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嗣
㌧
嚥

ぶ
な
の
若
葉
に
お
お
わ
れ
て

　
光
り
か
が
よ
う
わ
が
郷
土

こ
こ
に
瞳
も
は
れ
ば
れ
と

　
　
学
び
の
道
を
進
み
ゆ
く

わ
れ
ら
が
松
代
中
学
の

　
　
抱
負
よ
花
と
咲
き
香
れ

《人口の動き》　男2，887（一6）女2，926（一6）計5，813（一12）世帯数1，630（一3）

3月1日現在　　出生2　死亡5　転入1　転出10



Il””II“llllllIllIII“II””II“III“IIllIlill”II”1こうほう・まつだい（62．3月号）IIIllIIllIII”1”lll”1”1”IIll”IllllIlll””ll””ll”ll”1”1“””Ill”II川iII”1”ill”ll”IIIIllllII””llII”llII”1”ll””1””III”III”ll2”II”III”1”ll””

昭和61年の衛生状況②
　
前
回
は
、
死
亡
原
因
、
胃
、
婦
人

科
検
診
受
診
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま

し
た
の
で
、
今
回
は
、
、
ま
ず
乳
が
ん

検
診
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
し
よ

・
つ
。　

昨
年
n
月
、
三
日
間
に
わ
た
り
総

合
体
育
館
で
、
乳
が
ん
検
診
を
行
い

ま
し
た
。
受
診
者
は
脚
人
、
結
果
は

表
1
の
と
お
り
で
す
。
が
ん
の
人
は

「しょっぺが一は　血圧にわるいってや一ども　オラァ好きだんがね」

　成人病予防教室　人形劇「部落目標やってるかい！」　田野倉公民館

い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
乳
が
ん
検
診
は
昨
年
が
は
じ
め
て

の
試
み
で
し
た
の
で
、
希
望
は
婦
人

科
検
診
を
受
け
た
人
に
限
っ
て
と
ら

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
年
は
、

5
月
と
n
月
に
予
定
し
て
い
ま
す
。

婦
人
科
検
診
と
同
様
、
3
0
才
以
上
の

女
性
全
員
に
希
望
を
と
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

診検んが乳D俵　
最
近
、
日
本
で
は
、
乳
が
ん
の
発

生
が
増
え
て
い
ま
す
。
松
代
町
で
も

同
様
で
す
。
原
因
の
一
つ
に
、
食
生

活
の
欧
米
化
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

乳
が
ん
も
、
早
期
発
見
が
可
能
で
あ

り
、
早
く
み
つ
か
れ
ば
予
後
も
良
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
「
私
は
胸
が
大

き
い
か
ら
心
配
だ
わ
一
「
私
は
胸
が

小
さ
い
か
ら
大
丈
夫
よ
一
な
ん
て
こ

と
は
、
全
く
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。

胸
が
大
き
く
て
も
、
小
さ
く
て
も
、

オ
ッ
パ
イ
が
あ
る
限
り
、
乳
が
ん
の

で
き
る
可
能
性
は
あ
る
わ
け
で
す
。

ま
あ
、
あ
ま
り
心
配
な
さ
ら
ず
に
、

今
年
は
受
け
て
み
て
は
い
か
が
で
し

よ
う
か
。

　
胃
、
婦
人
科
、
乳
が
ん
の
検
診
に

加
え
て
、
今
年
は
肺
が
ん
検
診
も
あ

り
ま
す
。

　
次
に
、
一
般
健
康
診
査
状
況
を
お

知
ら
せ
し
ま
し
よ
う
。

受　診　者 277
数 ％

異　常　な　し 225 81．2

乳　　腺　　症 48 17．3

せんい腺腫 3 1．1

そ　　の　　他 1 0．4

要　　観　　察 32（12ヵ月後）

要　　精　　検 7人

　
　
　
　
　
　
　
査

　
　
　
　
　
　
　
診

　
　
　
　
　
　
　
康

　
　
　
　
　
　
　
健

　
　
　
　
　
　
　
般

　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
俵

　
　
　
　
つ
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
対
象
者
05
人
中
、
受
診
者
は
4
2
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

で
し
た
。
何
も
所
見
が
認
め
ら
れ
な

い
人
が
窩
人
、
何
ら
か
の
所
見
が
認

　
　
　
　
　
　
ど

め
ら
れ
た
人
は
7
0
人
で
、
表
2
の
と

　
　
　
　
　
　
　

お
り
で
し
た
。
事
後
指
導
会
に
結
果

を
き
き
に
き
た
人
は
鵬
人
（
鋪
％
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
、
代
理
の
人
の
割
合
は
表
3
の
と

お
り
で
す
。
で
き
る
だ
け
、
ご
自
分

で
き
き
に
き
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
ま
た
、
当
日
都
合
の
わ
る

い
場
合
は
、
個
人
的
に
役
場
へ
き
て

い
た
だ
い
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
事

前
に
保
健
婦
へ
電
話
を
入
れ
て
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で

す
。
せ
っ
か
く
受

け
た
健
診
で
す
か

ら
、
結
果
も
知
っ

て
、
健
康
管
理
に

役
立
て
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま

す
。　

今
年
は
、
一
次

検
診
と
二
次
検
診

対　　象　　者 3，053

受　　診　　者 2，420

％ 79．3

精　　検　　者 1，655

有　所　見　者 1，702

要　　観　　察 179

要　　指　　導 601

要　　医　　療 870

（表3）事後指導会代理出席

が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
、
基
本
健
診

と
な
り
ま
す
。
今
ま
で
一
次
検
診
で

終
っ
て
い
た
人
も
、
心
電
図
や
眼
底

検
査
な
ど
、
全
部
の
検
査
を
受
け
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
自
分
は
健
康
だ
、
丈
夫
だ
、
と
思

っ
て
い
る
人
も
、
年
一
回
は
い
ろ
い

ろ
検
査
を
受
け
て
、
自
分
の
体
を
知

る
こ
と
は
、
と
て
も
大
切
で
す
ね
。

　
．
．
囚
昌
○
≦
く
○
貫
σ
○
位
く
っ
．
、

　
　
自
分
の
体
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。

64　↓ 65　↑ 計

男
137人 34 171

（8．6％） （2．1） （10．7）

女

55 14 69

（3．4） （0．9） （4．3）

計
192 48 240

（12．0） （3．0） （15．O）
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まち
；ち・う

の
　
　
　
の

ン
メ
と
り
か
ら
始
ま
り
夏
は
祭
り
、

イ
ネ
の
花
、
秋
は
山
い
も
ほ
り
、
松

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

苧
山
の
モ
ミ
ジ
。
冬
は
雪
遊
び
、
ぼ

　
　
　
　
の

ん
ぼ
様
…
…
。
子
供
た
ち
の
目
か
ら

見
た
松
代
の
春
夏
秋
冬
を
方
言
で
歌

い
こ
ん
で
い
る
。
五
番
に
は
、
人
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
の

味
豊
か
な
近
所
の
ば
っ
ち
ゃ
ん
、
あ

　
　
　
　
の
　
　
　
の

ん
に
ゃ
た
ち
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
作
詞
も
作
曲
も
四
年
生
、
二
十
五

人
と
担
任
の
小
林
友
子
教
諭
の
合
作

F長　し し

て夕 1
遷 騒　　　　　　　　　　○ ■　　　　　　　　　　●

ぎつだいσろおら

G　　　　　　　　　　C
9

r

　4
一び ・1響

＊ h ”たし・．！ノ

　
昨
年
か
ら
各
学
年
ご
と
に
継
続
体

験
活
動
と
取
り
組
ん
で
い
る
。
松
代

小
学
校
四
年
生
の
テ
ー
マ
は
、
町
の

ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
作
り
。
一
年
前
か
ら

週
二
時
間
の
社
会
科
の
時
間
を
充
て

町
を
探
訪
し
、
自
然
や
生
活
ぶ
り
、

建
物
、
神
社
、
お
寺
、
文
化
財
を
調

べ
記
録
し
て
き
た
。

　
そ
ん
な
中
で
お
年
寄
り
か
ら
聞
い

た
方
言
を
子
供
た

ち
み
ん
な
が
面
白

が
り
、
方
言
を
使

っ
て
町
の
自
然
や

暮
ら
し
ぶ
り
な
ど

を
盛
り
込
ん
だ
歌

を
つ
く
る
こ
と
に

し
た
。

　
　
　
　
　
　
の

　
一
番
は
春
の
ゼ

o

だ㌧・Φ㊥ぎつ
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）
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4
つ
凌
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聯
鷺

痔
熔
慮
崎
の

3
フ
モ
中
唖

　
　
惇

　
　
ヤ

略
触
あ
3
ヒ
7

で
、
昨
年
十
月
下
旬
に
完
成
し
た
。

　
十
二
月
十
五
日
、
校
内
鼓
笛
隊
の

移
杖
式
と
小
さ
な
親
切
運
動
実
行
章

の
伝
達
式
に
初
め
て
校
外
の
人
た
ち

に
披
露
さ
れ
た
。

　
歌
詞
は
親
し
み
や
す
く
、
曲
も
軽

快
で
覚
え
や
す
く
、
校
外
か
ら
も
関

心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
曲
は
一
月

三
十
一
日
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
さ
れ
、

三
月
十
日
ド
ー
ナ
ツ
盤
が
発
売
さ
れ

G7 （ン

6

つ訂　取η　、、 簸　ざノ’　郭｝1
だ
だ

ん
ん

め
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ん
t

’つみ墨
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まぱ
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や

い
モ
し
ち
ド

　
　
し

ル
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い
の
㌘

　
　
つ

之
二
こ
ゴ
L

り
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ハ
貸
が
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F
ぐ
い
む

　
　
7
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レ
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ミ
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毛
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← りさ　　レ　　篭
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凋
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た
。　

A
面
に
は
『
松
代
お
ら
町
』
、
B

面
に
は
子
供
た
ち
に
よ
る
同
曲
の
演

奏
が
入
っ
て
お
り
、
カ
ラ
オ
ケ
が
歌

え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
田
中
恵
校
長
も
、
本
当
に
良
い
歌

を
作
っ
て
く
れ
た
と
喜
ん
で
お
ら
れ

る
。
町
内
外
の
あ
ち
こ
ち
で
、
こ
の

歌
が
聞
こ
え
る
の
も
間
近
い
こ
と
で

あ
ろ
う
。

た
ε
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ヒ

い
ひ

　
ヤ
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じ畜

　
い

q
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

エ
ン
ジ
ン
侠
調
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

石
野
さ
ん
の

住
ま
い
と

愛
機

驚

　
　
朝
1
時
間
ほ
ど

　
家
の
廻
り
の

雪
処
理
を
す
る

　
こ
こ
三
日
間
に
八
十
セ
ン
チ
近
い

降
雪
が
あ
っ
た
。
　
（
二
月
十
五
、
六
、

七
日
）
ト
ッ
、
ト
ッ
と
軽
い
エ
ン
ジ

ン
の
音
が
聞
え
る
。

　
木
和
田
原
部
落
の
中
程
に
住
む
石

野
勇
二
さ
ん
（
六
十
才
、
源
善
）
の

除
雪
機
械
の
音
で
あ
る
。

　
私
ど
も
は
足
を
早
め
た
…
…
。

　
石
野
さ
ん
は
昭
和
四
十
六
年
に
U

タ
ー
ン
さ
れ
た
方
で
あ
る
。
趣
味
は

機
械
い
じ
り
と
鉄
砲
打
ち
、
朝
十
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
ら
開
店
す
る
玉
打
ち
が
大
好
き
だ

