場
と
称
し
誰

し
も
北
所
で
一
服
、
昔
も
今
も
変
わ

り
な
い
。
現
在
、
犬
伏
林
道
が
完
成

し
、
参
拝
の
方
は
殆
ど
車
で
行
く
よ

う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
犬
伏
城
を

始
め
峰
方
連
峰
、
高
松
連
峰
、
キ
タ

五
葉
の
松
な
ど
、
昔
と
変
わ
ら
ぬ
景

色
の
魅
力
が
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
。
松

苧
山
頂
上
キ
タ
五
葉
の
下
の
菅
刈
部

落
共
有
杉
林
の
中
に
あ
る
。
文
政
十

年
熊
之
塔
の
建
立
（
一
六
二
七
年
前
）

の
由
緒
を
知
り
た
か
っ
た
が
残
念
な

が
ら
知
る
事
は
出
来
な
か
っ
た
。
お

そ
ら
く
、
空
海
法
師
が
山
に
お
登
り

に
な
ら
れ
た
時
の
何
か
の
縁
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
．

　
道
路
に
つ
い
て
。
会
沢
・
菅
刈
・

田
沢
線
は
大
正
三
年
頃
開
通
、
馬
車

が
十
日
町
か
ら
運
行
し
た
も
の
で
あ

る
。
今
、
田
沢
・
菅
刈
間
の
馬
車
道

は
不
通
で
あ
る
。
昭
和
三
十
八
年
、

太
平
・
小
荒
戸
線
も
完
成
し
駐
車
場

も
立
派
に
出
来
た
。
三
十
九
年
よ
り

大
道
桐
山
線
も
菅
刈
地
内
は
完
成
し

た
。
道
路
維
持
に
は
大
変
だ
が
、
車

で
作
業
を
営
ん
で
い
る
。

　
過
疎
を
顧
み
る
に
、
昭
和
三
十
八

年
七
月
の
大
豪
雨
の
為
、
全
耕
地
が

水
害
で
泥
に
覆
わ
れ
復
旧
工
事
に
耐

え
兼
ね
離
農
致
し
た
の
が
始
め
と
な

り
、
二
十
年
間
に
二
十
一
戸
の
減
少

と
な
っ
た
。
田
が
十
町
歩
減
反
と
な

り
、
遺
憾
な
が
ら
や
む
を
得
な
い
。

町
も
人
口
が
半
分
に
な
り
ま
し
て
、

最
近
に
離
農
さ
れ
た
皆
様
方
に
、
交

通
の
便
は
良
く
な
っ
た
し
故
郷
の
魅

　
　
　
　
　
　
　
力
を
忘
れ
さ
せ
な

い
よ
う
に
、
観
光

面
に
力
を
注
ぎ
都

会
と
の
交
流
を
高

め
て
い
く
事
を
部

落
だ
け
で
な
く
町

民
の
皆
さ
ん
と
一

体
に
な
っ
て
お
願

い
し
た
い
。

　
郷
土
誌
の
火
災

記
録
（
文
政
十
三

年
か
ら
昭
和
三
十

九
年
ま
で
）
が
あ

り
ま
す
。
菅
刈
で

は
一
戸
だ
け
で
類

焼
が
な
く
幸
い
で
し
た
。
文
政
十
三

年
正
月
に
釈
迦
堂
が
火
災
に
あ
い
、

そ
の
再
建
の
為
の
奉
加
帳
が
あ
り
、

当
時
東
部
六
十
六
ヶ
村
の
他
中
沼
、

中
平
・
名
ヶ
山
か
ら
奉
加
を
お
願
い

し
て
お
り
ま
す
。
如
何
に
部
落
が
困

窮
し
て
い
た
の
か
、
又
、
釈
迦
堂
に

資
格
が
あ
っ
た
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
。

昭
和
に
な
っ
て
か
ら
も
数
回
の
火
災

が
発
生
致
し
て
お
り
ま
す
。

　
今
一
つ
、
天
和
三
年
の
御
検
地
水

帳
書
控
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
綴

り
に
安
永
八
年
松
苧
山
地
内
百
四
十

町
歩
の
払
下
陳
情
書
を
川
浦
御
役
所

へ
出
し
た
控
が
あ
り
ま
し
た
。
菅
刈

村
、
中
子
村
、
苧
嶋
村
と
あ
り
ま
す
。

　
昭
和
四
十
一
年
、
菅
刈
分
校
改
築
。

同
年
公
民
館
建
設
。
旧
菅
刈
分
校
の

一
部
を
建
て
直
し
、
中
に
旧
釈
迦
堂

の
彫
刻
柱
及
び
弘
法
大
師
像
、
観
世

音
菩
薩
像
、
他
古
き
仏
像
三
点
を
安

置
し
、
後
世
に
記
念
す
べ
き
も
の
と

し
保
管
し
て
い
ま
す
。

　
杜
会
福
祉
の
向
上
に
よ
り
老
人
も

ク
ラ
ブ
で
有
意
義
に
活
動
し
て
い
ま

す
。　

昔
話
一
つ
権
現
様
は
麦
が
ら
に
す

べ
っ
て
麻
で
目
を
つ
い
た
か
ら
菅
刈

は
、
麻
と
麦
は
作
っ
て
は
な
ら
ぬ
と

さ
！
と
聞
い
て
い
る
。

　
大
ま
か
な
説
明
、
又
雑
文
に
な
り

ま
し
た
が
紹
介
を
終
わ
ら
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
．
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◎
　
　
翻
　
　
織
　
　
◎
　
　
◎

