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人ロ50，226

　男25，980

　女26，246
世帯数　　9，868

‘1茜　　　　錦94・号

盤麗灘葺
期
期

2
3
日

　
　
　
　
　

税
料
3騰

民
甑
期

市
賑
納

運
転
者

安
全
速
度
で
走
る

必
ず
横
断
歩
道
で
1
歩
行
者

　例年夏に

入
る
と
暑
さ
の
た
め
の
大
半
は
七
、
八
月
と
い
わ
れ
る
く
ら

疲
れ
や
、
心
の
ゆ
る
み
あ
る
い
は
居
い
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

矯
縫
鰭
鍛
聾
安
鰭
諜
膳
擁
醗
鰯

交
通
事
故
発
生
状
況
を
み
て
も
そ
の
一
で
の
古
い
交
通
標
識
か
ら
新
し
い
も報社提供一日一新潟

の
に
立
替
え
ま
し
た
が
、
な
か
な
か

交
通
規
則
が
正
確
に
守
ら
れ
て
い
な

、
い
の
が
現
状
の
よ
う
で
す
。
そ
こ
で

今
回
は
各
種
標
識
の
う
ち
特
に
常
識
．

と
し
て
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
規
制

標
識
と
指
示
標
識
を
掲
載
い
た
し
ま

一
し
た
の
で
つ
ぎ
の
事
項
に
つ
い
て
よ

一
く
注
意
し
、
悲
惨
な
交
通
霰
建

一
さ
な
い
よ
う
運
転
者
や
歩
行
者
の
皆

さ
ま
万
か
ら
特
に
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

　
　
運
転
者
、
雇
用
者
は

◎
酒
を
飲
ん
だ
ら
絶
対
に
ハ
ン
ド
ル

　
を
握
ら
な
い
、
握
ら
せ
な
い
。

◎
安
全
速
度
で
走
る
。

◎
無
免
許
運
転
を
し
な
い
よ
う
鍵
の

一　
取
扱
い
を
厳
重
に
す
る
よ
う
に
し

　
ま
し
よ
う
。

　
　
歩
行
者
の
皆
さ
ん

◎
交
通
の
き
ま
り
を
よ
く
守
り
正
し

　
い
安
全
な
歩
行
を
し
ま
し
ょ
う
。

◎
暑
さ
で
注
意
心
が
ゆ
る
み
が
ち
と

　
な
り
ま
す
。
常
に
緊
張
し
て
い

　
ま
し
ょ
う
。

◎
横
断
は
右
、
左
を
よ
く
見
て
手
を

　
上
げ
て
わ
た
り
ま
し
ょ
う
。

◎
停
っ
て
い
る
車
や
物
か
げ
か
ら
出

　
る
と
き
は
、
甫
の
こ
な
い
の
を
た

　
し
か
め
ま
し
ょ
う
。

　
家
庭
の
お
母
さ
ん
方

◎
子
供
さ
ん
を
道
路
上
で
遊
ば
せ
な

　
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

◎
と
び
出
し
は
最
も
危
険
で
す
。

◎
自
転
車
に
乗
る
子
供
に
は
左
側
を

　
き
ち
ん
と
走
ら
せ
る
。

　
横
に
い
っ
ぱ
い
に
ひ
ろ
が
ら
せ
な

　
い
。
ま
が
る
と
き
安
全
を
た
し
か

　
め
さ
せ
る
。

　
ブ
レ
ー
キ
の
利
き
具
合
を
見
て
や

　
る
。

尚
夜
間
セ
ン
タ
ー
ク
ロ
ス
に
あ
る
信

号
機
の
黄
色
と
赤
色
の
点
滅
は
そ
れ

ぞ
れ
注
意
進
行
と
一
時
停
止
を
意
味

し
て
お
り
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
無
視

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
の
で
つ
ぎ
の

意
味
を
よ
く
理
解
し
て
信
号
を
守
っ

て
下
さ
い
。

　
黄
色
の
燈
火
の
点
滅

　
　
　
　
　
　
　
（
注
意
進
行
）

　
歩
行
者
及
び
箪
輌
等
は
他
の
交
通
．

　
に
注
意
し
て
進
行
す
る
こ
と
が
出

来
る
。

　
赤
色
の
燈
火
の
点
滋

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
時
停
止
）
．

　
歩
行
者
は
他
の
変
通
に
注
意
し
て

　
進
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
車
輌

　
等
は
変
差
点
に
あ
っ
て
は
そ
の
交

　
差
点
の
直
前
に
お
い
て
変
差
点
以

　
外
の
場
所
で
横
断
歩
道
が
あ
る
場

　
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
横
断
歩
道
の
．

　
直
前
に
お
い
て
一
時
停
止
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
へ
凸
板
　
規
制