そ
う
で
あ
る
。
後
者
の
方
も
プ
ロ
級

の
腕
と
か
…
…
。

　
U
タ
ー
ン
早
々
の
昭
和
四
十
七
年

の
冬
に
一
台
目
の
除
雪
機
械
（
圧
雪
）

を
試
作
し
た
。
足
ま
わ
り
は
良
か
っ

た
が
排
雪
用
に
は
今
一
歩
の
よ
う
で

あ
っ
た
。
昨
年
二
台
目
の
機
械
が
誕

生
し
た
．

　
出
歩
い
た
時
に
、
こ
の
機
械
の
あ

そ
こ
の
部
品
と
、
こ
の
機
械
の
こ
こ

を
利
用
し
て
…
…
と
石
野
さ
ん
は
各

部
の
部
品
を
集
め
て
お
く
。
昨
年
出

来
た
除
雪
機
械
も
、
川
西
町
の
森
林

組
合
の
集
材
機
を
払
い
下
げ
て
も
ら

っ
た
も
の
で
あ
る
。
鋼
鉄
の
足
（
キ

ャ
タ
ビ
ラ
）
の
部
分
に
さ
ら
に
、
石

野
さ
ん
の
工
夫
で
ス
ベ
リ
止
等
の
改

良
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

11馬力ディゼルエンジン、排土板幅1m30

　
油
圧
の
配
管
の
間
違
い
で
、
排
土

板
が
上
に
は
上
が
る
が
下
に
は
お
り

な
か
っ
た
こ
と
も
…
…
。
笑
を
う
か

べ
な
が
ら
石
野
さ
ん
は
苦
労
話
を
語

る
。

　
朝
七
時
頃
道
踏
み
に
で
る
。
も
ち

ろ
ん
愛
機
で
、
こ
の
辺
の
習
慣
で
隣

の
家
ま
で
道
踏
み
を
す
る
。
そ
の
後

家
の
回
り
を
約
一
時
間
ほ
ど
除
雪
を

す
る
。
　
（
石
野
さ
ん
の
家
は
自
然
落

下
と
な
っ
て
い
る
。
）
今
年
は
雪
が

少
な
い
と
こ
ろ
に
愛
機
の
改
良
（
エ

ン
ジ
ン
の
位
置
等
の
変
更
な
ど
）
で

バ
ラ
ン
ス
が
良
く
な
り
、
燃
料
も
三

十
六
リ
ッ
ト
ル
程
度
で
済
ん
だ
と
石

野
さ
ん
は
愛
機
の
で
き
に
満
足
そ
う

だ
。　

石
野
さ
ん
の
住
宅
は
二
・
五
間
×

三
間
と
昔
風
の
囲
炉
裏
の
あ
る
部
屋

三
間
×
一
・
五
間
に
料
理
の
上
手
な

奥
さ
ん
と
二
人
住
い
で
あ
る
。

　
機
械
で
踏
ん
だ
道
は
固
く
、
狭
い

所
で
も
愛
機
は
入
る
。
大
雪
の
時
は

部
落
の
下
ま
で
応
援
に
で
た
こ
と
も

あ
る
。
…
…
話
が
は
ず
ん
だ
所
で
、

隣
り
の
中
沢
昇
平
さ
ん
（
へ
い
だ
）

に
譲
っ
た
一
台
目
の
除
雪
機
を
見
せ

て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。

　
深
い
雪
の
中
で
も
走
行
で
き
る
機

械
を
作
り
た
い
と
話
す
石
野
さ
ん
の

目
は
濫
々
と
輝
く
。
家
を
自
然
落
下

な
ど
工
夫
す
れ
ば
…
…
住
み
良
い
所

で
す
と
石
野
さ
ん
は
付
け
加
え
ら
れ

た
。
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タ
日
の
中
に

消
え
た
少
女

交
通
機
動
隊
　
武

　
そ
の
日
も
夕
日
が
あ
た
り
一
面
を

赤
く
染
め
、
日
本
海
の
か
な
た
に
没

し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
一

人
の
女
の
子
が
普
通
乗
用
車
に
は
ね

ら
れ
命
を
失
っ
た
。

　
被
害
者
は
、
そ
の
年
の
四
月
か
ら

地
元
の
保
育
園
に
通
う
よ
う
に
な
っ

た
。
可
愛
い
い
盛
り
の
四
歳
の
女
の

子
で
し
た
。
家
族
は
、
両
親
と
祖
父

母
、
そ
れ
に
三
歳
の
男
の
子
の
六
人

家
族
で
、
と
て
も
幸
福
な
家
庭
で
あ

っ
た
の
で
す
。
そ
の
日
は
、
父
親
が

夜
勤
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
祖
父
が
二

人
の
子
供
を
連
れ
て
近
く
の
海
岸
ま

で
散
歩
に
で
か
け
た
の
で
す
。
海
岸

ま
で
は
、
二
人
の
子
供
の
手
を
と
っ

て
、
バ
イ
パ
ス
の
地
下
道
を
く
ぐ
り
、

砂
浜
に
で
た
の
で
す
。
砂
浜
で
、
石

を
投
げ
元
り
、
貝
殻
を
ひ
ろ
っ
た
り
、

夕
日
を
な
が
め
た
り
し
て
、
楽
し
い

思
い
出
を
胸
い
っ
ぱ
い
に
し
て
帰
宅

し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、

バ
イ
パ
ス
の
地
下
道
に
さ
し
か
か
っ

た
と
こ
ろ
で
、
三
歳
に
な
る
男
の
子

藤

司

が
、
地
下
道
の
階
段
の
登
り
降
り
が

お
も
し
ろ
く
、
何
度
も
登
り
降
り
し

て
遊
び
、
祖
父
も
、
こ
の
男
の
子
が

可
愛
い
く
て
な
り
ま
せ
ん
。
も
し
こ

ろ
げ
落
ち
で
も
し
た
ら
と
、
ハ
ラ
ハ

ラ
し
な
が
ら
優
し
く
見
守
っ
て
い
た

の
で
す
。
し
か
し
四
歳
に
成
長
し
た

女
の
子
に
し
て
み
れ
ば
、
階
段
の
登

り
降
り
は
興
味
が
な
か
っ
た
の
で
し

ょ
う
、
祖
父
が
ち
ょ
っ
と
目
を
は
な

し
た
す
き
に
、
一
人
で
バ
イ
パ
ス
の

地
下
道
を
く
ぐ
り
歩
道
上
ま
で
出
た

の
で
す
。
そ
し
て
、
し
ば
ら
く
祖
父

ら
の
来
る
の
を
待
っ
て
い
ま
し
た
が
、

そ
の
う
ち
祖
父
ら
が
、
再
び
砂
浜
に

で
も
遊
び
に
い
っ
た
と
思
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
、
今
度
は
地
下
道
を
通
ら

ず
、
バ
イ
パ
ス
を
砂
浜
に
向
か
っ
て

真
っ
す
ぐ
に
横
断
し
て
し
ま
っ
た
の

で
す
。

　
保
育
園
で
は
、
「
右
み
て
」
、
「
左
み

て
」
、
「
手
を
あ
げ
て
」
と
何
度
と
な

く
、
道
路
横
断
の
方
法
に
つ
い
て
、

先
生
か
ら
教
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
な
に
せ
子
供
の
こ
と
で
す
、

思
い
た
っ
た
ら
一
直
線
、
と
っ
さ
に

飛
び
出
し
て
い
ま
し
た
。
　
．
こ
の
瞬

間
”
バ
イ
パ
ス
を
狂
っ
た
よ
う
に
暴

走
す
る
少
年
の
運
転
す
る
普
通
乗
用

車
、
赤
色
の
ス
ポ
ー
ツ
カ
ー
に
よ
っ

て
女
の
子
の
生
命
が
失
わ
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
す
。

　
少
年
は
、
暴
力
事
件
を
起
こ
し
た

こ
と
か
ら
高
校
を
二
年
で
中
退
し
、

～却魯く点

襲灘簸
そ
の
後
は
、
家
で
ぶ
ら
ぶ
ら
と
暮
ら

し
て
い
た
。
就
職
の
こ
と
、
友
人
の

こ
と
な
ど
考
え
な
が
ら
モ
ン
モ
ン
と

し
た
毎
日
を
送
っ
て
い
た
が
、
た
だ

こ
の
少
年
に
も
、
一
つ
の
生
き
が
い

の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
父
親
に
ね
だ
っ
て
購
入
し
て

も
ら
っ
た
新
車
の
赤
色
ス
ポ
ー
ツ
カ

ー
で
、
バ
イ
パ
ス
を
思
い
き
り
疾
走

す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
少
年
は
、

毎
日
の
よ
う
に
、
決
っ
た
時
刻
に
な

る
と
、
こ
の
車
を
運
転
し
て
、
我
が

も
の
顔
で
バ
イ
パ
ス
を
暴
走
し
、
自

分
の
気
持
を
な
ぐ
さ
め
て
い
た
の
で

す
。
事
故
を
起
こ
し
た
こ
の
日
も
、

車
の
ア
ク
セ
ル
を
い
っ
ぱ
い
に
踏
み
、

思
い
切
り
ス
ピ
ー
ド
を
上
げ
て
走
っ

て
い
た
。
飛
び
出
し
た
女
の
子
を
発

見
し
て
、
急
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
た
の

で
す
が
、
間
に
合
わ
ず
ブ
レ
ー
キ
痕

が
路
面
に
残
っ
た
の
は
、
衝
突
地
点

か
ら
は
る
か
先
だ
っ
た
の
で
す
。
赤

色
ス
ポ
ー
ツ
カ
ー
の
前
部
は
、
悪
魔

か
刃
物
を
振
り
か
ざ
し
た
よ
う
に
鋭

く
と
が
り
、
一
瞬
に
し
て
幼
い
子
供

の
生
命
を
う
ば
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。
女
の
子
の
身
体
は
、
ま
る
で
ゴ

ム
マ
リ
で
も
投
げ
た
か
の
よ
う
に
路

面
に
は
ず
み
、
遠
く
は
な
れ
た
中
央

分
離
隊
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
上
ま
で

飛
ば
さ
れ
た
の
で
し
た
。

　
い
く
つ
か
の
交
通
事
故
事
件
の
捜

査
に
あ
た
っ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の

女
の
子
の
身
体
を
か
か
え
あ
げ
た
と

き
の
情
景
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
人

の
命
の
重
み
、
尊
さ
、
は
か
な
さ
を
、

そ
し
て
悲
し
さ
の
あ
ま
り
放
心
し
た

よ
う
に
な
っ
た
女
の
子
の
祖
父
の
姿
。

自
か
ら
の
行
為
の
重
大
な
結
果
に
う

ち
震
え
て
い
た
少
年
の
姿
を
み
て
、

決
し
て
再
び
こ
の
よ
う
な
悲
惨
な
事

故
を
起
こ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
心

に
誓
っ
た
の
で
す
。

　　藏轟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扁　　　　　　　　　　　　　　　　　ス　　　　　　　　　　　　　　　金　　　　　　　　　　　　　家　　　　　　　　　　通　　　　　　　　交　　　　　　藷　　　　62　　和照
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　　　　　　　　　　みなさんは「くじら座」と
▽