◎
　

◎
　

◎
　

◎
　

◎
　

◎
　

◎
　

◎
　

羅
　

◎
　

◎
　

◎
　

◎
　

◎
　

◎
　

◎
　

◎

瀬
沼

◎

1し
羅

1ま
窺

1す

茎
◎◎◎◎

製
麺
工
場

　
今
回
は
、
役
場
前
に
あ
る
、
瀬
沼

製
麺
工
場
を
お
じ
ゃ
ま
し
ま
す
。

　
お
茶
が
出
て
ら
あ
の
、
と
奥
さ
ん

の
声
、
　
（
1
0
時
の
お
茶
の
時
間
で
あ

る
）
7
人
の
従
業
員
の
方
の
右
側
に

は
年
季
の
入
っ
た
箱
が
あ
る
。
　
（
包

装
さ
れ
る
前
の
乾
そ
ば
が
入
っ
て
い

る
）　

商
売
上
、
都
合
の
悪
い
こ
と
は
結

構
で
す
が
、
…
…
そ
ん
な
冗
談
を
言

い
な
が
ら
話
を
伺
う
。

　
大
正
2
年
に
、
松
代
に
来
て
（
小

千
谷
市
）
そ
う
め
ん
の
製
造
を
始
め

た
が
、
後
に
そ
ば
の
製
造
を
始
め
た

と
い
う
。
　
”
日
の
出
そ
ば
”
の
デ
ザ

イ
ン
も
、
全
て
自
分
で
考
え
ら
れ
た

包
　
装
　
風
　
景

と
い
う
。
伸
彦
さ
ん
で
3
代
目
）

　
従
業
員
数
や
、
勤
務
時
間
な
ど
に

つ
い
て
聞
い
た
後
、
作
業
場
へ
案
内

し
て
も
ら
う
。

　
原
料
の
そ
ば
は
、
9
0
％
以
上
が
他

か
ら
で
、
地
元
の
も
の
は
少
な
い
と

い
う
。
　
（
そ
ば
粉
は
自
分
の
と
こ
ろ

で
製
粉
す
る
）

　
ミ
キ
サ
ー
で
捏
ね
て
、
ロ
ー
ル
に

3
～
4
回
通
り
ぬ
け
る
と
、
で
て
く

る
時
に
は
、
細
く
長
い
麺
が
（
約
2

m
5
0
㎝
位
）
自
動
的
に
、
乾
燥
室
へ

運
ば
れ
る
よ
う
に
設
備
さ
れ
て
い
る
。

　
天
井
に
は
、
大
き
な
羽
根
（
プ
ロ
ペ

ラ
）
が
ぐ
る
ぐ
る
ま
わ
り
、
除
湿
機

が
、
さ
わ
や
か
な
音
を
た
て
て
い
る
。

　
月
産
製
産
量
は
2
0
束
入
、
㎜
～
㎝

個
で
、
県
内
外
に
出
荷
し
て
い
る
。

　
最
盛
期
は
、
盆
と
正
月
で
夏
よ
り

冬
場
の
方
が
需
要
が
多
い
。

　
美
味
し
い
そ
ば
の
作
る
条
件
は
と

い
う
問
い
に
は
、
自
然
乾
燥
が
大
事

で
す
。
水
と
か
、
原
料
に
は
あ
ま
り

関
係
な
い
よ
う
な
話
で
あ
っ
た
。

　
そ
ば
の
茄
で
方
は
、
た
っ
ぷ
り
と

し
た
熱
湯
で
、
ラ
ー
メ
ン
鍋
は
ダ
メ

だ
そ
う
で
あ
る
。

　
包
装
、
出
荷
場
で
は
ト
ン
、
ト
ン

と
そ
ば
を
揃
え
る
音
、
サ
ラ
、
サ
ラ

と
パ
ラ
ピ
ン
紙
（
包
装
紙
）
の
音
が

聞
こ
え
る
。

　
な
お
、
日
の
出
そ
ば
は
昭
和
弱
年

度
、
新
潟
県
推
奨
優
良
品
に
認
定
さ

れ
た
。

　
　
　
き
　
　
　
き
　
　
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
　
　
　

ま
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
ド
き
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
き
ド
き