標
識
三
一
五
は
マ
ル
の
中
に
×
が
入

る
。
叉
三
一
六
、
三
一
七
、
一
三
八
は

斜
線
が
入
る
。
）
【
十
日
町
警
察
署
】

福
祉
年
金
（
老
令
母
子
障
害
）

　
　
　
　
未
請
求
者
は
早
目
に

　
昭
和
三
十
四
年
四
月
に
国
民
年
金

法
が
施
行
さ
れ
、
同
年
十
一
月
か
ら

福
祉
年
金
（
老
令
、
母
子
、
瞠
害
等
）

の
支
給
が
始
ま
っ
て
か
ら
早
く
も
今

年
で
五
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の

規 制 標 識 指示標識
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間
所
得
制
限
の
緩
和
、
年
金
額
の
引

上
げ
公
的
年
金
と
福
祉
年
金
の
併
給

そ
の
他
数
度
に
わ
た
り
制
度
の
改
善

が
行
な
わ
れ
、
内
容
の
充
実
が
図
ら

れ
て
き
ま
し
た
。

　
こ
の
福
祉
年
金
制
度
も
前
述
の
ご

と
く
本
年
で
五
年
目
を
迎
え
た
わ
け

で
す
が
、
福
祉
年
金
を
受
け
る
権
利

は
支
給
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
五
年

で
時
効
消
滅
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
す
で
に
昭
和
三
十
四
年
十
一

月
一
日
に
福
祉
年
金
の
受
給
権
が
発

生
し
て
い
る
人
た
（
例
え
ば
照
和
三

セ
四
年
十
月
末
に
七
十
才
を
こ
え
る

人
と
か
、
身
障
者
手
、
帳
一
級
程
度
の

重
度
の
障
害
者
、
叉
は
夫
に
死
別
し

義
務
教
育
を
終
了
し
な
い
子
供
を
扶

養
し
て
お
る
母
子
家
庭
等
）
の
う
ち

で
ま
だ
裁
定
請
求
を
し
て
い
な
い
人
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灘i

に
つ
い
て
は
、
本
年
十
一
月
一
日
に
一

福
祉
年
金
を
受
け
る
権
利
が
五
年
を
一

一
経
過
し
た
の
で
時
効
に
よ
り
消
滅
す
㎜

一
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
究
一

　
市
内
で
は
す
で
に
約
二
千
名
の
福
一

祉
年
金
受
給
者
が
そ
れ
ぞ
れ
福
祉
年
一

金
の
支
給
を
う
け
て
お
り
ま
す
が
、
｛

霞
の
忠
壁
禽
霧
よ
く
渕

ら
な
い
な
ど
の
理
由
か
ら
福
祉
年
金
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

の
未
請
求
者
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
ま
皿

す
の
で
せ
っ
か
く
の
権
利
を
時
効
に
一

よ
っ
て
猿
す
る
こ
と
の
な
い
蓬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
お
願
い
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
一

　
な
お
、
福
祉
年
金
に
は
所
得
制
限
一

　
（
本
人
、
配
偶
者
、
扶
養
義
務
者
…

等
）
や
本
へ
が
他
の
恩
給
、
年
金
、
扶
■

助
料
等
を
受
け
て
お
る
場
合
の
支
給
一

制
限
等
が
あ
り
ま
す
が
、
受
給
権
者
、

が
前
記
の
理
由
に
よ
り
福
祉
年
金
の
、

蓄
制
限
奮
け
、
福
祉
年
金
睾

一
給
額
全
部
に
つ
い
て
麦
給
停
止
さ
れ

｝一
て
お
っ
た
と
き
は
請
求
し
な
く
と
も

時
効
は
消
滅
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。

第
一
一
種
兼
業

農
家
激
増

　本市の

農
業
八
口
流
出
の
間
題
を

農
業
部
内
の
側
面
に
お
い
て
み
る

と
、
耕
地
規
模
別
の
農
家
数
は
大
き

な
変
化
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
専
兼

業
農
家
の
大
巾
な
後
退
に
対
す
る
兼

業
農
家
、
と
り
わ
け
非
農
家
を
主
と

す
る
第
二
種
兼
業
農
家
が
激
増
し
て

い
ま
す
。
こ
の
問
題
は
土
地
の
耕
作

を
維
持
し
な
が
ら
、
非
農
業
部
門
に

現
金
収
入
を
求
め
て
い
る
．
傾
向
が
あ

り
ま
す
。

明
る
い
楽
し
い
お
祭
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　
諏
訪
神
社
祭
り