誕けゑ・1灘ll懇；1

も多いにちがいありません。しかし、ギリシャ神話

の中では、アンドロメダ姫を飲み込もうとして勇士

ペルセウスに退治される化けくじらとして知られて

います。

　秋の宵の空が一番見やすいのですが、3月初めで

すと、日が暮れてすぐ、西の低い空にちょうどこの

星座が見えています。ずいぶん大きな星座ですが、

明るい星が少ないので初めての人は見つけにくいか

もしれません。少し星座を知っている人なら、有名

なペガスス座の四辺形の左の二つの星をたてに結ん

で左下に延ばしていくと、くじら座の中で最も明る

いベータ星（2等星）が見つかります。空の暗い所

なら、参考図をたよりに星をたどっていけば、大き

な“化けくじら”の形がわかるでしょう。

不思議な星

姿を消した見なれめ星

　さて、今から400年近くも昔の1596年8月、ドィ

ツのファブリチウスという天文学者が、くじら座の

中に見なれない明るい星が光っているのに気づきま

した。この星はやがて暗くなって見えなくなりまし

たが、13年後の1609年になって、彼は再びこの星に

気づきました。

　こうして、星の中には時によって明るさを変える

「変光星」というのがあることが、初めて知られた

のです。この星は不思議な星という意昧で「ミラ」

〃一
フ

、
、
、

“

と名づけられ

ましたが、今

日では同じよ

うに日月るさを

変える星がた

くさん見つか

っていて、そ

れらは「ミラ

型変光星」と
騨れて轡鷺，，．露後，時ご．

2等星の明るい星か半年後には10等墨に

　この星は、地球から250光年ほどの所にあります。

直径は太陽の400倍以上もある亘大な星で、それが

332日ほどの周期でゆっくりとふくらんだりちぢん

だりしているために明るさが変わるのです。

　最も明るい時には2等星くらいになることもあり

ますが、暗くなると10等星くらいになって望遠鏡が

ないと見ることができません。今月みつからなかっ

たら、次のチャンスは今年の暮れごろからです。

　空のよく晴れた晩に探してみてください。ファブ

リチウスと同じような経験ができるかもしれません。

指導　　国立科学博物館理化学研究部長・村山定男

．灘．灘
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私
領
時
代

・
わ
た
し
た
ち
の
松
代
は
戦
国
時
代

（
川
中
島
の
合
戦
の
こ
ろ
）
か
ら
の

　
し
り
よ
う
　
　
　

て
ん
り
ょ
う

ち
私
領
時
代
、
天
領
時
代
が
あ
り
ま

し
た
。

　
私
領
時
代
と
い
う
の
は
大
名
が
支

配
し
た
時
代
の
こ
と
で
、
慶
長
三
年

に
上
杉
氏
が
会
津
（
福
島
県
）
へ
移

っ
た
あ
と
豊
臣
秀
吉
の
腹
心
、
堀
氏

が
春
日
山
城
に
入
り
、
の
ち
慶
長
九

年
に
福
島
城
（
直
江
津
の
北
）
を
築

い
て
支
配
し
ま
し
た
。

　
慶
長
十
五
年
堀
氏
は
徳
川
幕
府
に

か
い
え
き

改
易
さ
れ
て
そ
の
あ
と
を
松
平
忠
輝

（
家
康
の
六
男
）
が
支
配
し
ま
す
。

と
こ
ろ
が
二
代
将
軍
兄
秀
忠
に
よ
っ

て
忠
輝
が
改
易
さ
れ
た
あ
と
は
、
越

後
国
は
小
藩
支
配
に
移
り
、
わ
が
郷

土
は
高
田
城
に
入
っ
た
酒
井
氏
、
松

平
氏
（
忠
昌
）
の
支
配
地
と
短
期
間

に
支
配
者
が
変
わ
り
ま
し
た
。

　
げ
ん
な

　
元
和
九
（
宍
一
三
）
年
か
ら
は
、
越

後
中
将
家
と
い
わ
れ
た
松
平
光
長
が

に
ゅ
う
ふ
う

入
封
し
て
か
ら
そ
の
治
世
が
長
く
、

漸
く
安
定
期
を
迎
え
る
か
に
見
え
ま

し
た
が
、
在
世
五
十
七
年
間
そ
の
晩

　
　
　
　
　
　
え
ち
　
こ
　
そ
う
ど
う

年
期
に
有
名
な
越
後
騒
動
が
起
き
て

　
　
　
　
　
　
と
り
つ
ぶ

越
後
中
将
家
は
取
潰
さ
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

　
ほ
う
れ
き

　
宝
暦
六
（
モ
五
六
）
年
の
松
代
村
指

出
明
細
帳
に
は

　
　
　
　
　
　
ろ
く
さ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て

一
、
当
村
古
来
六
斎
之
市
場
二
而
御

　
　
　
の
　
の
　
の
　
の
　
の
　
の
　
の
　
こ
　
じ
ん
　
や
も
と

　
座
候
高
田
御
領
之
節
ハ
御
陣
屋
元

　
　
て

　
二
而
松
之
山
組
中
六
拾
三
ケ
村
寄

　
合
其
次
而
二
諸
品
売
買
仕
候
二
付

　
　
　
　
は
ん
じ
ょ
う
つ
か
ま
つ
り
そ
う
り
え
ど
も

　
六
斎
市
繁
昌
仕
候
得
共
～
以
下
略

　
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
の

　
こ
の
文
中
に
高
田
御
領
の
節
と
あ

る
の
は
、
さ
き
に
書
き
ま
し
た
大
名

が
治
め
て
い
た
時
の
こ
と
を
い
っ
て

い
る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ん
ぽ
う

　
つ
ま
り
、
越
後
中
将
家
が
延
宝
八

（
エ
ハ
合
）
年
お
取
潰
し
と
な
る
ま
で

は
高
田
の
殿
様
の
支
配
地
で
、
松
代

に
は
御
陣
屋
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～

で
す
．

　
さ
て
、
こ
の
陣
屋
は
大
字
松
代
の

ど
こ
に
あ
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
人

の
話
で
は
大
正
年
代
旧
タ
バ
コ
屋
が

家
（
現
樋
口
芳
男
氏
宅
）
を
建
て
る

　
　
　
　
　
　
ほ
っ
た
て
は
し
ら

と
き
、
大
き
な
掘
立
柱
が
地
中
か
ら

出
た
と
い
い
ま
す
。
或
い
は
陣
屋
は

こ
の
辺
だ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
で
し
ん
は
し
ら

　
昔
は
、
地
震
柱
と
も
称
し
て
掘
立

柱
が
用
い
ち
れ
た
こ
と
と
、
柱
の
太

さ
を
聞
く
と
並
の
家
屋
で
は
な
か
っ

た
よ
う
に
想
像
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
松
代
で
六
斎
市
が
繁
昌
し

た
と
い
い
ま
す
が
、
市
場
は
ど
の
あ

た
り
で
開
か
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。

　
　
　
な
か
ま
ち

　
今
の
中
町
と
い
わ
れ
る
地
域
の
地

形
は
大
変
様
変
わ
り
し
て
い
る
よ
う

な
の
で
ま
だ
ま
だ
調
べ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
．

私
領
か
ら
天
領
へ

　
い
ま
町
内
各
地
で
江
戸
時
代
最
大

　
し
っ
か
い
け
ん
ち

の
悉
皆
検
地
が
行
わ
れ
た
と
き
の
、

て
ん
　
な

天
和
三
（
宍
八
三
）
年
、
検
地
帳
が
存

在
し
ま
す
が
、
こ
の
時
期
は
も
は
や
松

代
町
全
体
は
大
名
の
領
地
で
は
な
く

以
後
幕
府
が
倒
れ
る
ま
で
、
徳
川
幕

　
　
　
　
　
　
し
ぎ
ト
リ
よ
う

府
（
将
軍
）
の
直
領
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ん

　
幕
府
直
接
の
支
配
地
の
こ
と
を
天

り
ょ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ

領
と
い
い
ま
す
。
従
っ
て
将
軍
の
家

来
（
旗
本
）
が
代
官
と
し
て
江
戸
か

ら
任
地
（
代
官
所
）
へ
赴
任
し
て
治

め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
わ
た
し
た
ち
の
村
む
ら
は
、
東
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ひ

中
、
西
頸
城
三
郡
を
一
つ
に
し
た
頸

き
　
こ
お
り

城
郡
の
松
之
山
郷
と
い
わ
れ
ま
し
た

が
、
代
官
所
は
何
度
も
何
度
も
め
ま

ぐ
る
し
く
変
わ
り
ま
す
。

　
よ
し
き
　
　
　
ば
し
ょ
う
め
ん
　
　
　
か
わ
う
ら
　
　
わ
き
　
の
　
ま
ち

　
吉
木
、
馬
正
面
、
川
浦
、
脇
野
町
、

勘
実
嵯
、
茄
鷹
、
と
代
官
所
の
所
属

が
移
り
か
わ
っ
て
い
る
の
が
わ
か
り

ま
す
。

　
代
官
支
配
の
合
間
に
は
、
長
岡
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
つ
か
り
し
ょ

殿
様
や
高
田
の
殿
様
の
預
所
に
な
っ

た
り
、
一
部
が
会
津
藩
の
預
所
に
な

っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
　
（
片
桐

山
等
）代

官

　
さ
て
代
官
と
い
う
と
偉
い
高
級
武

士
か
と
思
う
と
ち
が
い
ま
す
。
な
か

に
は
異
例
も
あ
り
ま
す
が
、
せ
い
ぜ

い
何
百
石
取
り
と
い
う
旗
本
武
士
で

し
た
。

　
れ
い
た
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
ん
ぐ
わ
り
つ
け

　
令
達
文
書
の
中
で
も
年
貢
割
付
、

か
い
さ
い
し
ょ
う

皆
済
状
を
見
て
い
く
と
、
め
ま
ぐ
る

し
く
年
号
が
替
る
よ
う
に
、
代
官
も

交
替
し
て
い
ま
す
。

　
本
宅
を
江
戸
に
置
い
て
着
任
さ
せ

る
の
で
幕
府
と
し
て
も
長
期
間
滞
在

さ
せ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
ど
う
よ
う
　
き

　
幕
末
の
動
揺
期
に
な
る
と
江
戸
に

い
て
代
官
所
を
留
守
に
す
る
代
官
も

い
た
よ
う
で
す
。

　
こ
れ
ら
代
官
の
中
に
文
化
七
（
天

5
）
年
か
ら
脇
野
町
代
官
所
へ
着
任

　
　
は
く
ら
　
げ
　
き

し
た
羽
倉
外
記
と
い
う
人
物
が
い
ま
す
。

　
わ
た
し
た
ち
の
地
域
も
こ
の
人
に

よ
っ
て
支
配
さ
れ
ま
し
た
が
、
文
化

十
二
年
三
月
ま
で
代
官
を
勤
め
て
い

ま
す
。
在
任
中
ど
ん
な
善
政
を
し
た

か
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
越
後
を

去
っ
て
か
ら
の
こ
と
が
少
し
わ
か
り

ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
と
う

　
羽
倉
外
記
、
号
を
簡
堂
と
い
い
、

ら
ん
か
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
う
し

蘭
学
を
通
じ
て
新
知
識
を
学
ぶ
尚
歯

か
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
な
べ
　
か
　
さ
ん
　
　
　
え

会
の
メ
ン
バ
ー
で
、
渡
辺
華
山
、
江

か
わ
　
た
　
ろ
う
　
さ
　
え
　
も
ん
　
　
　
た
か
　
み
　
せ
ん
せ
き
　
　
　
た
か
　
の

川
太
郎
左
衛
門
、
鷹
見
泉
石
、
高
野

ち
ょ
う
え
い

長
英
等
々
と
交
際
し
て
い
る
当
時
一

級
の
知
識
人
で
あ
っ
た
こ
と
の
外
、

聖

　
　
な
ん
　
ど
か
し
ら
　
　
か
ん
し
ょ
う
き
ん
　
み
　
や
く
　
　
　
ば
つ
　
　

幕
府
納
戸
頭
、
勘
定
吟
味
役
に
抜
て

　

き
さ
れ
て
老
中
水
野
忠
邦
か
ら
も
親

任
さ
れ
天
保
改
革
に
参
画
、
内
政
改

革
に
従
事
し
て
お
り
ま
す
。

　
時
あ
た
か
も
鎖
国
の
日
本
へ
黒
船

が
出
没
し
、
国
内
で
は
経
済
の
元
を

商
業
大
資
本
に
に
ぎ
ら
れ
て
幕
府
も

諸
藩
も
窮
地
に
あ
り
ま
し
た
。
不
隠

な
世
相
を
反
映
し
て
ヤ
ク
ザ
が
横
行

　
　
　
　
　
　
は
つ
し
ゅ
う
と
り
し
ま
り
や
く

し
た
時
で
す
。
八
州
取
締
役
か
ら
聞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

き
書
き
し
た
国
定
忠
治
の
伝
記
「
赤

し
ょ
う
ろ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
こ

城
録
」
も
書
き
遺
し
て
い
ま
す
。

　
幕
府
経
済
建
直
し
の
た
め
に
立
案

し
た
上
知
令
が
、
旗
本
や
諸
藩
の
反

発
を
買
い
水
野
忠
邦
と
と
も
に
失
脚

し
ま
す
が
、
彼
の
考
え
は
人
よ
り
一

歩
進
ん
で
い
た
と
思
い
ま
す
。

　
〈
掲
載
の
絵
は
現
、
国
立
博
物
館

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
羽
倉
外
記
像
〉
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佐
藤
純
一

君

冬
期
ユ
ニ
バ
ー
シ
ア
ー
ド
に
出
場
！

　
佐
藤
純
一
君
（
専
修
大
・
千
年
、

は
ん
ぜ
ん
）
が
　
一
九
八
七
年
ユ
ニ

ノ
ー
シ
ア
ー
ド
冬
期
大
会
に
出
場
し
、

三
月
七
日
役
場
を
訪
れ
た
。

　
大
会
は
二
月
二
十
日
か
ら
二
十
八

日
ま
で
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
の
ス

ト
ラ
ブ
ス
レ
ソ
で
開
催
さ
れ
、
距
離

30

キ
ロ
競
技
で
、
佐
藤
君
は
十
八
位

（
六
十
八
人
中
）
　
1
5
キ
ロ
で
は
四

十
七
位
（
七
十
人
中
）
と
健
闘
し
た
。

ご
苦
労
さ
ま
で
し
た
。

轟

秋山町長に成績を報告する佐藤純一

会
　
小
島

都

　
今
回
、
若
者
の
U
タ
ー
ン
に
つ
い

て
の
原
稿
を
依
頼
さ
れ
た
の
に
、
僕

自
身
U
タ
ー
ン
と
い
う
も
の
に
対
し

て
の
実
感
が
な
く
途
方
に
暮
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
僕
は
都
会

で
の
生
活
で
感
じ
た
、
こ
の
町
と
都

会
の
若
者
達
の
「
生
活
、
時
間
、
文

化
」
に
対
す
る
価
値
観
の
相
違
を
書

い
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　
一
九
八
七
年
現
在
、
時
代
の
流
れ

は
『
軽
・
薄
・
短
・
小
化
』
と
い
う

波
の
中
で
加
速
度
的
に
動
い
て
い
る
。

し
か
も
、
テ
レ
ビ
や
雑
誌
等
の
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
の
中
に
お
い
て
も
、
　
『
軽

達
夫

薄
・
短
・
小
』
が
受
け
入
れ
ら
れ
、

そ
れ
は
若
者
の
文
化
に
一
番
深
く
浸

透
し
始
め
て
き
て
い
る
。

　
こ
れ
は
理
屈
で
は
な
く
、
感
覚
的

な
価
値
感
の
文
化
で
あ
り
、
情
報
化

社
会
が
生
ん
だ
副
産
物
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
問
題
な
の
は
、
都
会
と

田
舎
の
情
報
量
の
ギ
ヤ
ッ
プ
が
大
き

い
た
め
に
起
こ
る
ト
ラ
ブ
ル
で
あ
る
。

　
田
舎
の
暮
ら
し
の
中
で
は
、
ま
だ

保
守
的
な
思
想
が
根
強
い
た
め
に
若

者
達
と
大
人
達
と
の
間
に
、
摩
擦
が

あ
る
た
め
う
ま
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
が
取
れ
ず
、
文
化
が
足
踏
み
状

態
に
な
っ
て
い
る
事
も
そ
の
一
つ
だ

と
思
う
。

　
だ
か
ら
、
こ
の
町
で
暮
ら
す
人
達

一
人
一
人
が
自
分
の
殻
を
破
る
こ
と

で
、
こ
の
町
で
し
か
出
来
な
い
文
化

が
生
ま
れ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　
次
は
、
時
間
に
関
す
る
事
を
書
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
最
近
と
く
に
、
日
常
生
活
の
時
間

に
対
す
る
価
値
観
が
変
わ
っ
て
き
ま

し
た
。
会
社
や
学
校
な
ど
の
よ
う
な

団
体
の
中
で
の
時
間
よ
り
も
、
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
な
時
間
に
精
神
的
安
ら
ぎ

を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。
田
舎
で
も
そ
の
傾
向

は
見
ら
れ
始
め
て
き
た
の
で
は
な
い

で
し
よ
う
か
。
し
か
し
、
都
会
で
暮

ら
す
人
達
と
の
徹
底
的
な
違
い
は
、

時
間
の
利
用
の
し
か
た
だ
と
思
い
ま

す
。
た
と
え
ば
、
都
会
で
は
時
間
に

対
し
非
常
に
ク
ー
ル
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
の
時
間
が
自
分
に
と
っ
て