　
－
き
灘
懸
欝
羅
糠
騨
難
驚
灘
羅
灘
蝦
難
難
瓢
灘

　
　
　
　
　
　
　
肇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
§

　
　
　
　
　
　
　
2
4
時
問
か
か
っ
て
乾
燥
さ
れ
る

奎
　
妻
齢
膨
暖
騰
雛
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根確、
，顯…撮i

鑑登
み場
鱒響慰
き
蕊60「

個

総
織
樋
、
鼠
　
蔵
避
藻

太い根っこが、こうなっていてねと説明する樋口さん

　
樋
口
さ
ん
は
、
玄
関
先
で
美
し
い

サ
ツ
キ
の
手
入
れ
を
し
て
い
た
。

　
花
が
、
も
っ
た
い
な
い
で
す
ね
…
。

で
も
、
こ
う
し
な
い
と
来
年
良
い
花

が
付
か
な
い
ん
で
す
よ
と
花
を
と
る
。

そ
ん
な
話
を
し
な
が
ら
、
居
間
に
案

内
さ
れ
た
。

　
ど
ん
な
切
掛
で
、
根
っ
こ
（
切
り

株
）
研
き
が
始
ま
っ
た
の
で
す
か
。

　
ど
こ
の
部
落
で
も
や
れ
る
、
元
手

も
い
ら
な
い
、
松
代
の
特
産
物
に
な

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
事
か
ら

6
人
の
仲
間
で
4
年
程
前
か
ら
始
め

ま
し
た
。

　
雪
消
え
と
と
も
に
、
5
月
い
っ
ぱ

い
位
で
杉
の
根
っ
こ
を
集
め
ま
す
。

　
杉
の
皮
の
つ
い
て
い
る
部
分
は
、

「
竹
ベ
ラ
」
で
取
っ
て
き
た
時
直
ぐ

に
は
が
し
ま
す
。

集
め
た
根
っ
こ
は
、
2
ケ
月
位
か
か

っ
て
乾
き
ま
す
。

　
特
に
大
切
な
部
分
（
枝
ぶ
り
？
・

根
ぶ
り
？
）
の
と
こ
ろ
に
は
、
水
で

湿
し
た
布
か
、
藤
づ
る
を
ま
い
て
（
残

す
た
め
）
杉
の
葉
で
燃
す
（
柔
ら
か

い
部
分
を
と
る
た
め
）
そ
の
後
、
ワ

イ
ヤ
ブ
ラ
シ
で
研
き
灰
を
お
と
す
、

つ
ぎ
に
、
タ
ワ
シ
（
藁
で
造
っ
た
も

の
）
で
研
き
最
後
に
、
柔
ら
か
い
布

で
光
沢
が
で
る
ま
で
研
き
、
ニ
ス
を

3
回
塗
っ
て
仕
上
げ
と
な
り
ま
す
。

　
今
ま
で
に
何
個
位
研
き
（
造
り
）

ま
し
た
か
。

　
㎜
個
位
だ
と
思
い
ま
す
。
で
も
気

に
入
っ
た
も
の
は
、
　
一
割
位
し
か
な

い
で
す
ね
．

　
大
き
さ
、
型
に
も
よ
り
ま
す
け
ど

一
個
仕
上
げ
る
の
に
、
ど
れ
位
の
日

数
が
必
要
で
す
か
。

　
3
～
4
日
も
あ
れ
ば
出
来
る
で
し

ょ
う
。

　
二
階
の
床
の
間
に
飾
ら
れ
て
あ
る

一
つ
を
ゆ
び
指
し
て
、
9
5
年
間
も
放

置
（
伐
採
し
て
か
ら
）
さ
れ
て
い
た

根
っ
こ
で
す
。
す
ぐ
裏
の
大
明
神
と

い
う
所
に
あ
っ
た
も
の
で
す
と
、
思

い
出
話
を
語
る
、
樋
口
さ
ん
の
顔
は

明
る
い
。

　
杉
の
葉
で
燃
し
た
も
の
、
燃
さ
な

い
も
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
味
は
、
筆
で

は
表
現
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。

根
っ
こ
の
美
し
さ
に
感
動
し
な
が
ら

寄
せ
む
ね
造
り
の
樋
口
さ
ん
宅
を
後

に
し
た
。

　
あ
な
た
も
、
根
っ
こ
を
研
い
て
み

ま
せ
ん
か
。

か
　
び

　
う
っ
と
う
し
い
梅
雨
ど
き
は
、

か
び
の
シ
ー
ズ
ン
で
す
。
と
は
い

っ
て
も
、
最
近
は
、
冷
蔵
庫
の
普

及
で
、
昔
の
よ
う
な
毒
々
し
い
ア

カ
や
ア
オ
の
か
び
を
見
る
こ
と
は

少
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
か
つ
て
は
、
梅
雨
の
終
わ
っ
た

あ
と
、
夏
の
土
用
（
立
夏
の
前
十

八
日
間
。
七
月
二
十
日
ご
ろ
が
入

り
）
に
は
、
土
用
干
し
、
虫
干
し

な
ど
と
い
っ
て
、
衣
類
や
書
物
を

風
に
あ
て
、
日
に
干
す
習
慣
が
あ

り
ま
し
た
。

　
戸
障
子
を
開
け
は
な
し
、
綱
を

張
っ
て
衣
類
を
満
艦
飾
の
よ
う
に

干
し
た
り
し
た
も
の
で
す
。
最
近

は
、
こ
う
し
た
光
景
も
あ
ま
り
見

ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
か
び
と
わ
た

し
た
ち
の
暮
ら
し
に
は
い
ろ
い
ろ

な
縁
が
あ
り
ま
す
。

　
例
え
ば
、
酒
、
み
そ
、
か
つ
お

ぶ
し
、
抗
生
物
質
な
ど
も
あ
る
種

の
か
ひ
を
利
用
し
て
つ
く
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
か
び
に
は
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が

あ
り
、
人
間
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス

に
な
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
プ
ラ
ス

に
な
る
も
の
も
あ
る
わ
け
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜～
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　　　　生濯学習の