　
恒
例
の
諏
訪
神
社
大
祭
が
近
づ
い

て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
次
の
こ
と
に

お
互
い
気
を
つ
け
ま
し
よ
う
。

一
、
火
の
用
心
、
空
気
が
乾
燥
し

　
て
い
ま
す
の
で
火
の
も
と
に
は
充

　
分
注
意
し
て
下
ざ
い
。

蕪
墨
駄
麟
を
一
・

一
、
交
通
規
則
を
守
り
人
は
右
側
、

　
車
は
左
側
。

一
、
不
衛
生
な
飲
食
物
に
注
意
し
ま

　
し
ょ
う
。

　
一
、
戸
締
り
を
忘
れ
す
に
被
害
が
あ

　
っ
た
ら
一
一
〇
番
へ
。

【
き
れ
い
に
し
ま
し
ょ
う
。

た
ば
こ
は
市
内
で

買
い
ま
し
よ
う

折
角
の
権
利
を
無
駄
に
し
な
い
よ

2
木
請
求
者
は
至
急
「
印
鑑
」
持
参

⑤

農業

　
ム
■
▲
盈
甲
1
8
聖
口
■
冒

の
う
え
市
民
課
国
民
年
金
係
で
手
続

ハ羅
て
下
さ
い
．
そ
の
他
不
明
の
場

｝
合
は
、
市
民
課
国
民
年
金
係
へ
お
問

『　
合
せ
下
さ
い
。

調
査
世
帯
は
ご
協
力
を

　
　
　
　
　
　
　
全
国
消
費
実
態
調
査

こ
の
た
び
政
府
で
は
全
国
に
わ
た

り
農
林
漁
業
を
除
く
消
費
世
帯
に
つ

き
家
計
の
実
態
を
調
査
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
調
査
は
世
帯
の

所
得
の
分
布
、
消
費
水
準
と
そ
の
内

．
容
、
地
域
的
差
異
等
を
明
ら
か
に
し

国
の
経
済
計
画
や
政
策
立
案
の
重
要

な
資
料
と
す
る
も
の
で
、
九
月
一
日

か
ら
十
一
月
三
十
日
迄
三
ヵ
月
間
凋

、
査
が
行
な
わ
れ
ま
す
が
、
す
べ
て
の
、

世
帯
に
家
計
簿
の
記
入
を
わ
願
い
す

る
の
は
ぽ
う
大
な
経
費
と
労
力
が
必

要
で
す
の
で
一
定
の
調
査
万
法
に
よ

り
調
査
地
域
を
き
め
、
更
に
そ
こ
に

お
住
い
の
方
か
ら
調
査
を
お
願
い
す

る
ご
家
庭
を
選
ぶ
と
云
う
方
法
で
実

施
さ
れ
ま
す
が
何
分
の
ご
協
力
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

新
潟
地
震
義
援
金
（
追
加
分
）

　
天
台
宗
比
叡
山
延
暦
寺
三
万
円
、

中
魚
沼
郡
民
主
労
働
組
合
運
合
会
ニ

ガ
六
百
円
、
十
日
町
婦
人
会
四
千
三

百
三
十
円
、
控
木
内
藤
直
義
百
円
、

村
山
竹
作
六
千
円
、
上
新
田
婦
人
会

二
千
五
百
円
、
本
町
二
」
目
赤
城
会

三
千
円
笠
置
久
保
田
喜
市
五
百
円
、

上
新
田
簡
易
保
険
組
合
代
表
近
藤

静
江
三
千
円
、
山
本
町
丸
水
織
物
K

K
三
千
円
馬
場
婦
人
会
一
万
百
七
＋

五
円
、
袋
町
中
根
津
福
栄
一
万
円
、

本
町
三
丁
目
イ
チ
ム
ラ
十
日
町
店
一

万
四
十
四
円
、
轟
木
部
落
二
千
八
百

十
円
、
十
日
町
専
門
店
会
二
万
五
千

円
、
十
日
町
商
店
連
盟
二
万
五
千
円
o

．
五
軒
新
田
老
人
会
二
千
円
、
高
田
町

三
丁
目
三
千
六
百
五
十
円
、
下
条
青

年
会
二
千
三
円
、
下
条
大
工
組
合
二

万
五
千
円
、
＋
日
町
青
年
学
級
生
一

同
四
千
四
十
二
円
。

　
　
＋
万
円
を
寄
附

　
十
日
町
市
小
泉
の
馬
場
文
平
さ
ん

は
こ
の
程
金
拾
万
円
を
日
赤
十
日
町

市
地
区
に
寄
附
し
て
下
さ
い
ま
し

た
。

ー

～

ミ藝ミ

講

　
　
　
　
　
　
一
掲
　
　
物
駈
ー
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
霜
ジ
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愛
の
協
力
袋
募
金

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
の
一
還
と
し
て
「
愛
の
脇
力
袋
運
勤
」
が

本
年
も
九
回
目
を
迎
え
、
更
生
保
護
寝
桑
推
蟷
に
役
立
り
て
お
り
、

感
謝
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
運
動
は
、
あ
や
ま
ち
を
し
た
人
に
あ
た
た
か
い
手
を
さ
し
の
ぺ

て
、
そ
の
更
生
を
た
す
け
る
た
め
に
つ
か
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
み

な
さ
ま
の
何
分
の
御
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
　
老
人
調
査
が
行
わ
れ
ま
す

本
年
も
昨
年
同
様
、
七
十
五
才
以
上
の
方
六
に
、
新
潟
県
及
び
十
日

町
市
に
於
い
て
敬
老
事
業
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
該
当

者
調
査
を
市
政
事
務
嘱
託
員
を
通
じ
て
行
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