い
か
に
希
少
価
値
が
あ
る
か
を
知
っ

て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
町
で
は
、
生
ま
れ
た
時
か
ら

自
然
単
位
の
時
間
の
中
で
暮
ら
し
て

来
た
せ
い
も
あ
っ
て
、
時
間
の
流
れ

は
、
都
会
の
人
達
よ
り
も
揺
っ
た
り

と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
こ
で
も

っ
と
時
間
を
う
ま
く
利
用
す
れ
ば
、

都
会
で
は
得
ら
れ
な
い
素
敵
な
時
間

と
生
活
が
生
ま
れ
て
来
る
よ
う
な
気

が
し
ま
す
．
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　　　　　　　　ル　　　　　　易
　　　　ゑき

　　　套

慈曝
　
松
代
町
大
字
峠
（
部
落
）
、
○
○

峠
と
名
前
の
付
い
た
峠
は
多
い
で
す

が
、
峠
と
言
う
一
文
字
の
地
名
（
部

落
名
）
は
見
当
た
ら
な
い
と
思
わ
れ

ま
す
．

　
峠
部
落
は
、
松
代
町
の
最
も
西
に

位
置
し
、
大
島
村
と
隣
接
す
る
三
十

七
戸
、
百
三
十
二
人
の
住
む
小
部
落

で
す
。

　
町
役
場
か
ら
は
西
へ
約
十
キ
ロ
、

県
道
上
越
・
安
塚
・
松
之
山
線
を
室

野
、
木
和
田
原
を
経
て
大
き
く
曲
が

っ
た
道
を
登
る
と
峠
部
落
が
見
え
て

き
ま
す
。
昔
か
ら
交
通
の
難
所
で
あ

っ
た
の
で
す
。
東
頸
城
郡
東
部
の
皆

様
に
は
、
国
道
二
五
三
号
線
開
通
前
、

又
県
道
が
無
雪
道
路
に
な
る
以
前
の

冬
の
峠
は
忘
れ
る
事
の
出
来
な
い
部

落
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
真
冬
の
吹
雪

の
時
な
ど
は
、
命
が
け
で
越
し
た
経

験
を
な
さ
れ
た
人
も
お
有
り
か
と
思

わ
れ
ま
す
。
昭
和
二
十
年
代
か
ら
三

十
年
前
半
に
は
ヒ
ュ
ッ
テ
（
横
尾
好

和
経
営
）
が
大
島
境
の
尾
根
（
部
落

の
人
達
は
“
は
ぎ
た
て
”
と
呼
ぶ
）

か
ら
少
し
下
っ
た
所
に
有
り
、
公
営

の
非
難
小
屋
も
近
く
建
て
ら
れ
て
い

ま
し
た
。

町道、室野、竹所、峠線より峠部落をのぞむ

　
春
と
も
な
れ
ば
、
出
稼
ぎ
帰
り
の

人
達
が
長
い
列
を
つ
く
っ
て
部
落
を

通
過
し
て
い
き
ま
し
た
．
天
気
の
良

い
暖
か
い
日
に
は
、
は
ぎ
た
て
（
大

島
境
）
に
建
て
ら
れ
て
い
る
牧
田
音

松
翁
の
石
像
（
墓
）
の
前
に
大
き
な

荷
物
を
下
し
て
休
ん
で
居
る
人
達
も

大
勢
見
ら
れ
た
も
の
で
す
。
道
端
に

有
る
峠
小
学
校
は
東
部
の
小
中
学
校

の
先
生
方
の
休
息
場
と
な
っ
て
い
た

の
で
す
。
今
で
は
そ
の
峠
小
学
校
は

昭
和
五
十
九
年
に
室
野
小
学
校
と
統

合
し
て
奴
奈
川
小
学
校
と
成
り
、
雪

道
を
歩
い
て
通
る
人
も
全
く
無
く
な

り
ま
し
た
。

　
始
め
に
部
落
に
有
る
公
共
建
物
を

紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
旧
峠
小
学
校

体
育
館
を
地
区
公
民
館
（
四
隣
）
と

し
て
、
峠
地
区
四
ヶ
部
落
（
峠
、
木

和
田
原
、
竹
所
、
濁
）
の
公
民
館
活

動
の
中
心
に
成
っ
て
い
ま
す
。
位
置

は
バ
ス
停
留
所
（
県
道
）
の
す
ぐ
上

に
有
り
ま
す
。
集
落
開
発
セ
ン
タ
ー

部
落
総
会
を
始
め
各
種
の
会
合
に
使

用
し
て
い
る
所
で
す
。
停
留
所
か
ら

居
村
線
約
四
百
米
登
っ
て
や
や
平
た

ん
な
場
所
の
ほ
ぽ
中
程
で
す
。
峠
生

産
組
合
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー
、
部
落
の

共
同
作
業
所
で
乾
燥
機
十
六
石
形
二

機
、
十
石
型
一
機
、
も
み
タ
ン
ク
六

基
、
も
み
す
り
機
四
イ
ン
チ
型
等
で

秋
の
収
穫
期
に
は
八
六
一
俵
を
調
整

し
て
お
り
ま
す
。
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー

は
、
旧
小
学
校
を
改
造
し
て
使
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
11
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1
0
ぺ
ー
ジ
よ
り

い
ま
す
。
そ
の
他
消
防
ポ
ン
プ
置
場

農
業
資
材
倉
庫
等
で
す
。

　
他
部
落
と
一
番
違
っ
て
い
る
の
が

神
社
か
と
思
い
ま
す
。
十
二
神
社
、

諏
訪
神
社
と
祭
っ
て
有
る
の
で
す
が

社
が
石
で
部
落
の
中
程
高
い
場
所
に

二
社
並
ん
で
祭
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

こ
が
海
抜
約
三
百
九
十
米
位
で
す
。

　
部
落
の
構

成
で
す
が
、

昔
か
ら
の
本

家
、
分
家
の

家
内
制
度
で

冠
婚
葬
祭
を

行
っ
て
い
ま

す
．
行
政
関

係
で
は
部
落

委
員
を
選
出

し
、
区
長
、
農

区
長
、
班
長

で
運
営
し
、

他
の
多
く
の

部
落
と
同
じ

で
す
。

　
部
落
の
習

慣
や
行
事
等

事
と
思
い
ま
す
．

　
次
に
当
部
落
の
共
同
墓
地
が
見
晴

ら
し
の
良
い
所
に
有
り
ま
す
。
部
落

の
西
方
、
小
高
い
山
の
上
で
、
海
抜

約
四
百
米
、
大
島
村
と
の
境
で
す
。

八
月
の
お
盆
の
時
期
で
も
日
本
海
か

ら
吹
い
て
く
る
風
が
涼
し
く
、
良
く

晴
れ
た
日
に
は
北
西
に
日
本
海
、
遠

は
郡
西
部
か
ら
の
影
響
が
大
き
く
、

言
葉
（
方
言
）
も
東
部
の
各
部
落
と

違
う
の
が
多
く
聞
か
れ
ま
す
。
今
で

も
大
島
村
と
の
縁
組
が
多
い
の
で
す
。

又
宗
教
も
全
戸
が
浄
土
真
宗
（
門
徒
）

で
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
菩
提
寺
が
西
部

に
所
在
し
て
い
る
の
も
、
大
昔
か
ら

西
部
と
の
関
係
の
多
い
部
落
だ
っ
た

十十二神社と諏訪神社

く
に
能
登
半
島
が
見
ら
れ
、
西
に
は

頸
城
平
野
か
ら
、
そ
び
え
立
つ
妙
高
、

　
　
ヤ

火
打
焼
山
の
山
々
の
美
し
い
姿
が
見

え
、
そ
の
奥
に
長
野
県
の
黒
姫
、
飯

綱
、
戸
隠
が
望
ま
れ
ま
す
。

　
南
は
、
新
潟
県
と
長
野
県
の
県
境

の
山
々
が
長
く
横
た
わ
り
、
南
東
に

苗
場
山
、
谷
川
岳
と
群
馬
県
境
、
東

に
廻
っ
て
、
巻
機
山
か
ら
福
島
県
境

の
魚
沼
三
山
が
全
望
で
き
ま
す
。
東

北
に
は
犬
伏
の
権
現
様
、
遠
く
に
蒲

原
の
山
々
が
か
す
ん
で
見
え
、
見
事

な
パ
ノ
ラ
マ
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。

墓
地
か
ら
南
北
に
延
び
る
尾
根
は
東

頸
城
の
分
水
峰
に
成
っ
て
鍋
立
山
ま

で
続
い
て
い
ま
す
。
こ
の
場
所
に
墓

を
集
め
た
の
は
江
戸
時
代
末
期
か
明

治
初
め
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
峠
部
落
の
起
こ
り
（
始
ま
り
）
で

す
が
、
部
落
に
は
寺
も
無
く
、
親
氏

家
（
最
も
古
い
家
）
を
探
し
て
も
、

古
文
書
が
残
っ
て
無
い
と
の
事
で
確

か
な
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ご

老
人
達
の
話
に
よ
る
と
、
昔
か
ら
の

言
い
伝
え
で
、
戦
国
時
代
に
北
陸
（
福

井
、
石
川
）
方
面
か
ら
追
わ
れ
て
、

こ
の
地
に
住
み
つ
い
た
の
が
、
牧
田

姓
の
先
祖
と
の
こ
と
で
す
。
又
こ
の

地
に
は
、
そ
れ
以
前
に
も
集
落
が
有

り
、
寺
も
建
て
ら
れ
て
い
た
と
の
話

で
す
。
そ
の
事
を
裏
付
け
る
よ
う
に

今
も
屋
号
に
寺
田
、
墓
原
と
呼
ぶ
家

が
有
り
ま
す
。
神
社
も
そ
の
大
昔
か

ら
の
物
件
と
思
わ
れ
ま
す
。
昨
年
、

（
昭
和
六
十
一
年
）
神
社
境
内
を
農

免
道
路
が
作
ら
れ
る
為
、
神
社
庁
に

申
請
致
し
ま
し
た
所
、
明
細
書
が
届

き
次
の
事
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。

一
、
鎮
座
地
　
奴
奈
川
村
峠
七
百
四

　
　
　
　
　
　
＋
八
番
地

二
、
神
社
名
　
諏
訪
神
社

三
、
祭
神
　
建
御
名
方
命
、
大
山
祇

町道峠、香の原線より鍋立をのぞむ
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1ー
ペ
ー
ジ
よ
り

　
　
　
　
　
命

四
、
祭
儀
　
九
月
十
五
日

五
、
社
殿
石
祠
、
間
口
壱
尺
、
奥

　
　
　
　
　
行
壱
尺
五
寸

六
、
由
緒
　
創
立
年
月
日
、
不
詳

　
　
　
　
　
明
応
年
度
の
由

1
、
慶
長
四
年
五
月
、
郡
奉
行
へ
提

　
　
出
の
御
内
御
由
緒
書
上
帳
に
記

　
　
載
さ
る
．

　
、23

　、
4
　、

5
　、

6
　、

7
　、

8
　、

　
明
細
書
で
は
、

大
山
祇
命
を
合
祠
、

地
を
無
償
払
下
げ
を
受
け
て
居
る
の

で
す
が
、

一
氏
が
神
社
を
合
祠
し
た
時
の
事
を

覚
え
て
い
る
と
の
事
で
書
い
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
「
峠
部
落
の
鎮
守
様
は
十
二
神
社