　　　　　　　　　時代

　　　　　　　　　　　　3
充鍵した

人生を送翰ため繕

　
「
生
涯
教
育
と
い
う
用
語
は
、
生

涯
に
わ
た
っ
て
教
育
さ
れ
、
管
理
さ

れ
る
よ
う
で
抵
抗

感
が
あ
る
」
　
「
生

涯
教
育
よ
り
生
涯

学
習
と
い
う
言
葉

を
使
い
た
い
」
と

言
う
人
が
い
ま
す
。

　
中
央
教
育
審
議

会
が
昭
和
五
十
六

も
分
か
る
よ
う
に
、
か
つ
て
総
論
あ

っ
て
各
論
な
し
な
ど
と
い
わ
れ
て
い

た
生
涯
教
育
も
、
最
近
は
国
ば
か
り

で
な
く
、
都
道
府
県
の
段
階
で
も
具

体
的
に
施
策
化
す
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。

学
習
意
欲
に
こ
た
え
る
動
き

　
生
涯
の
ど
の
時
期
に
あ
っ
て
も
、

い
ま
や
人
々
の
学
習
意
欲
は
た
い
へ

ん
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た

学
習
意
欲
の
高
ま
り
に
こ
た
え
て
、

行
政
は
教
育
委
員
会
ば
か
り
で
な
く

知
事
や
市
町
村
長
の
首
長
部
局
で
も
、

整
備
さ
れ
始
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
生
涯
教
育

年
に
ま
と
め
た
「
生
涯
教
育
に
つ
い

て
」
と
い
う
答
申
で
は
、
ま
ず
”
教

育
”
と
”
学
習
”
の
概
念
を
明
確
に
分

け
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
「
人
々
が

自
己
の
充
実
・
啓
発
や
生
活
の
向
上

の
た
め
、
自
発
的
意
思
に
基
づ
い
て
、

生
涯
を
通
じ
て
行
う
の
が
生
涯
学
習
」

で
あ
り
、
　
「
生
涯
学
習
を
援
助
す
る

た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
機
能
を

総
合
的
に
整
備
・
充
実
し
よ
う
と
す

る
の
が
生
涯
教
育
」
の
考
え
方
だ
と

し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
明
ら
か
な
定
義
か
ら

生
涯
教
育
に
関
連
す
る
施
策
を
講
じ

始
め
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
日
本
生
涯
教
育
学
会
が

全
国
の
知
事
部
局
内
三
百
四
十
一
の

部
課
を
対
象
に
行
っ
た
生
涯
教
育
に

つ
い
て
の
調
査
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
回
答
の
あ
っ
た
部
課
の

八
割
は
何
ら
か
の
啓
発
・
教
育
・
訓

練
事
業
と
し
て
学
級
、
講
座
、
講
演

会
、
職
業
訓
練
な
ど
を
実
施
し
て
お

り
、
そ
の
半
数
近
く
は
、
生
涯
教
育

の
考
え
方
に
立
っ
て
行
っ
て
い
る
と

答
え
て
い
ま
す
。

生
涯
教
育
推
進
会
議
の
役
割
り

　
こ
う
し
た
行
政
の
取
り
組
み
を
背

景
に
し
て
、
い
ま
か
な
り
の
都
道
府

県
が
．
生
涯
教
育
推
進
会
議
”
を
設

け
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
教
育
委

員
会
と
知
事
部
局
と
の
間
の
連
絡
調

整
を
行
い
、
い
わ
ゆ
る
「
タ
テ
割
り

行
政
」
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、
生
涯

教
育
施
策
の
一
本
化
を
図
っ
て
い
ま

す
。　

さ
ら
に
、
行
政
が
行
う
事
業
以
外

で
も
、
大
学
の
公
開
講
座
や
民
間
が

開
設
す
る
学
習
機
会
、
学
習
に
利
用

で
き
る
施
設
、
指
導
者
、
教
材
な
ど

の
情
報
を
必
要
に
応
じ
て
提
供
し
た

り
、
学
習
し
よ
う
と
す
る
住
民
の
相

談
に
も
の
れ
る
よ
う
態
勢
を
整
え
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
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この標識のある歩道は自転

車および歩行者専用です。

　　つ
　　ζ礎’

、
／

劔
。

　
　
■

．鯉劃家藤圃し倉翻囲藥輿亀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　自転車編

　道路標識などで通行してもよいことになっ

ている歩道などは．自転車も人と一緒に通行
することができます。これは蟻車社会！／の中　　　1
で￥自転車が“弱者〃の立場にあるからです。　　d

　しかし、ときには自転車も“強者／／の立場

になることがあります。つまり．人対自転車　　　1

の関係になった場合です。速く走ろうと思え

ぽミニバイクの制限速度（時速30キロ≧以　1
上のスピードが出せます。もし．このよっな

速度で歩行者とぶつかれば．たいへんな事故　　　1

になります。　　　　　　　　　　　　　　　　、
　歩行者の通行を妨げる恐れがあるときは。

“強者の余裕”をもって．必ず一時停止をし
　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　1ましよう。ベルを鳴らして．歩行’者をけちら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　して走る“自転車暴走族”のような走り万は　　　4