何
分
の
御
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
尚
、
該
当
者
は
明
治
二
十
二

年
九
月
十
五
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
で
あ
り
ま
す
。

蓼
盟
役
所
業
務

八
月
中
の
お
盆
、
お
祭
り
に
よ
り
役
所
業
務
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す

八
月
　
十
三
日

八
月
　
十
四
日

八
月
　
十
五
日

八
月
一
一
十
七
日

（
木
）

（
金
）

（
土
）

（
木
）

午
後
三
時
ま
で

午
後
三
時
ま
で

平
常
業
務

休
み
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事
故
の
な

三
十
一

　
酷
暑
つ
づ
き
で
海
や
川
が
連
日
人

で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
同
時
に
水
死
と

い
う
ニ
ュ
ー
ス
も
新
聞
や
そ
の
他
で

に
ぎ
わ
し
て
お
り
ま
す
。
県
青
少
年

総
合
対
策
本
部
で
は
、
今
月
三
十
一

日
ま
で
子
供
を
水
の
事
故
か
ら
守
る

運
動
の
強
調
月
間
と
し
て
、
ポ
ス
タ

ー
や
チ
ラ
シ
を
各
戸
に
配
付
し
て
保

護
者
の
皆
さ
ん
方
に
強
く
呼
び
か
け

て
お
り
ま
す
か
、
つ
ぎ
の
こ
と
に
充

分
注
意
し
て
子
供
を
水
の
事
故
か
ら

守
り
ま
し
ょ
う
。

　
◎
あ
ぶ
な
い
場
所

▽
海
…
急
に
深
く
な
る
。
岩
が
き
り

　
立
っ
て
い
る
。
深
さ
が
変
り
や
す

　
い
．
　
「
だ
し
の
風
」
の
と
き
。
河

口
に
近
い
海
岸
。

▽
河
川
…
急
流
で
あ
る
。
深
み
が
あ

る
－
上
流
に
伝
染
病
が
発
生
し
た

と
ぎ
。⑳　0．3メートル乗満のゴム管とし接続

　部分は締・付毎具をつけること．

宣　必要以上長くしないゴム管で接続部

プロパン容器からの配管図

い
夏
休
み
な

日
ま
で

強
調
月
問

｛
▽
水
泳
に
好
ま
し
く
な
い
と
こ
ろ
…

「　
水
が
き
た
な
い
。
藻
の
あ
る
川
、

　
沼
、
池
。
岩
石
、
古
く
ぎ
の
あ
る

　
と
こ
ろ
。
泥
深
い
と
こ
ろ
。

　
　
◎
水
泳
の
注
意

一
〇
泳
ぎ
に
行
く
と
き
は
、
必
す
泳
ぎ

疲
よ
く
で
き
る
人
か
・
ま
豪

　
ひ
ど
く
疲
れ
た
と
き
は
泳
が
な
い

　
こ
と
。

③
水
泳
禁
止
区
域
（
あ
ぶ
な
い
ぱ
し

『
　
よ
）
は
も
ち
ろ
ん
、
波
の
高
い
海

　
や
流
れ
の
早
い
川
な
ど
で
は
泳
が

　
な
い
こ
と
。
か
な
ら
す
ふ
た
り
組
曹

　
を
つ
く
っ
て
泳
ぎ
、
ひ
と
り
で
は

　
な
れ
て
泳
が
な
い
こ
と
。

④
泳
ぐ
前
に
は
必
す
準
備
運
動
（
じ

　
ゅ
ん
び
う
ん
ど
う
）
を
し
、
す
ぐ

　
に
飛
（
と
）
び
こ
ま
な
い
で
静
か
に

奪
伸
鉦
麺

　
水
に
入
る
こ
と
o
ま
た
、
飛
び
こ
む

　
と
き
は
、
水
の
ふ
か
さ
や
水
中
の

　
危
険
物
を
よ
く
確
か
め
る
こ
と
。

一　
　
ぺ

⑤
顔
や
く
ち
び
る
が
紫
色
に
な
る
ま

　
で
泳
が
な
い
こ
と
。
ま
た
、
沖
に

　
向
っ
て
泳
が
な
い
で
、
岸
に
そ
っ

　
て
泳
ぐ
こ
と
。

⑤
先
生
や
、
年
上
の
人
の
注
意
は
、

　
す
な
お
に
守
る
こ
と
。

⑦
ふ
ざ
け
て
、
お
ぼ
れ
た
ま
ね
や
い

　
た
す
ら
な
ど
は
し
な
い
こ
と
。

　
0
犬
ー
ト
に
乗
っ
て
も
、
あ
ま
り

　
沖
へ
出
な
い
こ
と
。

⑨
お
ぼ
れ
か
か
っ
た
と
き
は
、
大
声

　
で
た
す
け
を
も
と
め
る
こ
と
。

⑳
葡
ぼ
れ
て
い
る
人
を
見
つ
け
た
ら

　
す
ぐ
に
大
声
で
近
く
の
人
に
知
ら

　
せ
て
、
竹
ざ
お
や
、
な
わ
、
う
き

　
ぶ
く
ろ
な
ど
を
使
っ
て
助
け
る
よ

　
う
に
す
る
こ
と
。

家
庭
用
ブ
ロ

パ
ン
ガ
ス

〈
設
備
の
要
点
〉

峯を水がら守ζ運動

磯
毒動

　
最
近
石
油
と
と
も
に
プ
ロ
パ
ン
ガ

ス
を
使
用
さ