で
、
昔
峠
へ
本
家
（
屋
号
お
や
じ
）

天
和
二
年
、
真
田
伊
豆
守
検
地

の
際
、
古
来
の
通
り
際
地
。

宝
暦
九
年
十
月
、
川
浦
代
官
御

尋
に
付
、
調
査
書
類
提
出
。

明
治
二
年
、
柏
崎
民
政
局
へ
神

号
由
緒
書
上
帳
提
出
。

明
治
十
四
年
二
月
、
官
有
境
内

地
を
無
償
払
下
を
受
く
。

明
治
十
四
年
六
月
、
大
山
祇
命

ち
合
．

明
治
十
六
年
、
神
社
明
細
帳
作

製
、
県
並
に
郡
役
所
に
提
出
。

昭
和
二
十
一
年
六
月
二
十
日
、

宗
教
法
人
令
に
よ
る
神
社
本
庁

所
属
届
出
．

　
　
　
　
　
明
治
十
四
年
六
月

　
　
　
　
　
　
同
じ
年
に
境
内

　
　
部
落
の
最
年
長
の
牧
田
栄

の
先
祖
が
越
中
か
ら
真
宗
一
揆
で
逃

げ
て
来
た
と
き
、
御
寺
は
中
頸
城
郡

板
倉
町
に
と
ど
ま
り
又
追
わ
れ
た
ら

逃
げ
て
入
る
の
に
と
峠
ま
で
来
た
。

　
そ
の
時
の
峠
は
先
住
者
が
在
っ
た

土
地
だ
っ
た
が
、
ど
う
し
た
訳
か
全

部
絶
え
て
御
寺
跡
墓
場
等
在
っ
た
が

現
在
の
屋
号
中
林
の
高
い
所
に
鎮
守

様
在
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
で
長
老
の

話
で
は
鎮
守
が
先
だ
か
重
兵
右
衛
が

先
だ
か
と
言
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
重

兵
右
衛
と
は
本
家
の
御
寺
と
一
緒
に

逃
げ
て
来
た
人
で
あ
る
。
そ
れ
で
、

明
治
四
十
四
年
に
現
在
位
置
の
諏
訪

神
社
の
祠
と
並
べ
て
、
祭
祀
ま
で
は

中
林
宅
の
下
の
道

路
の
両
側
に
祭
礼

の
祭
の
幟
を
建
て

御
宮
の
昇
り
口
に

は
朱
塗
り
の
鳥
居

が
あ
っ
た
。
御
宮

の
境
内
に
は
周
囲

四
米
以
上
も
あ
る

杉
の
木
が
あ
っ
た

が
、
明
治
四
＋
四

年
に
松
代
の
宮
沢

神
主
さ
ん
の
孫
御

じ
い
さ
ん
の
祭
主

で
、
夏
の
夜
だ
っ

た
が
神
主
さ
ん
四

　　　　灘

手
づ
く
り
基
盤
整
備

　
　
　
　
農
道
コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装

人
ほ
ど
御
出
で
に
な

っ
て
宮
送
り
を
し
た
。

御
宮
の
木
は
牧
田
長

吉
さ
ん
の
父
親
が
材

木
屋
へ
幹
施
し
て
売

っ
て
も
ら
っ
た
ら
伐

採
し
た
木
の
中
か
ら

昔
の
人
の
願
掛
け
の

も
の
だ
と
思
わ
れ
る

金
の
杭
が
出
た
と
の

話
だ
っ
た
．
」

　
神
社
明
細
書
に
記

載
さ
れ
て
い
る
合
祠

年
月
日
を
牧
田
栄
一

氏
の
八
才
の
時
、
見

て
覚
え
て
い
る
合
祠

の
年
月
日
の
違
い
は
、

昭
和
二
十
一
年
に
神

社
本
庁
へ
届
け
出
す

転
作
大
豆
で

　
　
自
家
製
み
そ
作
り

共
同
利
用
生
産
施
設
と
し
て

　
ト
ラ
ク
タ
ー
4
台
が
購
入
さ
れ
た
。

時
に
何
等
か
の
間
違
い
が
有
っ
た
か

と
思
い
ま
す
。

　
当
部
落
の
現
在
の
状
況
に
つ
い
て

終
戦
直
後
の
昭
和
二
十
五
年
当
時
は

約
六
十
五
戸
（
当
時
は
流
動
的
で
は

っ
き
り
し
な
い
）
で
し
た
が
、
三
十

六
年
経
た
今
で
は
三
十
七
戸
に
減
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
後
も
分
り
ま

せ
ん
が
今
は
全
戸
で
頑
張
っ
て
い
ま

す
。　

一
種
兼
農
二
十
四
戸
、
二
種
兼
農

六
戸
、
大
工
二
戸
、
商
業
一
戸
、
会

社
員
一
戸
、
そ
の
他
三
戸
。
耕
作
面

積
田
四
四
・
五
〇
ア
ー
ル
（
六
十
一

年
共
済
面
積
）
玄
米
農
協
売
り
渡
数

六
千
七
百
二
十
袋
（
ま
つ
だ
い
農
協

　
　
　
　
の
約
一
割
）
。
一
種
兼
業

農
家
の
平
均
耕
作
面
積
が

二
町
歩
以
上
（
実
面
積
）
、

山
村
で
こ
れ
だ
け
の
面
積

を
耕
作
で
き
る
の
は
、
先

輩
の
皆
様
方
の
早
く
か
ら

部
落
事
業
で
農
道
作
り
を

し
て
く
れ
た
事
か
と
思
い

ま
す
。
ほ
場
は
棚
田
で
す

が
、
耕
作
整
理
は
自
力
で

行
っ
て
現
在
は
ト
ラ
ク
タ

ー
、
コ
ン
バ
イ
ン
の
大
中

機
械
が
ほ
と
ん
ど
使
え
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

田
植
は
、
約
九
九
パ
ー
セ

ン
ト
が
機
械
植
え
（
苗
は
、

約
八
○
パ
ー
セ
ン
ト
が
中

苗
）
、
稲
刈
り
は
、
約
七
〇

　
　
　
　
1
3
ぺ
ー
ジ
ヘ
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腱
ぺ
ー
ジ
よ
り

パ
ー
セ
ン
ト
が
コ
ン
バ
イ
ン
、
残
り

は
生
ご
き
ハ
ー
ベ
ス
タ
ー
作
業
で
行

う
の
で
、
近
年
で
は
、
は
せ
稲
が
ほ

と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

（
部
落
内
の
中
大
型
機
械
の
保
有
台

数
、
四
条
田
植
機
約
十
台
、
ト
ラ
ク

タ
ー
八
台
、
コ
ン
バ
イ
ン
十
五
台
、

昭
和
六
十
一
年
秋
現
在
。
）

　
最
近
の
部
落
内
の
主
な
事
業
。
昭

和
五
十
八
年
か
ら
三
年
間
、
山
村
農

業
活
性
化
、
　
（
産
業
）
事
業
内
容
、

ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー
、
ト
ラ
ク
タ
ー
四

台
、
農
産
物
加
工
施
設
、
農
道
舗

装
、
手
作
り
基
盤
整
備
、
干
害
用
た

め
池
、
等
で
事
業
費
三
千
三
百
五
十

四
万
円
。
昭
和
六
十
、
六
十
一
年
町

道
入
山
線
（
居
村
）
、
昭
和
六
十
年

冬
季
部
落
駐
車
場
、
克
雪
用
ブ
ル
ド

ー
ザ
配
置
、
昭
和
六
十
一
年
か
ら
農

免
道
路
鍋
立
線
（
峠
”
木
和
田
原
間

約
四
千
米
、
工
事
期
間
六
年
間
位
）

六
十
一
年
は
部
落
内
約
五
百
米
。

　
以
上
で
私
の
知
る
限
り
の
峠
部
落

を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

不
慣
れ
な
者
で
取
り
と
め
の
な
い
文

で
し
た
。
又
数
字
や
年
代
で
誤
り
が

あ
り
ま
し
た
ら
お
許
し
下
さ
い
。

・
畠
一
認
7
畠
3
冒
・
昌
3
冒
・
呂
器
一
？
畠
一
3
マ
呂
3
冒
・
昌
3
一
7
3
＝
一
7
品
3
一
7
・
＝
一
一
マ
昌
3
冒
・
呂
一
一
一
7
亀
－
－
騨
亨
呂
一
一
一
7
呂
一
一
一
7
昌
一
－
6
マ
・
－
一
一
写
乙
＝
3
7
昌
一
一
一
7
畠
一
＝
7
畠
器
一
ー
ム
一
3
一
7
畠
一
3
望
畠
一
＝
㌘
盆
3
冒
・
昌
3
一
，
ム
6
富
一
7
呂
一
一
一
マ
8
一
＝
7

　
　
三
十
九
部
落
紹
介
終
わ
る
！

三
＝
一
3
・
昌
一
＝
署
ム
ー
3
瞬
0
孟
一
3
層
7
盆
一
一
一
7
轟
一
＝
7
3
一
一
一
マ
畠
＝
冒
・
晶
一
3
一
7
昌
富
一
7
畠
一
一
3
7
盆
一
一
一
冒
・
昌
3
零
・
昌
一
一
3
マ
昌
一
椰
一
7
昌
一
一
霊
・
昌
薗
一
一
7
畠
一
一
3
7
畠
一
一
一
マ
畠
一
一
＝
・
畠
＝
詔
マ
轟
－
一
響
ム
＝
一
3
ム
騨
一
＝
マ
畠
＝
一
7
畠
一
一
霊
轟
3
一
冒
ム
一
一
＝
曹
ム
3
一
3

　
昭
和
五
十
八
年
五
月
号
よ
り
シ
リ
　
　
り
ま
し
た
。

ー
ズ
で
掲
載
い
た
し
ま
し
た
、
部
落
　
　
　
御
協
力
、
大
変
有
り
難
う
ご
ざ

紹
介
も
今
月
号
で
全
部
落
紹
介
と
な
　
　
い
ま
し
た
。

消雪日は何日頃？

◎昭和57年（消雪日

　　　　　昭和58年4月25日）

　　（降雪量累計1，126cm

　　積雪量　 221cm

　　　　　　　3月10日現在）

◎昭和61年（消雪日

　　’昭和62年4月20日±5日？）

　　（降雪量累計1，005cm

　　積雪量　 183cm

　　　　　　　3月10日現在）

〔役場裏調べ〕

…
春
…

ゆ
ヤ
　
　
ヤ

カ党一
＝
一
口
」

　
「
青
春
ま
っ
た
だ
中
」
と

か
「
青
春
ま
る
か
じ
り
」
と

い
っ
た
表
現
が
あ
り
ま
す
。

人
生
の
春
に
当
た
る
若
い
時

…
童
目
…
代
を
指
す
「
青
春
」
は
、
何

　
　
　
で
も
な
い
言
葉
の
よ
う
で
す

　
　
実
は
遠
く
中
国
の
「
陰
陽
五
行

　
　
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
中
国
で
は
古
来
、
万
物
は
陰
と
陽

の
二
気
に
よ
っ
て
生
じ
、
五
行
（
木
・

火
・
土
・
金
・
水
）
と
い
う
元
素
か

ら
成
る
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

木
と
火
は
陽
、
金
と
水
は
陰
に
属
し
、

土
は
そ
の
中
間
に
あ
る
と
さ

れ
た
の
で
す
。

　
　
　
で
は
　
　
　
　
　
　

北
・
中
が
、
木
・
火
・
金
・
鰹

水
・
土
に
当
た
り
ま
す
。
季

節
で
い
え
ば
、
春
・
夏
・
秋
・
冬
・

土
用
、
色
で
い
え
ば
青
・
朱
・
白
・

く
ろ玄

・
黄
と
な
る
わ
け
で
す
。

　
四
季
の
異
称
は
春
が
青
と
結
ぶ
「
青

春
」
で
、
あ
と
は
「
朱
夏
」
「
白
秋
」

「
玄
冬
」
。
北
原
白
秋
の
号
も
、
こ

れ
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

　
相
撲
の
四
本
柱
の
方
角
と
色
も
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
じ
ゃ
く

じ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
青
竜
・
朱
雀
・

び
ゃ
っ
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
じ
ん

白
虎
・
玄
武
の
四
神
が
配
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

　
た
し
か
に
、
春
は
木
々
が
青
く
な

る
季
節
で
す
が
、
　
「
青
春
」
に
は
そ

れ
だ
け
で
な
く
、
古
代
中
国
の
思
想

が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
　
統
一
地
方
選
挙

　
昭
和
二
十
二
年
以
来
、
四
年
に
一

度
の
統
一
地
方
選
挙
は
、
今
回
が
十

一
回
目
。
三
月
二
十
三
日
の
都
道
府

県
知
事
選
の
告
示
で
幕
を
開
け
、
四

月
十
二
日
投
票
の
前
半
戦
は
、
北
海

道
、
東
京
、
大
阪
、
福
岡
な
ど
十
三

都
道
府
県
知
事
選
の
ほ
か
、
東
京
、

茨
城
、
沖
縄
を
除
く
四
十
四
道
府
県

議
選
、
さ
ら
に
政
令
指
定
都
市
で
は

札
幌
、
川
崎
の
二
市
長
選
、
北
九
州

を
除
く
九
市
議
選
の
投
票
が
行
わ
れ

　
　
　
ま
す
。

　
　
　
　
四
月
二
十
六
日
投
票
の
後

　
　
　
半
戦
で
は
、
青
森
、
宇
都
宮
、

　
ノ

　
編
　
浦
和
、
甲
府
な
ど
十
一
の
県

か

齢
　
　
庁
所
在
地
を
含
む
［
般
市
長

選
と
市
議
選
、
町
村
長
選
、
町
村
議

選
が
一
斉
に
行
わ
れ
ま
す
。
東
京
特

別
区
の
区
長
、
区
議
選
も
同
時
に
投

票
さ
れ
ま
す
。

　
三
月
か
ら
五
月
の
間
に
任
期
満
了

を
迎
え
る
地
方
団
体
の
首
長
、
議
会

議
員
（
都
道
府
県
、
政
令
指
定
都
市

関
係
を
除
く
）
は
、
今
年
初
め
現
在
舟

｝
般
市
長
百
三
十
三
、
市
議
会
議
員

三
百
八
十
八
、
町
村
長
七
百
七
、
町

村
議
会
議
員
千
二
百
九
十
五
、
東
京

区
長
十
七
、
区
議
会
議
員
二
十
三
。

こ
れ
ら
の
選
挙
を
四
月
に
統
一
し
て

行
う
の
で
、
高
投
票
率
が
期
待
さ
れ

ま
す
。

鱗腰鰺熱癒聡麗叢燧聡撚燧聡翼叢聡贋蕊羅羅撚壊叢纒贋翼叢藁聡翼贋聡翼叢燧脳腿難燧贋聡榔曝脳獅総撚濯



こうほう・まつだい（62．3月号）1”ll”II“1””llll”Il”Ill”llIllll”IIll””III”III”IIll”II“II”II””IIIllIll”1”IIl”illll”II””II”II”Illl”IIll”””lll”III””II“114