絶対にしないようにしてください。

”
自
転
車
暴
走
族
躍
に

　
　
　
　
な
つ
て
い
ま
せ
ん
か
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今日も今夜も
夢，蔦⑰

の用心

，
毒猛僕

ヤマカガシ

　
ヤ
マ
カ
ガ
シ
は
、
北
海
道
を
除
く

日
本
全
国
に
生
息
す
る
ユ
ウ
ダ
科
の

爬
虫
類
で
体
長
八
十
セ
ン
チ
前
後
。

　
上
ア
ゴ
後
方
に
ド
ウ
ベ
ル
ノ
イ
腺

と
呼
ば
れ
る
強
力
な
出
血
毒
を
出
す

分
泌
腺
を
持
つ
．

　
普
通
に
か
ま
れ
て
も
毒
は
入
る
こ

と
は
な
い
が
、
ご
く
ま
れ
に
奥
歯
で

か
ま
れ
る
と
、
コ
ブ
ラ
に
匹
敵
す
る

猛
毒
の
ま
じ
っ
た
分
泌
液
が
傷
口
か

ら
体
内
に
入
り
、
体
全
体
の
臓
器
か

ら
出
血
す
る
ほ
か
、
皮
下
出
血
、
鼻

血
、
血
尿
、
血
便
が
出
、
放
置
す
れ

ば
死
亡
す
る
．

　
治
療
方
法
は
、
溶
血
性
の
猛
毒
の

た
め
、
全
身
の
血
液
交
換
し
か
な
く

昨
年
、
愛
知
県
の
中
学
二
年
生
が
、

全
国
で
二
人
目
の
犠
牲
者
と
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
も
無
毒
と
思
わ
れ
て
処
置
が

遅
く
な
っ
た
た
め
で
す
。

　
し
か
し
最
近
、
群
馬
県
の
『
日
本

蛇
族
学
研
究
所
』
で
毒
を
中
和
で
き

る
血
清
が
開
発
さ
れ
安
心
さ
れ
ま
し

た
が
、
こ
れ
も
現
在
三
十
本
し
か
な

く
、
や
は
り
第
一
に
「
一
般
の
毒
ヘ

ビ
と
同
じ
注
意
を
は
ら
い
、
む
や
み

に
も
て
あ
そ
ば
な
い
」
こ
と
が
必
要

と
、
研
究
所
で
は
話
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
の
季
節
、
屋
外
で
活
動