れ
る
ご
家
庭
が
非
常
に

多
く
な
り
ま
し
た
が
、
プ
ロ
パ
ン
容

器
の
置
場
所
、
配
管
設
備
等
に
は
充

分
注
意
し
て
、
ガ
ス
洩
れ
の
な
い
よ

う
に
し
て
下
さ
い
。
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス

の
設
備
万
法
を
次
に
掲
げ
ま
す
の
で

乙費以．Lコ丈～　しも コム目㌧接軌部
分ば締f寸金具をつけること。

～　金屑管とr．動かないよう床、住等に
固定する

二　元ハルフを取付け使用後締めるこヒ
竃　　充てん容器グ）r爾蝕を防∫Lする措iγ，1キ

『

講ずる．

、調整器
ゴム管

乖 燃焼器
o　　　　o

厄栓

一 ゴム管
㌧二』

／
　　　　　　、』－
　　　　　／
エバノレブ

ー
締付金具

～
重
臥

締付金具

し 一 金属管◎
＼

、爺、

）

ご
家
庭
の
設
備
を
調
べ
て
、
不
備
な

所
が
あ
り
ま
し
た
ら
早
急
に
改
善
さ

れ
、
安
心
し
て
使
用
で
き
る
よ
う
に

い
た
し
ま
し
ょ
う
。
な
お
プ
ロ
パ
ン

ガ
ス
販
売
業
者
に
も
こ
の
点
に
つ
い

て
は
指
導
い
た
し
て
あ
り
ま
す
の
で

不
備
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
っ
た
ら

業
者
に
連
絡
、
点
検
を
し
て
も
ら
っ

て
下
さ
い
。

一
、
充
て
ん
容
器

①
火
気
を
取
扱
う
場
所
お
よ
び
そ
の

　
附
近
は
さ
け
屋
外
に
設
置
す
る
こ

　
と
を
原
則
と
す
る
。

一
②
十
ヂ
以
下
の
充
て
ん
容
器
に
限
り

一
通
風
の
よ
い
ガ
ス
の
滞
留
し
な
い

．
　
構
造
で
あ
る
場
合
は
屋
内
に
設
け

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
燃
焼
器
の
す
ぐ
下
に
充
て
ん
容
器

　
を
置
く
こ
と
は
、
火
災
時
に
そ
の

　
元
栓
を
締
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
一

　
る
か
ら
安
全
な
距
離
を
と
る
こ
と

④
十
キ
。
以
上
の
充
て
ん
容
器
は
屋
外

水

　
に
設
け
腐
蝕
を
防
止
す
る
措
置
を
　
　
上
に
．
長
く
し
な
い
こ
と
。

　
講
す
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
・
③
配
管
は
金
属
管
を
用
い
床
、
柱
、

二
、
配
管
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
等
に
固
定
し
、
金
属
管
と
ゴ
ム
管

①
調
整
器
に
接
続
す
る
低
圧
部
分
は
　
　
と
の
接
続
部
分
は
締
付
金
具
で
締

　
○
・
三
麿
未
満
に
限
り
ゴ
ム
管
を
　
　
め
付
け
る
こ
と
．

　
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
④
金
属
管
の
先
に
は
必
す
元
ハ
ル
フ

②
燃
焼
器
に
接
続
す
る
管
は
ゴ
ム
管
　
　
を
取
付
け
、
使
用
後
は
こ
れ
を
締

　
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
必
要
以
　
　
め
る
よ
う
に
す
る
。

9
月
1
3
日
に
開
催

　
　
　
　
　
　
第
八
回
市
民
体
育
大
会

恒
例
の
第
八
回
市
民
体
育
大
会
は

九
月
十
三
日
（
日
曜
口
）
に
開
催
と

決
ま
り
ま
し
た
。

大
会
は
当
日
八
時
二
十
分
か
ら
午
後

四
時
ま
で
で
、
小
雨
決
行
、
雨
天
の

場
合
は
中
止
で
す
。
会
場
は
い
つ
も

の
と
お
り
十
日
町
高
校
グ
ラ
ン
ド
で

能
率
散
布
で
好
評

一
　
　
　
　
　
　
四

　
十
日
町
市
農
薬
空
中
散
布
協
議
会

で
は
各
関
係
機
関
の
協
力
で
去
る

　
一
、
二
日
の
二
日
間
中
条
、
十
日
町
、

川
治
の
平
場
下
段
地
帯
四
一
一
診
に

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
農
薬
空
中
散

．
布
を
実
施
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
最
近
農
業
の
機
械
化
、
省
力