　
安
塚
署
松
代
幹
部
派
出
所
の
松
永

洗
所
長
さ
ん
は
、
昨
年
三
月
に
松
代

に
赴
任
し
て
以
来
、
勤
務
の
合
間
を

ぬ
っ
て
町
内
の
野
鳥
の
観
察
を
し
て

こ
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
五
十
六
種

類
の
野
鳥
の
生
息
を
確
認
、
野
鳥
の

宝
庫
と
し
て
知
ら
れ
る
隣
の
松
之
山

町
に
負
け
な
い
く
ら
い
で
、
中
で
も

美
し
い
さ
え
ず
り
で
春
を
お
う
歌
す

る
ノ
ジ
コ
が
比
較
的
多
い
と
の
話
で

あ
る
。

　
今
年
一
月
よ
り
月
一
回
の
目
標
で

「
松
代
の
野
鳥
だ
よ
り
」
を
発
刊
さ

れ
て
い
る
。

　
所
長
さ
ん
は
、
小
学
校
の
三
年
の

時
か
ら
野
鳥
の
観
察
を
続
け
て
い
る

超
ベ
テ
ラ
ン
で
、
四
十
年
か
ら
日
本

野
鳥
の
会
、
四
十
五
年
か
ら
日
本
鳥

学
会
、
六
十
年
か
ら
日
本
鳥
類
標
識

学
会
の
そ
れ
ぞ
れ
会
員
と
し
て
活
躍

　
　
　
　
　
墜
齢

を
続
け
て
い
る
。

　
「
野
鳥
の
観
察
は
、
子
供
た
ち
の

情
操
教
育
に
大
き
な
効
果
が
あ
る
の

で
学
校
の
先
生
方
に
も
参
考
に
し
て

い
た
だ
き
た
い
。
」
と
張
り
切
っ
て

お
ら
れ
る
。

　
広
報
ま
つ
だ
い
で
は
、
今
月
号
よ

り
シ
リ
ー
ズ
で
「
松
代
町
の
野
鳥
」

を
連
載
し
ま
す
。

　
　
＊
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
＊

　
こ
の
た
び
、
　
「
広
報
ま
つ
だ
い
」

に
、
松
代
町
に
棲
息
し
観
察
さ
れ
る

野
鳥
に
つ
い
て
連
載
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　
松
代
町
の
一
人
で
も
多
く
の
人
に

野
鳥
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
一

回
で
も
、
一
種
類
で
も
多
く
連
載
し

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
鳥
類
（
野
鳥
）
は
、
全
世
界
に
約

八
五
八
○
種
、
日
本
に
約
五
三
〇
種
、

蒲生（小池）の夫婦池
　　　写真提供　高橋多一郎氏（莇平）

新
潟
県
に
約
三
四
二
種
、
私
達

が
住
む
松
代
町
に
は
、
昭
和
三

九
年
松
代
町
愛
鳥
ク
ラ
ブ
野
鳥

調
査
部
が
発
行
し
た
、
　
「
松
代

町
の
野
鳥
」
に
よ
れ
ば
、
八
三

種
が
確
認
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

私
が
松
代
町
に
赴
任
し
て
五
六

種
を
確
認
し
、
松
之
山
町
に
負

け
な
い
く
ら
い
の
野
鳥
の
宝
庫

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
野
鳥
の
中
か
ら
、原色日本鳥類図鑑より

順
次
一
～
二
種
づ
つ
、
生
態
、
形
態

な
ど
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

◎
ノ
ジ
コ

　
ス
ズ
メ
目
ホ
オ
ジ
ロ
科
に
分
類
さ

れ
る
こ
の
鳥
は
、
全
長
一
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
、
ス
ズ
メ
よ
り
や
や
小
さ

く
、
腹
部
が
黄
色
、
背
部
も
黄
色
味

を
帯
び
た
灰
緑
色
に
褐
色
の
斑
点
が

あ
り
、
目
の
縁
に
白
色
輪
の
あ
る
、

か
わ
い
ら
し
い
鳥
で
す
。
姿
は
あ
ま

り
目
立
っ
た
色
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

サ
エ
ズ
リ
は
、

　
チ
ョ
ー
チ
ィ
チ
ー
チ
ー
チ
ョ
チ
リ

　
リ
リ
ピ
ョ
チ
ー

と
複
雑
な
鳴
き
方
で
す
が
、
一
度
聞

く
と
わ
す
れ
ら
れ
な
い
声
で
す
。
地

鳴
き
は
、
チ
ィ
ッ
と
一
声
鳴
く
だ
け

で
す
。
雪
ぎ
え
と
同
時
位
に
南
方
か

ら
渡
っ
て
来
て
、
繁
殖
し
ま
す
が
、

巣
は
、
低
い
木
の
枝
に
、
外
側
に
は

枯
草
を
使
い
、
内
側
に
細
根
、
枯
草

の
細
茎
を
使
っ
て
作
り
、
卵
は
三
～

五
個
、
普
通
は
四
個
を
生
み
抱
卵
し

雛
を
育
て
ま
す
。
餌
は
、
春
夏
は
主

に
昆
虫
食
で
、
秋
冬
は
主
に
雑
草
の

種
子
を
食
べ
て
い
ま
す
。

　
一
九
七
八
年
（
昭
和
五
五
年
）
に

実
施
さ
れ
た
「
緑
の
国
勢
調
査
」
（
鳥

類
繁
殖
地
図
調
査
）
に
よ
る
と
、
こ

の
鳥
は
、
青
森
、
福
島
、
神
奈
川
、

山
梨
、
静
岡
、
長
野
、
新
潟
の
各
県

で
棲
息
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
が
、
繁

殖
は
、
新
潟
県
南
部
か
ら
長
野
、
富

士
山
周
辺
の
み
で
、
非
常
に
棲
息
分

布
が
局
地
的
な
鳥
で
、
生
活
環
境
が

限
ら
れ
た
鳥
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　
新
潟
県
内
で
は
、
上
越
、
中
越
地

方
に
多
く
、
新
潟
周
辺
、
下
越
、
佐

渡
は
棲
息
が
確
認
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
最
近
佐
渡
、
粟
島
で

確
認
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
飛
び
地
的

に
岩
船
郡
に
棲
息
の
確
認
が
あ
り
ま

す
が
、
分
布
は
局
地
的
で
す
。
そ
の

中
で
も
、
松
代
町
に
は
多
く
棲
息
し

個
体
密
度
も
多
く
、
優
占
度
は
高
く

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

前
に
も
書
き
ま
し
た
「
緑
の
国
勢
調

査
」
時
に
は
、
松
代
町
に
は
繁
殖
の

確
認
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ

の
後
新
潟
県
野
生
鳥
獣
生
態
研
究
会

発
行
の
、
新
潟
県
鳥
類
目
録
で
は
、

東
頸
城
郡
内
が
、
県
内
で
も
多
く
、

特
に
松
代
、
松
之
山
方
面
に
多
く
繁

殖
し
て
い
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
こ
れ
も
最
近
の
バ
ー
ド
ウ

オ
ッ
チ
ン
グ
ブ
ー
ム
で
、
バ
ー
ド
ウ

ォ
ッ
チ
ャ
ー
が
増
え
た
成
果
と
思
い

ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
し
な

　
昭
和
三
六
年
か
ら
、
山
階
鳥
類
研

究
所
（
国
内
で
最
高
の
鳥
類
研
究
機

関
）
が
当
時
の
農
林
省
（
現
農
水
省
）

か
ら
依
託
さ
れ
、
本
格
的
に
始
ま
っ

た
標
識
調
査
（
野
鳥
を
捕
獲
し
、
数

字
の
刻
印
さ
れ
た
軽
合
金
製
の
足
輪

を
付
し
放
鳥
し
渡
り
の
経
路
、
寿
命

等
を
調
査
す
る
こ
と
）
で
捕
獲
放
鳥

さ
れ
た
ノ
ジ
コ
は
、
昭
和
六
〇
年
ま

で
の
二
四
年
間
で
、
一
一
五
三
羽
と

な
っ
て
お
り
、
こ
の
中
の
一
羽
が
六

年
と
一
ヶ
月
以
上
生
き
て
い
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。
今
後
松
代
町
で

も
、
標
識
調
査
を
す
る
こ
と
に
よ
り

松
代
町
に
棲
む
ノ
ジ
コ
が
ど
こ
に
渡

る
の
か
、
ど
ん
な
生
活
を
し
て
い
る

の
か
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の

ノ
ジ
コ
だ
け
で
な
く
、
生
態
の
わ
か

っ
た
日
本
の
鳥
類
は
全
体
の
約
一
〇

％
に
満
た
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

身
近
な
ス
ズ
メ
、
カ
ラ
ス
で
も
未
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
5
ペ
ー
ジ
ヘ
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1
4
ぺ
匿
ジ
よ
り

の
部
分
が
多
い
の
で
す
。
し
か
し
今

後
若
い
研
究
者
が
多
く
な
り
、
順
次

生
態
が
明
ら
か
に
な
る
鳥
も
多
く
な

る
と
思
い
ま
す
。
自
然
豊
か
な
松
代

町
か
ら
、
次
代
を
に
な
う
若
い
鳥
類

研
究
者
が
出
る
こ
と
を
希
望
し
て
い

ま
す
。
昭
和
五
〇
年
に
出
版
さ
れ
た

「
上
越
の
野
鳥
」
と
い
う
本
に
、
「
ノ

ジ
コ
」
を
松
代
町
の
鳥
と
し
て
指
定

さ
れ
て
い
る
と
記
載
さ
れ
て
お
り
ま

す
が
、
現
在
ま
で
、
町
の
鳥
の
指
定

は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
　
「
ノ
ジ
コ
」

を
松
代
町
の
鳥
と
し
て
指
定
し
、
「
ノ

ジ
コ
」
が
棲
む
草
地
、
雑
木
林
（
ブ

ナ
、
ナ
ラ
の
林
）
を
残
し
、
「
ノ
ジ
コ
の

棲
む
町
」
と
し
て
、
自
然
を
生
か
し

た
町
作
り
を
し
て
、
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ

チ
ャ
ー
を
都
会
か
ら
招
き
、
研
究
施

設
を
作
る
こ
と
も
、
活
性
化
の
一
方

法
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
も
う
す
ぐ
、
ブ
ナ
も
芽
ぶ
き
、
南

か
ら
、
ノ
ジ
コ
、
ツ
バ
メ
な
ど
の
野

鳥
が
渡
っ
て
来
て
に
ぎ
や
か
に
な
り

ま
す
。
松
代
城
の
登
り
口
付
近
の
草

地
で
、
ノ
ジ
コ
の
サ
エ
ズ
リ
を
聞
く

の
も
、
楽
し
い
こ
と
で
す
。

㈱
標
識
調
査
を
行
う
に
は
、
環
境
庁

長
官
か
ら
捕
獲
許
可
を
受
け
る
こ
と

が
必
要
で
す
．

面、胴、コテ、道具をつける。シャンと、からだがひきしまる

　
面
、
胴
、
コ
テ
、
道
具
を
つ
け
る
、

シ
ャ
ン
と
か
ら
だ
が
、
ひ
き
し
ま
る

ぐ
ん
と
　
か
ら
だ
が
　
は
り
き
る

　
　
一
礼
し
て
竹
刀
を
に
ぎ
る

ピ
ー
ン
と
し
た
も
の
が
、
髪
の
毛
の

先
か
ら
　
足
の
指
の
爪
に
ま
で
伝
わ

〃
”

〃
●

り
始
め
た
ら
や
り
ぬ
き
な
さ
い
」
と
。

　
ひ
ろ
げ
た
掌
の
竹
刀
だ
こ
を
静
か

に
な
ぜ
、
苦
し
さ
を
の
り
こ
え
た
よ

ろ
こ
び
を
か
み
し
め
、
悔
な
き
少
年

の
日
の
し
る
し
に
し
た
い
と
結
ん
で

い
ま
す
。

”
た
《
ま
し
《

〃
”
　
強
“
瀞
身
を

〃
っ
て
行
く
　
…
…
中
略
…
…

　
声
の
か
た
ま
り
と
い
っ
し
ょ
に

相
手
に
向
か
っ
て
　
突
進
す
る

も
う
何
も
な
い
　
ほ
か
に
何
も
な
い

雑
念
は
な
い
　
　
あ
る
の
は

透
き
通
っ
た
キ
モ
チ
だ
け
だ

　
詩
人
サ
ト
ウ
・
ハ
チ
ロ
ー
氏
の

「
剣
道
に
学
ぶ
」
の
詩
の
書
き
出
し

で
す
。
遺
憶
な
く
剣
道
の
真
髄
が
織

り
こ
ま
れ
た
詩
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
…
…
（
詩
は
さ
ら
に
続
く
）

稽
古
を
終
え
て
　
又
一
礼
す
る

礼
に
始
ま
り
　
礼
に
終
る

い
い
言
葉
だ
、
好
き
な
言
葉
だ
…
…

…
…
す
っ
き
り
し
た
頭
が
あ
る

さ
っ
ぱ
り
と
し
た
心
が
あ
る
　
ひ
と

つ
の
こ
と
に
集
中
し
た
お
か
げ
だ

こ
こ
で
竹
刀
に
あ
り
が
と
う
を
く
り

か
え
す
　
　
…
…
以
下
要
約
…
…

　
汗
ば
ん
だ
稽
古
衣
を
ぬ
ぎ
、
そ
の

糸
に
母
の
言
葉
を
思
い
出
す
。
　
「
や

　　　　　∫
　　　　剣
　　　道
　　教
　室
！

〃〃〃〃〃〃〃●●　　●●　　●●　　●●　　●●　　●●　　●●

　
心
身
の
鍛
錬
を

通
し
て
の
人
づ
く

り
を
め
ざ
す
剣
道

の
理
念
を
、
み
ご

と
詠
ま
れ
た
味
わ

い
深
い
詩
で
す
．

　
打
ち
合
い
の
上

手
下
手
、
勝
敗
の

み
を
云
々
し
す
ぎ

る
人
が
多
い
よ
う

で
す
が
、
そ
れ
は

正
し
い
剣
道
の
あ

り
方
で
は
あ
り
ま

せ
ん
．

　
剣
道
教
室
で
は
、

ま
ず
正
し
く
座
る

こ
と
、
礼
を
す
る

こ
と
な
ど
の
礼
法

か
ら
始
ま
り
ま
す
。

腹
の
底
か
ら
大
き

な
声
を
出
す
練
習
、

竹
刀
を
持
ち
防
具
を
つ
け
、
待
望
の

面
を
つ
け
る
頃
の
目
の
輝
き
、
た
く

ま
し
く
根
性
の
あ
る
顔
が
見
ら
れ
ま

す
。　

対
外
試
合
の
経
験
、
昇
級
、
昇
段

審
査
も
大
き
な
励
み
に
な
り
ま
す
。

有
段
者
も
多
数
出
て
き
ま
し
た
。

　
す
べ
て
の
事
に
礼
を
守
り
、
愛
と

感
謝
を
忘
れ
ず
、
楽
し
い
仲
間
づ
く

り
の
中
で
、
強
い
意
志
と
身
体
を
も

っ
た
立
派
な
少
年
を
、
皆
さ
ん
と
と

も
に
育
て
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。一礼して竹刀をにぎる……ピーンとしたものが……。
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ス
　　ンザ顧で半