す
る
機
会
が
多
く
な
り
ま
す
が
、
く

れ
ぐ
れ
も
注
意
し
て
下
さ
い
。

戸
籍
の
窓
ロ

五
月
受
付
分

幸
せ
多
い
人
生
を
（
結
婚
）

弐・・

虻
二
，
．
、
・
．
ψ
燦

．
．
㍗
・
■

・
．
り
』

樋
口
繁
勝
・
若
井
恵
子

　
　
　
　
　
（
田
野
倉
・
大
天
京
）

中
沢
元
市
・
佐
藤
三
枝
子

　
　
　
　
　
　
　
（
寺
田
・
小
林
）

関
谷
真
一
・
藤
巻
ま
す
み

　
　
　
　
　
　
　
（
松
代
・
勘
助
）

若
井
三
義
・
若
井
な
お
え

　
　
　
　
　
　
　
（
蓬
平
・
大
工
）

佐
藤
茂
建
・
佐
藤
キ
ョ
ノ

　
　
　
　
　
　
　
（
室
野
・
紋
仁
）

室
岡
善
明
・
福
島
美
奈
子

　
　
　
　
　
　
　
（
仙
納
・
紙
屋
）

井
上
覚
・
宇
賀
田
百
合
子

　
　
　
　
　
　
　
（
寺
田
・
久
助
）

柳
　
幸
伸
・
山
本
敏
子

　
　
　
　
　
　
　
（
松
代
・
緑
屋
）

　
げ
ん
き
な
よ
い
子
に
（
誕
生
）

鈴
木
啓
一
　
父
誠
一
　
母
豊
子

　
　
（
長
男
・
松
代
・
は
ち
ぜ
ん
）

山
本
里
枝
　
父
耕
一
　
母
千
枝
子

　
（
長
女
・
大
伏
・
ば
ん
ね
ん
ど
）

関
谷
和
希

柳
奈
緒
子

萬
羽
信
子

父
　
功
　
母
由
子

（
長
男
・
菅
刈
・
大
門
）

父
芳
健
　
母
洋
子

（
長
女
・
蒲
生
・
柳
屋
）

父
二
男
　
母
純
子

（
二
女
・
松
代
・
ま
る
ま
ん
や
）

ご
冥
福
を
祈
り
ま
す
（
死
亡
）

山
岸
喜
三
郎
78
歳
　
蒲
生

佐
藤
ハ
ナ
　
78
歳
　
滝
沢

池
田
勘
薩
　
8
2
歳
　
蒲
生

若
月
秋
人
　
8
歳
　
犬
伏

菅
井
ア
イ
子
7
9
歳
小
荒
戸

池
田
シ
ゲ
　
84
歳

柳
　
コ
ノ
　
8
6
歳
　
松
代

山
岸
フ
ミ
　
82
歳

若
井
三
好
　
77
歳
　
池
尻

さ
じ
ん

宗
衛
門

長
吉

重
円

沢
入

砺
平
由
右
衛
門

　
　
　
為
吉

蒲
生
藤
佐
衛
門

　
　
　
小
林

　
梅
雨
ど
き
は
、
か
ら
拭
き
と

　
風
が
と
お
る
よ
う
な
工
夫
を

　
　
畳
は
水
分
が
大
キ
ラ
イ
。
特

　
に
梅
雨
ど
き
は
畳
の
大
敵
。
日

　
当
た
り
や
風
通
し
の
悪
い
部
屋

　
で
は
、
畳
が
白
く
か
び
て
し
ま

　
い
ま
す
。

　
　
そ
こ
で
、
畳
の
一
方
を
持
ち

　
上
げ
て
空
き
か
ん
や
板
を
下
に

　
か
ま
せ
て
お
き
、
裏
側
に
も
よ

　
く
風
を
通
す
よ
う
に
扇
風
機
を

　
あ
て
ま
し
よ
う
。

　
　
特
に
、
こ
ま
め
に
か
ら
拭
き

　
を
し
て
、
湿
気
を
拭
き
と
る
こ

　
と
も
大
切
で
す
．

　
畳
の
汚
れ
は
な
る
べ
く
晴
れ
た

　
日
の
午
前