化
が
進
め
ら
れ
、
穂
首
イ
モ
チ
防
除

の
た
め
こ
と
し
郡
市
は
じ
め
て
行
な 町

歩
に
空
中
散
布

わ
れ
た
も
の
で
少
い
労
働
で
適
確
な

敵
布
は
関
係
者
の
あ
い
だ
で
評
判
が

よ
か
っ
た
よ
う
で
す
。

散
布
作
業
は
中
条
二
、
十
日
町
一
、

川
治
一
、
の
四
基
地
に
配
置
さ
れ
た

調
査
班
、
実
施
班
な
ど
の
財
ま
も
る

う
ち
に
午
前
五
時
頃
か
ら
開
始
さ
れ

ま
し
た
が
両
日
と
も
に
天
候
に
恵
ま

れ
効
果
的
で
し
た
。
ヘ
リ
コ
ブ
タ
ー

出
場
制
限
は
、
牛
臼
町
市
民
で
あ
る

　
　
原
水
協
で
無
料
映
画
会

市
原
水
協
で
は
次
の
と
お
り
映
画
会
を
開
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
．

入
場
は
無
料
で
す
の
で
多
数
の
方
の
お
い
で
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。

映
画

　
　
◎
　
「
十
日
町
雪
ま
つ
り
ニ
ュ
ー
ス
」
　
（
．
天
然
色
）

　
　
◎
「
新
潟
地
震
」

　
　
◎
　
「
世
界
は
恐
怖
す
る
」

　
ヨ
　
瑳

　
f
　
　
禾

◎
八
月
＋
八
日

◎
八
月
＋
九
日

◎
八
月
一
一
＋
日

◎
〃
二
＋
一
日

◎
〃
二
十
二
日

◎
〃
二
十
三
日

◎
〃
二
＋
四
日

午
後
七
時
三
十
分
～
十
時

　
　
　
〃

　
　
　
〃

　
　
　
〃
’

　
　
　
〃

　
　
　
〃

　
　
　
〃

　
く
残
冨
型
の
天
候
と
な
り
ま
す
が

　
そ
の
後
は
凍
し
く
な
り
下
旬
は
曇

　
、
雨
天
が
現
わ
れ
や
す
い
で
し
ょ

こ
と
。
出
場
は
一
人
二
種
目
以
内
と

し
ト
ラ
ッ
ク
競
技
、
フ
ィ
ル
ド
競
技

は
一
人
二
種
目
（
た
だ
し
リ
レ
ー
、

つ
な
引
き
は
除
く
。
）
串
込
は
各
区

で
選
手
を
選
定
の
う
え
、
八
月
三
十

　
一
日
ま
で
に
体
育
舘
内
の
事
務
局
に

申
込
む
こ
と
。

　
尚
本
大
会
の
特
別
参
加
と
し
て
新

潟
国
体
一
位
の
高
田
高
校
団
体
徒
手

藤
綴
難
難
羅
騨
護

九
月
の
天
気

上
旬
は
北
大
、
平
洋
高
気
丘
が
強
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起
！
～
～
当
》
§
り
色
，
δ
6
～
・
2
》
セ
ー