ノく営町　
よ
う
や
く
山
肌
に
草
花
の
芽
吹
く

時
節
と
な
り
、
町
営
メ
ロ
デ
ィ
バ
ス

運
行
開
始
よ
り
五
ヶ
月
経
過
い
た
し

ま
し
た
。
そ
の
間
、
沿
線
地
域
の
皆

様
の
御
愛
顧
で
延
八
、
二
四
六
人
（
一

回
平
均
M
人
）
の
方
々
よ
り
御
利
用

い
た
だ
き
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
マ
イ
バ
ス
、
お
ら
が
町

の
バ
ス
と
し
て
通
学
、
通
院
、
お
買

物
な
ど
よ
り
多
く
の
方
々
が
御
利
用

下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

W
十
爪
Ψ
曇
爪
Ψ
曇
爪
y
爪
W
ホ
Ψ
爪
y
爪
Ψ
十
爪
Ψ
爪
米
W
壬
爪
W
ユ
畠
爪
y
爪
米
W
十
爪

4
月
1
日
よ
り
ダ
イ
ヤ
改
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
W
十
爪
W
＋
爪
米
W
＋
爪
W
＋
爪
Ψ
＋
爪
Ψ
＋
爪
×
米
Ψ
爪
W
禾
Ψ
爪
y
爪
W
＋
爪
米

　
四
月
一
日
よ
り
町
営
メ
ロ
デ
ィ
バ

ス
を
夏
期
ダ
イ
ヤ
で
運
行
い
た
し
ま

す
。
⑭
あ
十
日
町
線
が
増
便
さ
れ
ま

す
の
で
連
絡
の
た
め
午
後
の
ダ
イ
ヤ

が
一
部
変
更
に
な
り
ま
す
。
時
刻
表

を
よ
く
御
覧
下
さ
い
。

　
町
営
バ
ス
に
関
す
る
御
意
見
、
御

要
望
は
、
松
代
町
役
場
総
務
課
ま
で

お
気
軽
に
御
一
報
下
さ
い
。
お
待
ち

い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
盈
七
－
二
二
二
〇

家
庭
に
一
冊
回
数
券

　
、
使
っ
て
お
得
な
定
期
券

暮
ら
し
の
中
の

　
　
マ
ー
ク

　
デ
パ
ー
ト
や
薬
局
で
見
か
け
る
小

麦
胚
芽
油
や
ビ
タ
、
、
・
ン
C
含
有
食
品
、

ク
ロ
レ
ラ
な
ど
の
健
康
食
品
。
　
「
栄

養
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
」
　
「
体
で

つ
く
れ
な
い
栄
養
素
を
と
る
」
な
ど

の
理
由
か
ら
、
人
気
が
高
ま
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
健
康
食
品
に
は
い

ま
ま
で
こ
れ
と
い
っ
た
基
準
が
な
く
、

そ
れ
ら
を
食
べ
て
「
下
痢
を
し
た
」

「
し
っ
し
ん
が
で
き
た
」
な
ど
の
苦

情
や
ト
ラ
ブ
ル
が
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
苦
情
や
ト
ラ

ブ
ル
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
飼
日
本

健
康
食
品
協
会
で
は
、
厚
生
省
の
指

導
の
も
と
に
、
J
H
F
A
（
』
碧
睾

＝
㊦
巴
子
閃
o
o
島
ω
＞
ω
ω
0
9
餌
二
〇
＝
”
－
剛

記
協
会
の
英
字
表
記
の
略
）
マ
ー
ク

を
制
定
し
、
健
康
食
品
の
安
全
や
品

質
を
保
証
し
て
い
ま
す
。

十
二
品
目
に

　
　
規
格
基
準
を
設
け
る

　
爾
日
本
健
康
食
品
協
会
で
は
、
特

に
市
場
に
た
く
さ
ん
出
回
っ
て
い
る

健
康
食
品
十
二
品
目
（
マ
ー
ク
の
対

象
品
目
参
照
）
に
つ
い
て
製
品
規
格
、

製
造
、
加
工
、
表
示
の
基
準
と
い
っ
た

規
格
基
準
を
設
け
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
い
わ
ば
健
康
食
品
の
見
張
り
役
。

　
こ
の
基
準
は
食
品
衛
生
法
、
栄
養

改
善
法
、
薬
事
法
、
景
品
表
示
法
な

ど
を
踏
ま
え
、
飼
日
本
健
康
食
品
協

健康食品の

2役

会
が
組
織
し
た
専
門
委
員
会
で
検
討

さ
れ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
こ
の
マ
ー
ク
を
つ
け
る
た
め
に
は

爾
日
本
健
康
食
品
協
会
に
書
類
を
申

請
し
、
厚
生
大
臣
指
定
の
分
析
機
関

で
検
査
を
受
け
、
規
格
基
準
に
あ
っ

て
い
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
受
け
、

合
格
し
た
も
の
だ
け
に
、
J
H
F
A

マ
ー
ク
が
つ
け
ら
れ
、
市
販
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　》HFイ

窓唐康食品噛欝

　小麦はい芽油、大麦

はい芽油、米はい芽油、

はと麦はい芽油、ビタ

ミンE含有植物油、ビ

タミンC含有食品、酵

母食品、食物繊維加工

食品、エイコサペンタ

エン酸（EPA）含有
精製魚油加工食品、ク

ロレラ、スピルリナ、

オタネニンジン根加工

食品の12品目。

　
必
要
事
項
の
［
括
表
示
で

　
　
　
特
徴
が
一
目
で
わ
か
る

　
J
H
F
A
マ
ー
ク
の
つ
い
て
い
る

健
康
食
品
に
は
、
消
費
者
に
そ
の
特

徴
が
分
か
る
よ
う
に
必
要
事
項
が
一

括
し
て
表
示
し
て
あ
り
ま
す
。

　
必
ず
表
示
さ
れ
て
い
る
事
項
と
し

て
は
、
次
の
八
項
目
が
あ
り
ま
す
。

①
名
称
②
原
材
料
名
③
内
容
量

④
製
造
ま
た
は
輸
入
年
月
日
⑤
消

費
期
限
　
⑥
製
造
所
（
販
売
者
）
の
住

所
、
氏
名
⑦
規
格
成
分
お
よ
び
そ

の
含
有
量
　
⑧
保
存
上
の
注
意

　
現
在
、
十
二
の
品
目
に
つ
い
て
規

格
基
準
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

今
後
そ
れ
以
外
の
健
康
食
品
に
も
、

順
次
規
格
基
準
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。

　
J
H
F
A
マ
ー
ク
の
つ
い
た
健
康

食
品
は
、
厳
し
い
審
査
に
合
格
し
た

も
の
で
す
。
こ
の
マ
ー
ク
は
、
健
康

食
品
を
選
ぶ
た
め
の
安
心
の
目
安
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　難
　　　　難
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

　
犬
伏
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
グ
ル

ー
プ
「
樫
の
会
」
　
（
代
表
山
本
耕
一

さ
ん
、
会
員
十
名
）
は
松
苧
神
社
の

七
ツ
詣
り
の
時
期
に
松
苧
山
麓
に
鯉

の
ぼ
り
を
泳
が
せ
る
計
画
を
し
て
い

ま
す
。

　
七
ツ
詣
り
を
終
え
た
男
児
の
そ
の

後
の
健
や
か
な
成
長
を
祈
願
す
る
た

め
、
不
用
と
な
っ
て
タ
ン
ス
に
ね
む

っ
て
い
る
鯉
の
ぼ
り
を
寄
付
し
て
い

林道　犬伏・松苧山線、犬伏部落より300m入った付近。

た
だ
き
、
松
苧
神
社
に
て
御
祓
い
を

受
け
、
毎
年
時
期
に
な
っ
た
ら
立
て

て
泳
が
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

広
く
町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
募
集
し
、

一
匹
で
も
多
く
の
鯉
の
ぼ
り
を
集
め

た
い
と
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。

　
将
来
は
、
犬
伏
と
孟
地
の
間
の
渋

海
川
を
渡
す
ほ
ど
に
し
、
　
「
松
苧
神

社
と
鯉
の
ぼ
り
の
お
よ
ぐ
里
」
を
観

光
の
目
玉
に
し
た
い
と
夢
を
ふ
く
ら

ま
せ
て
い
ま
す
．

　
募
集
要
領
は
左
記
の
と
お
り
で
す
．

◎
趣
　
旨

　
　
七
ツ
詣
り
を
終
え
た
男
児
の
そ

　
　
の
後
の
健
や
か
な
成
長
を
祈
願

　
　
す
る
と
共
に
「
松
苧
神
社
と
鯉

　
　
の
ぼ
り
の
お
よ
ぐ
里
」
を
松
代

　
　
町
の
観
光
と
し
て
育
て
る
。

◎
寄
付
を
い
た
だ
く
も
の

　
○
鯉
の
ぼ
り
、
吹
流
し
。
　
（
い
ず

　
　
れ
も
数
は
問
わ
な
い
。
）

　
○
索
道
の
ワ
イ
ヤ
i
（
鯉
の
ぼ
り
、

　
　
を
つ
る
す
の
で
長
い
程
良
い
。
）

◎
寄
付
の
〆
切

　
　
4
月
2
0
日
ま
で
（
本
年
用
）

　
　
　
来
年
用
は
随
時

◎
提
出
先

　
　
松
代
町
犬
伏
、
山
本
吉
郎
（
は

　
　
ん
べ
い
宅
7
1
2
9
4
7
）
又

　
　
は
役
場
産
業
課
7
1
2
2
2
0

　
鯉
の
ぽ
り
等
に
部
落
名
、
屋
号
と

　
子
供
さ
ん
の
氏
名
が
分
か
る
よ
う

　
に
、
荷
札
等
を
付
け
て
下
さ
い
。

◎
期
　
問

　
　
4
月
下
旬
～
5
月
中
旬
ま
で
、

　
　
場
所
は
集
ま
っ
た
数
に
よ
り
決

　
　
定
。

◎
寄
付
を
い
た
だ
い
た
鯉
の
ぽ
り
は

　
（
4
月
2
0
日
ま
で
に
受
け
付
け
た

　
分
）
松
苧
神
社
で
御
祓
い
を
受
け

　
毎
年
お
よ
が
せ
る
。

◎
寄
付
者
の
氏
名
は
、
御
祓
い
を
受

　
け
た
の
ち
別
途
掲
示
す
る
。
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　　　パート2