中
に
酢
水
で
拭
く

　
　
畳
の
た
め
に
は
酢
水
で
拭
く

　
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
洗
剤
は

　
浸
透
性
が
強
い
の
で
黄
ば
み
の

　
原
因
に
な
り
ま
す
。
バ
ケ
ツ
7

　
分
目
ぐ
ら
い
の
水
に
、
酢
を
大

　
さ
じ
2
杯
ほ
ど
入
れ
ま
す
。
か

　
た
く
し
ぼ
っ
た
ぞ
う
き
ん
で
拭

　
い
た
あ
と
必
ず
か
ら
拭
き
を
。

　
窓
を
開
け
放
し
て
風
通
し
を
よ

　
く
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

ζ
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i
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

㎜㎜　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽

申　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
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文
　
一

芸

、
甲

短
歌
春
の
匂
い

　
　
　
　
下
山
　
　
埋
れ
木

埃
あ
び
小
さ
く
な
り
し
残
雪
も
山
川

埋
め
し
魔
の
雪
な
り
し

金
輪
際
懲
り
た
る
雪
も
消
え
果
て
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
と

ま
た
も
出
で
に
き
懐
し
の
故
郷

早
春
に
や
さ
し
く
芽
生
ゆ
チ
ュ
ー
リ

ッ
プ
豪
雪
の
下
よ
り
春
を
告
げ
お
り

雪
解
け
の
増
し
て
濁
れ
る
越
道
川

そ
こ
は
か
と
な
く
春
の
匂
い
す

陽
に
灼
け
し
体
臭
強
く
放
つ
児
ら
泥

水
し
き
り
汲
み
交
わ
し
お
り

ぜ
ん
ま
い
の
綿
と
る
手
元
忙
し
く

蛙
賑
わ
し
夜
は
更
け
て
ゆ
く

し
ぶ
み
句
会

山
鳩
を
ひ
ね
も
す
聞
い
て
谷
田
植
う

鍬
杖
を
し
て
畦
の
火
を
見
守
れ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
　
明

鶏
足
山
緑
濃
く
し
て
春
深
し

春
惜
し
む
山
菜
ふ
る
さ
と
ツ
ア
i
客

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
　
石

虫
探
す
鳥
畦
に
居
て
代
掻
き
す

手
振
り
で
は
解
せ
ず
春
耕
機
を
止
め

ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
枯
水

禅
寺
を
借
り
て
山
菜
ま
つ
り
か
な

俳
友
の
集
い
待
つ
間
の
新
茶
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
淡
　
水