は
東
京
ニ
ア
ー
ラ
イ
ン
ズ
K
K
、
K

H
4
型
で
瞳
害
物
の
な
い
と
こ
ろ
で

は
墨
房
程
空
で
飛
行
釜
霧
か
せ
て
い
ま
し
た
・

写真は川治地内の空中散布

件
の
よ
い
と
こ
ろ
で
は
十
二
町
歩
を

六
分
で
終
る
と
い
う
能
率
で
関
係
者

水
沢
中
学
校

川
治
小
学
校

古
田
中
学
校

市
民
体
育
舘

新
座
小
学
校

中
条
小
学
校

下
条
中
学
校

う
。
月
の
．
平
均
気
温
は
平
年
並
か

高
目
叉
降
水
量
と
日
照
は
平
年
並

の
見
込
み
で
す
。
叉
本
邦
に
影
響

す
る
台
風
は
一
～
二
個
あ
る
見
込

み
で
す
。

中
の
マ
ス
ゲ
ー
ム
、
小
の
鼓
笛
隊
並

び
に
初
め
て
の
試
み
と
し
て
三
千
麿

強
歩
オ
ー
ブ
ン
レ
ー
ス
が
あ
る
。

～いもち病多発のおそれ〃

部落そろって共同防除を

”
天
灯
”
降
臨
の
霊
地

　
　
鉢
の
石
仏
有
照
禅
師
が
開
山

本
年
の
稲
作
は

比
較
的
順
調
な
生

育
を
示
し
て
き
た

が
、
最
近
の
集
中

豪
雨
に
よ
り
稲
が
、

軟
弱
徒
長
を
し
て

病
害
虫
に
対
し
抵

抗
力
が
弱
く
な
っ

て
お
り
ま
す

。
中

で
も
特
に
“
い
も

ち
”
病
に
よ
る
被

害
の
お
そ
れ
が
あ

り
ま
す
の
で
ま
だ

消
毒
を
し
て
い
な

い
農
家
は
徹
底
的

に
防
除
を
実
施
し
て
下
さ
い
。
防
除

は
葉
い
も
ち
発
生
初
期
と
出
穂
前
の

二
回
は
必
す
行
な
い
、
天
候
に
よ
っ

て
は
乳
熟
期
防
除
も
必
．
要
で
す
。
農

家
の
皆
さ
ん
は
自
分
の
田
を
丁
寧
に

巡
回
し
て
、
少
し
で
も
“
い
も
ち
病

μ
が
発
生
し
て
い
た
ら
盧
ち
に
農
協

や
普
及
員
に
相
談
し
て
、
早
め
に
防

除
を
実
施
し
て
下
さ
い
。
今
年
の
稲

作
は
“
い
も
ち
退
治
”
を
し
た
か
、

し
な
い
か
で
豊
作
に
も
な
る
し
、
不

作
に
も
な
り
ま
す
の
で
も
う
一
息
、

い
も
ち
病
防
除
に
努
力
し
て
下
さ

い
。

　
吉
田
の
”
鉢
躍
と
い
っ
て
も
、
ど

こ
に
あ
る
の
か
、
見
当
も
つ
か
な
い

人
が
多
い
で
し
ょ
う
が
、
“
鉢
の
石

仏
”
と
い
え
ぱ
、
た
い
て
い
の
人
が

知
っ
て
い
ま
す
。

　
む
か
し
は
、
藤
の
名
所
と
し
て
も

有
名
で
し
た
が
、
今
で
は
訪
す
れ
る

人
も
少
く
な
り
ま
し
た
。

　
鉢
と
い
う
部
落
は
、
戸
数
二
百
二

十
余
戸
の
大
部
落
で
す
が
、
苗
字
は

全
部
”
尾
身
”
で
、
一
村
一
姓
の
珍

ら
し
い
部
落
で
す
。

　
こ
の
部
落
の
山
手
、
杉
や
松
の
古

木
に
か
こ
ま
れ
た
三
千
余
坪
の
森
の

な
か
に
、
石
に
刻
ま
れ
た
百
余
の
仏

像
や
社
塔
が
思
い
思
い
の
場
所
に
な

ら
ん
で
い
ま
す
。

　
こ
れ
が
有
名
な
石
仏
で
す
。
齢
い

し
ぼ
と
け
”
と
い
う
か
ら
彪
ほ
と
け

さ
ま
”
の
石
像
だ
け
か
と
思
う
と
、

一驕琢
亡イ仁鯉，

③

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
部
落
の
入
り
口
に
は
、
二
体
の
男

女
が
、
仲
よ
く
手
を
く
ん
だ
信
州
系

の
道
祖
神
の
浮
彫
像
が
立
っ
て
い
ま

す
し
、
中
へ
入
る
と
鳥
居
が
あ
っ
て

天
照
大
神
の
社
や
、
八
幡
神
宮
の
石

塔
も
あ
り
ま
す
。

　
仏
さ
ま
と
神
さ
ま
と
、
民
間
信
仰

が
雑
居
し
て
も
、
少
し
も
不
思
議
に

思
わ
れ
な
い
よ
う
な
雰
囲
気
が
た
だ

よ
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
”
石

仏
”
の
本
蓉
さ
ま
そ
の
も
の
が
、
す

こ
ぶ
る
変
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
本
尊
さ
ま
は
石
の
ほ
こ
ら
の
な
か

に
入
っ
て
い
る
の
で
、
よ
く
見
え
ま

せ
ん
が
、
ね
そ
べ
っ
た
牛
の
胴
体
の

よ
う
な
形
の
上
に
、
六
十
鰭
、
ぱ
か
り

の
鳥
帽
子
形
の
突
起
部
を
も
つ
自
然

石
が
い
わ
ゆ
る
石
仏
な
の
で
す
。
こ

の
奇
妙
な
形
の
石
が
あ
が
め
ら
れ
て

い
る
の
は
、
巨
石
信
仰
の
名
残
り
で

し
ょ
う
が
、
次
の
よ
う
な
物
語
が
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
む
か
し
、
あ
る
高
徳
の
坊
さ

ん
が
、
こ
＼
で
座
禅
を
し
た
ま
＼
化

し
て
石
に
な
っ
た
の
が
石
仏
だ
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
も
、
い
ま
で
も
夏
か
ら
秋
に

か
け
て
、
よ
く
晴
れ
た
夜
の
空
か
ら

”
天
灯
μ
と
い
う
不
思
議
な
光
り
の

も
の
が
降
り
て
く
る
こ
と
が
あ
る
と

い
わ
れ
、
む
か
し
か
ら
霊
地
と
し
て

あ
が
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
”
石
仏
開
山
記
継
と
う
記
録
に
よ