＠腰躯が

飲酒

秘密めいた運帯感が
　当然ですが、未成年者の飲酒は法律で禁じら

れています。また、酒店などが“飲用”を承知

で未成年者に酒類を販売してはならないことに

なっています（未成年者飲酒禁止法）。

　■社会的背景　その1一　コマーシャル
　　ところで、テレビから酒のコマーシャルが流

れない日は、…日としてありません。新聞や雑

誌でも、日本酒、ウイスキー、ビール、焼ちゅ

うなど多種多様の酒類の広告があふれています。

著名な芸能タレントなどが登場して、そのスタ

ー性とファン心理を巧みにからませ……アルコ

ールも、ファッションの一つとなりつつあるの

かもしれません。中身は同じビールなのに、缶

容器の種類がいくつもあったり……。特に最近

は、若い層に的をしぽったコマーシャルが目に

つきます。酒は、若年層にとっても身近に感じ

　られるものになりつつあるようです。

　■社会的背景　その2　　自動販売機
　自動販売機の出現によって、お金さえあれば

だれでも、酒を買えるようになりました。かつ

ては、店の人と顔を合わせて、近所の酒屋だと、

二言、三言あいさつの言葉を交わすなりして買

ったものでした。未成年者が、自分で飲むため

に酒を買いに行けるような状況ではなかった。

そこには、おのずと未成年者の飲酒の機会を摘

みとる仕組み、近隣社会の制御装置が働いてい

たのです。この、社会のチェック機能を一挙に

葬り去ったのが自動販売機です。昼間は人目に

つくと思えば、暗くなってから行って買うこと

・ができる　　中学生でもその気になれば、容易

に酒が手に入るのです。

　■中学生特有の心理

　中学生という年齢は、大人の世界への期待と

あこがれを胸に秘めています。その大人の世界

を象徴するもの、そしてごく身近にあるもの、

それが酒とタバコです。

　「酒も時どきは飲むし、たばこだって吸える
　　　　　せりふさ」という台詞を仲間に向かって言えることの

痛快さ。大人でなくちゃやってはいけないこと

を、ひそかに実行することで仲間意識を共有す
る　　その優越感。　r酒もたばこも経験したこ

とのないヤツなんて、真面目すぎて付き合いき

れない」と友達から言われることの怖さ……な

　
、
D
劃

　
　
い

　翠

　　　口
＼1／

圃 ／川

どなど、中学生の心は大人世界への接近の過程

で微妙に揺れています。

　■親の態度

　ちょっとぐらいの飲酒で済むなら、勉強など

肝心なことをきちんとやる限り、黙認しよう一

という気持ちが親には少なからずあります。

　昔なら、何をおいても、酒やたばこを厳禁した

でしょうが、現在では、それほどの罪悪感は持

っていない場合のほうが多いようです。酒を飲

むから不良、飲まないから真面目といった単純

な区分けにはあまりこだわらないようです。

　■非行への入ロ

　どういうきっかけで非行グループと一緒に行

動するようになったか……そのきっかけとして、

共に酒を飲んだ、つまり酒がとりもつ縁が相変

わらず多いことは事実です。中学生の飲酒は

独りで飲むことはまずありませんから　　仲間

同士の秘密めいた連帯感を生み、それが非行の

芽となることは今も変わらないようです。

　岩佐壽夫　家庭ケースワーク研究所所長

　　　　　　東京都世田谷区教育委員会生活指導相談員

　
　
　
　
　
　
、
串

　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

甕
の
盗
袋
警
霞
霧
蓑
e
襲
偽
隻
儒
霞
あ
凌
儒
警
警
あ
・
・

　
　
　
出
題
　
本
因
坊
　
武
宮
　
正
樹

圏
　
　
　
白
先
生
き
・
5
手
ま
で

　
　
●
ヒ
ン
ト
…
ダ
メ
ヅ
マ
リ
。

　
　
　
3
分
で
1
級
、
1
分
で
有
段
者
。

　
ご
冥
福
を
祈
り
ま
す
（
死
亡
）

福
山
ス
イ
　
7
8
歳
　
松
代
　
金
助

池
田
シ
イ
　
7
7
歳
　
田
野
倉
幾
円

高
橋
竹
之
蒸
77
歳
　
莇
平
　
村
上

高
橋
キ
ョ
ノ
7
9
歳
　
福
島
　
原

小
山
ト
モ
　
7
8
歳
　
蒲
生
　
西

市
川
聡
子
　
父
健
司
　
母
京
子

　
　
　
　
（
長
女
・
田
沢
・
宮
下
）

柳
沙
織
父
護
　
母
良
枝

　
　
　
　
（
長
女
・
松
代
黄
金
屋
）

げ
ん
き
な
よ
い
子
に
（
出
生
）

2
月
受
付
分

籍
の
窓
ロ
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冷日もP

今獲粥

　毒

防災、　、⑰
ンリーズ

防火の大役

あなたが
　主　役

6“

、4月1日～7日まで
火
の
用
心
七
つ
の
ポ
イ
ン
ト

必
ず
守
っ
て
下
さ
い
。

1
　、

2
　、

3
　、

4

寝
た
ば
こ
や
た
ば
こ
の
投
げ

捨
て
を
し
な
い
．

子
供
は
、
マ
ッ
チ
や
ラ
イ
タ

ー
で
遊
ば
せ
な
い
。

風
の
強
い
時
は
、
た
き
火
を

し
な
い
。

、
天
ぷ
ら
を
揚
げ
る
時
は
、

　
の
場
を
は
な
れ
な
い
。

5
　、

そ

家
の
ま
わ
り
に
燃
え
や
す
い

も
の
を
置
か
な
い
。

6
、
ふ
ろ
の
空
だ
き
を
し
な
い
。

7
　、

ス
ト
ー
ブ
に
は
、
燃
え
や
す

い
物
を
近
づ
け
な
い
。

5
5
薯
≦
5
5
5
E
≦
乏
5
5
5

運
動
期
間
中

午
前
7
時
午
後
6
時
に

警
鐘
が
鳴
り
ま
す
。

5
5
≦
5
薯
≦
≦
≦
5
5
5
≦
≦

礁／

　　耀
．“

磯

縫
鰍

防
火
座
談
会

開
催
の
御
案
内

　
毎
日
の
よ
う
に
新
聞
の
記
事
を
に

ぎ
わ
し
て
い
る
火
災
！
ガ
ス
爆
発
！

地
震
！

　
私
達
の
身
辺
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

難
臼

・馨鶉

無

災
害
危
険
が
潜
ん
で
い
ま
す
。
も
し

こ
の
よ
う
な
災
害
が
家
庭
、
職
場
等

で
起
き
た
ら
、
あ
な
た
は
ど
う
し
ま

す
か
？

　
雪
消
え
と
と
も
に
農
作
業
が
始
ま

り
、
家
を
留
守
に
す
る
機
会
が
多
く

な
り
、
子
供
の
火
遊
び
等
に
よ
る
火

災
、
又
庭
の
片
付
等
で
焚
火
に
よ
る

火
災
も
心
配
さ
れ
ま
す
。

　
あ
な
た
の
職
場
や
部
落
等
で
座
談

会
、
防
火
映
写
会
な
ど
希
望
さ
れ
る

方
は
、
気
軽
に
役
場
消
防
係
か
分
遺

所
に
連
絡
し
て
下
さ
い
。

　
な
お
今
回
、
次
の
新
し
い
防
火
フ

イ
ル
ム
を
三
本
購
入
し
ま
し
た
。

△
一
般
向
け

　
「
あ
な
た
と
防
火
」

△
小
学
生
向
け

　
「
一
一
九
ち
ゃ
ん
の
安
全
点
検
」

　
「
キ
ャ
プ
テ
ン
翼
の
消
火
作
戦
」

　
連
絡
さ
れ
る
場
合
は
次
の
要
領
で

お
願
い
し
ま
す
。

①
開
催
日
時
　
○
月
○
日
○
時
か
ら

②
開
催
場
所
　
○
○
部
落
集
会
所

③
実
施
項
目
　
防
火
座
談
会
、
映
写

会
、
消
火
実
験
等

④
参
加
人
員
　
約
○
○
名

　
連
絡
先

　
○
役
場
総
務
課
消
防
係

　
　
　
　
　
　
a
七
－
二
二
二
〇

　
〇
松
代
分
遺
所

　
　
　
　
　
　
智
七
i
二
三
一
〇
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　文
芸

　ドむ翻叢

短
歌
牡
丹

璽　
軒F冒

　　＿r郵〆

　
　
　
　
　
　
草
野

男
ら
は
み
な
出
稼
ぎ
て
機
を
織
る
女

の
窓
辺
に
降
る
牡
丹
雪

雪
和
作

過
疎
化
し
て
乗
合
バ
ス
の
停
留
所
人

通
る
た
び
に
捨
て
猫
の
鳴
く

雪
浅
く
い
ま
だ
つ
ぶ
れ
ぬ
離
村
の
家

ひ
さ
し
傾
き
朽
ち
て
長
か
り

つ
か
の
間
の
正
月
休
み
お
わ
り
た
り

出
稼
者
上
り
の
バ
ス
停
に
待
つ

正
月
を
お
え
て
出
稼
ぐ
友
の
背
に
雪

降
り
か
か
る
六
十
才
と
い
う

涙
し
て
残
留
孤
児
の
訴
う
る
を
妻
も

黙
し
て
夜
の
テ
レ
ビ
見
る

　
し
ぶ
み
句
会

書
初
の
年
ご
と
減
り
て
ど
ん
ど
焼
く

声
高
に
福
呼
ぶ
家
の
子
沢
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
去
　
水

冬
に
入
り
山
に
囲
ま
る
村
百
戸

暖
冬
の
一
村
暮
る
る
灯
り
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
花

慰
む
る
こ
と
の
一
つ
や
寒
明
く
る

大
吹
雪
迷
子
に
な
る
な
雀
ど
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紅
茶

　
　
　
　
お
う
な

豆
撒
く
や
娼
も
僧
も
仲
間
入
り

ど
ん
ど
の
火
吉
書
逆
さ
に
舞
い
上
げ

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
淡
　
水

豆
撒
い
て
大
雪
の
鬼
払
い
け
り

寒
椿
八
重
咲
き
二
つ
ほ
こ
ろ
び
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
香

ブ
ナ
林
渡
り
ゆ
く
風
　
春
浅
し

園
児
待
つ
仮
装
豆
ま
き
年
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
千
代

大
寒
に
雨
降
る
こ
と
を
喜
べ
り

朝
の
茶
に
眼
鏡
曇
り
て
寒
に
入
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
　
明

寒
明
け
の
後
の
七
荒
れ
昔
よ
り

ひ
っ
そ
り
と
一
村
包
む
冬
の
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
　
石

朝
日
さ
し
秋
葉
雪
山
か
が
や
き
ぬ

寒
霞
　
袖
無
し
一
つ
ぬ
ぎ
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
　
沙

冬
冴
え
の
工
場
に
一
つ
裸
の
灯

ふ
と
見
れ
ば
大
寒
の
空
澄
み
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瀞
舟

冬
の
雷
寝
付
き
の
床
を
襲
い
去
る

む
　
つ
き

搦
裸
干
す
合
い
間
に
見
え
し
冬
日
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
草
　
人

水
培
の
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
根
の
真
白
に

湯
煙
り
や
梢
を
濡
ら
す
春
の
雨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
元

溜
息
も
凍
て
つ
く
朝
の
シ
ク
ラ
メ
ン

し
ん
し
ん
と
積
も
る
粉
雪
夜
深
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
千
登
世

暗
い
朝
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
目
が
覚
め

る
　
　
　
　
　
　
　
　
美
根

初
孫
に
雛
壇
贈
り
喜
ば
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
美
根

節
分
会
大
戸
開
け
ば
雪
飛
び
つ
く

老
い
二
人
追
健
の
豆
を
幾
粒
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柄

顔
深
く
包
み
娘
の
雪
お
ろ
し

頸
城
野
の
畦
一
直
線
小
雪
ふ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昌

ニ
ン
月
の
小
雪
嬉
し
と
立
ち
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
け
い

酔
い
果
て
の
寒
九
の
水
は
覧
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枯

蒲
生
句
会

沈
丁
の
咲
き
て
出
稼
ぎ
峠
越
す

　
ぽ
　
け

白
木
瓜
や
故
里
小
雪
の
便
り
来
る

春
一
番
飯
場
を
ゆ
す
る
二
日
間

　
　
　
在
千
葉
市
　
　
　
鐵

　
　
　
　
か
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

史弘水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堂

日
々
同
じ
貌
つ
き
合
わ
せ
ゐ
る
炬
燵

古
妻
の
気
遣
う
ス
キ
ー
穿
き
て
出
づ

雪
踏
み
の
立
ち
止
ま
り
何
考
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耕
　
山

裸
木
の
芽
が
紅
ら
み
て
雪
を
脱
ぐ

雪
苦
労
消
え
て
安
堵
の
朝
寝
癖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耕
　
人

藁
打
つ
や
戻
り
寒
波
に
籠
り
つ
つ

茶
呑
み
友
三
人
と
な
り
日
脚
伸
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
さ
女

雪
像
の
居
坐
る
村
の
鎮
守
か
な

高
鳴
れ
り
ス
キ
ー
出
番
を
待
つ
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
折
　
人

　
　
　
　
さ
き

暁
闇
に
鼻
尖
醒
め
て
氷
点
下

雪
つ
む
じ
矢
庭
に
帽
子
ひ
っ
さ
ら
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
龍
峰

園
芸
一
ロ
メ
モ

け
松
代
園
芸
愛
好
会
哲

・
噛
灘
購

　
春
に
芽
を
出
し
、
夏
が
終
る
と
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
こ
そ
う

上
部
が
枯
れ
て
し
ま
う
の
で
夏
枯
草

の
名
が
あ
る
多
年
草
で
す
。

　
茎
は
四
角
形
で
、
下
の
ほ
う
が
少

し
地
を
は
っ
て
か
ら
立
ち
あ
が
り
、

茎
の
先
端
に
大
き
な
花
穂
を
一
個
つ

け
ま
す
。
葉
は
相
対
し
て
つ
き
三
ー

八
セ
ン
チ
の
長
さ
の
細
長
い
楕
円
形

で
、
そ
の
先
は
円
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
昔
、
矢
を
入
れ
て
腰
に
つ
け
て
持

　
　
　
　
う
つ
ぱ

ち
歩
い
た
「
靱
」
と
い
う
道
具
に
似
た

花
穂
に
赤
紫
色
の
小
さ
な
花
を
、
夏
、

穂
に
そ
っ
て
た
く
さ
ん
つ
け
ま
す
。

　
お
い
し
い
食
べ
方
は
、
花
を
穂
の

ま
ま
と
り
、
洗
っ
て
水
気
を
き
っ
て

天
ぷ
ら
に
、
又
は
ご
ま
み
そ
あ
え
等

で
す
。

　
薬
と
し
て
の
使
い
方
は
、
全
草
を

花
の
咲
く
六
－
七
月
に
採
取
し
て
陰

干
し
に
し
、
湿
気
を
よ
ば
な
い
よ
う

に
し
て
保
存
し
ま
す
。

20～30㎝

夏（6～8月）
草丈
花期

　
淋
病
、
糖

尿
病
、
腫
れ

も
の
等
に
効

用
が
あ
る
よ

う
で
す
。
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〈
詰
碁
正
解
〉

白
1
と
カ
ケ
ツ
ギ
、
黒
2
の
時
、
白

3
の
サ
ガ
リ
が
重
要
で
、
白
5
で
黒

は
押
す
手
な
し
。

　
　
　
　
　
　
厭
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