菅
笠
を
取
れ
ば
長
閑
け
し
村
百
戸

村
中
が
蛙
の
声
に
埋
れ
け
ケ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
静
風

淡
緑
霞
に
と
け
し
鶏
足
山

寂
光
の
連
山
鶯
鳴
き
わ
た
り

草
　
人

田
一
枚
植
え
急
ぎ
た
る
雲
重
し

子
ら
遊
ぶ
林
の
陰
や
木
の
芽
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瀞

舟

種
子
播
く
や
仲
々
場
所
が
定
ま
ら
ず

代
掻
き
の
泥
の
顔
向
け
笑
い
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紅
茶

嫁
が
来
て
部
落
二
十
戸
春
霞

一
斉
に
単
伝
山
の
新
芽
萌
ゆ

常
　
仙

母
の
日
や
嫁
の
送
り
し
カ
ー
デ
ィ
ガ

ン

新
緑
に
す
っ
ぽ
り
村
は
包
ま
る
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
千
代

初
孫
に
う
ぶ
湯
つ
か
わ
す
五
月
晴
れ

新
緑
の
松
苧
神
社
の
初
登
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
美
　
根

園
芸
一
ロ
メ
モ

”
松
代
園
芸
愛
好
会
”

五
月
晴
れ
耕
運
機
の
音
高
々
と

木
の
芽
和
え
老
の
調
理
の
喜
ば
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
元

信
号
を
待
つ
間
の
風
や
夏
は
じ
め

若
葉
風
大
本
堂
を
開
け
放
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
花

　
蒲
生
句
会

か
　
と

蝟
料
生
れ
未
だ
円
陣
を
解
か
ず
居
り

　
　
　
（
蠕
斜
闘
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
）

遅
口
の
ぜ
ん
ま
い
出
づ
る
捨
田
べ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耕
　
山

　
　
　
　
　
む
し
ろ

ぜ
ん
ま
い
の
莚
を
か
え
す
昼
の
風

蛙
た
ち
押
し
く
り
な
が
ら
代
を
掻
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐵
　
堂

笠
重
し
襟
に
つ
め
た
く
田
植
え
雨

雨
合
羽
田
植
え
夫
婦
の
笠
雫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耕
　
人

口
ず
さ
む
記
憶
の
唄
や
田
を
植
え
る

筍
薬
や
亡
母
は
下
駄
好
き
忌
は
過
ぎ

ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
さ
女

足
裏
に
毛
虫
潰
せ
し
悔
い
少
し

雨
の
舗
道
に
桐
の
花
墜
ち
匂
え
り
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
龍
　
峰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⇔
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⇔

樹
形
の
い
ろ
い
ろ

　
⑩
　
三
幹

　
三
幹
が
一
体
と
な
っ
て
、
一
も
と

の
木
と
し
て
の
総
合
美
を
構
成
す
る

樹
形
で
す
。
各
幹
の
比
率
は
、
主
幹

に
対
し
て
副
幹
は
三
分
の
二
、
添
木

は
三
分
の
一
く
ら
い
が
良
い
で
し
ょ

う
。　

　
根
張
り

　
露
出
し
た
八
方
根
張
り
が
理
想
で

す
．

　
、
．
欝

齢

　
　
幹

　
枝
を
幹
に
し
た
も
の
は
ダ
メ
で
、

ち
ゃ
ん
と
根
元
か
ら
分
れ
て
い
る
の

が
望
ま
し
い
で
す
。
主
幹
を
前
面
に

す
る
の
が
、
遠
近
感
が
出
て
よ
い
の

で
す
が
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
そ

の
木
の
個
性
を
と
ら
え
て
正
面
を
き

め
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　
　
枝

　
主
幹
の
枝
は
副
幹
、
添
え
の
樹
頂

ま
で
は
、
内
側
に
向
う
枝
は
つ
け
ま

せ
ん
。
裏
枝
を
き
か
せ
て
、
奥
行
を

出
す
よ
う
に
し
ま
す
。

　
　
樹
冠

　
主
幹
の
樹
冠
は
、
直
幹
の
樹
冠
と

同
じ
よ
う
に
し
ま
す
。
副
幹
添
え
の

樹
冠
は
独
立
し
た
樹
。
冠
に
す
る
こ
と

が
理
想
で
す
が
、
主
幹
の
枝
の
一
部

の
よ
う
に
な
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

灘

カエデ三幹