る
と
、
今
か
ら
二
百
年
前
、
泉
州
信

太
（
大
、
阪
府
泉
北
郡
信
太
村
）
の
蔭

涼
寺
六
世
の
住
職
、
明
屋
有
照
（
み

よ
う
お
く
、
ゆ
う
し
ょ
う
）
禅
師
が

延
亭
元
年
（
一
七
四
四
年
）
隠
退
し

衆
生
済
度
の
巡
錫
の
旅
に
で
て
、
各

地
を
ま
わ
り
ま
わ
っ
て
越
後
の
妻
有

の
郷
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
た
ま
た

ま
土
市
の
観
泉
院
の
十
三
世
、
泰
山

和
尚
の
授
戒
の
師
に
迎
え
ら
れ
、
し

ば
ら
く
滞
在
し
て
か
ら
再
び
旅
に
出

ま
し
た
。

　
松
之
山
へ
越
え
る
た
め
、
夜
半
、

西
の
空
を
眺
め
て
い
る
と
、
鉢
の
部

落
の
は
る
か
な
天
空
か
ら
、
月
の
よ

う
に
光
り
か
や
や
く
”
天
灯
”
が
し

だ
い
に
光
り
を
ま
し
つ
つ
降
り
て
き

て
不
、
皿
た
昭
女
と
し
て
、
夜
な
お
昼
．
の

ご
と
く
、
芳
香
ふ
ん
ぶ
ん
と
し
て
四

方
に
か
ん
ぱ
し
く
、
折
し
も
谷
間
は

る
か
に
仏
法
僧
の
な
き
声
が
き
こ
え

て
き
た
」
の
で
、
不
思
議
な
こ
と
が

あ
る
も
の
だ
と
思
い
、
夜
の
明
け
，

る
の
を
ま
つ

て
、
そ
の
場

所
を
た
す
ね

た
と
こ
ろ
が

“
天
灯
”
の

降
り
た
と
思

わ
れ
る
と
こ

ろ
に
、
奇
妙

な
形
を
し
た

石
が
あ
り
ま

し
た
。

村
人
に
き

く
と
、
こ
の

石
は
不
思
議

な
石
で
、
こ

れ
に
手
綱
を

つ
な
ぐ
と
、

ど
ん
な
あ
ば

れ
馬
も
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
お
と
な
し

く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
駒
つ
な
ぎ

石
に
し
て
い
る
の
だ
と
答
え
ま
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

　
こ
の
不
思
議
な
石
と
拓
天
灯
躍
の

鶏
髄
麗
髪
蹴
瀟
解
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
ザ

の
地
こ
そ
仏
法
を
興
す
べ
き
露
地
」

で
あ
る
と
、
こ
の
石
を
〃
い
し
ぽ
と

け
”
と
名
す
け
、
庵
を
建
て
＼
”
石

仏
山
躍
と
称
し
、
生
涯
こ
＼
で
仏
に

仕
え
ま
し
た
。

　
禅
師
は
”
天
灯
”
の
降
り
た
、
場
所

に
、
自
ら
搬
筆
を
と
っ
て
彫
ら
せ
た

十
三
仏
を
安
置
し
、
さ
ら
に
仏
法
守

護
の
た
め
境
内
の
四
ヵ
所
に
、
弁
天

社
、
竜
天
社
、
白
山
社
、
稲
荷
社
の

四
社
の
神
を
ま
つ
り
、
中
央
に
築
山

を
き
す
い
て
”
中
山
富
士
”
と
名
づ

け
、
十
六
羅
漢
、
鬼
子
母
神
、
座
禅

堂
、
湯
殿
山
な
ど
多
く
の
社
塔
を
た

て
ま
し
た
。

　
石
仏
の
な
か
で
、
も
ら
三
つ
珍
ら

し
い
の
は
“
百
庚
申
”
で
す
。

　
有
仏
の
正
面
、
山
の
斜
面
一
帯
に

無
数
の
庚
申
塔
が
た
ち
煎
ん
で
い
ま

す
。
こ
れ
を
”
百
申
庚
4
と
い
＼
ま

す
。
数
が
多
い
だ
け
で
な
く
、
神
道

系
の
”
猿
団
彦
大
神
”
と
仏
教
系
の

”
青
面
金
剛
童
子
μ
が
、
呉
越
同

舟
、
伸
よ
く
並
ん
で
い
る
の
も
石
仏

ら
し
い
光
景
で
す
。

　
い
づ
れ
に
し
て
も
、
奇
妙
な
形
の

石
を
“
ほ
と
け
μ
と
し
て
あ
が
め
、

”
天
灯
”
と
い
う
不
思
議
な
現
験
が

あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
”
鉢
の
石
仏

は
、
一
度
は
訪
づ
れ
て
み
た
い
名
肋

の
一
つ
で
す
。

　
（
商
工
課
長
・
佐
野
良
吉
）

一
209一


