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お
ら
が
村
の
行
政
セ
ン
タ
ー

役
場
新
庁
舎
落
成

さ
る
六
月
以
来
鋭
意
工
事
の
進
捗
を

努
力
し
っ

Ｘ
あ
っ
た
役
場
新
庁
舎

が
こ

の
ほ
ど
よ
う
や
く
完
成
し
十
二
月
二

十

三
日
午
前
十
時
よ

り
、
村
内
外
よ
り
約

二
〇
〇

名
の
来
賓
と
陸
上
自
衛
隊
音
楽

隊
を
迎
え
新
庁
舎

に
て
竣
工
の
神
事
が

行

わ
れ
、
つ
璧
い
て
十
一
時
三
十
分
よ

り
蓬
田
中
学
校
講

堂
に
お
い
て
落
成
式

が
盛
大
に
行
わ
れ
た
。

最

初
に
森
助
役
に
よ
る
開
式
の
辞
、
坂

本
大
博
村
長
の
式
辞
、
次

に
八
戸

収
入

役
の
工
事
報
告
あ
り
、
工
事
関
係
者
で

あ
る
福
井

建
設
、
倉
谷
鉄
工
所
、
青
森

冷
暖
房
Ｋ
Ｋ
、
Ｋ
Ｋ
五
十
嵐
電
気
商
会

Ｋ
Ｋ
千
葉
室
内

、
坂
爪
設

計
事
務
所

に

そ
れ
ぞ
れ
感
謝
状
が
贈
呈

さ
れ
た
。

な
お
工
事
概
要

は
次
の
と
お
り
で
あ
る

総
工
費
　
三

二
、
一

八
一
、
〇
〇
〇
円

工
事
請
負
費

三
一

、
三
〇

一
、
〇
〇
〇
円

事
　
務
　

費
　

八
八
〇

、
〇
〇
〇
円

構
　

造
　
　

鉄
骨
モ
ル
タ
ル
造

建
物
面
積

一
　

階
　

六
七
五
・
七
三
平
方
米

二
　

階
　

三
一
七
・
五
五
平
方
米

総

面

積
　

九
九
三
・
二
八
平

方
米

役
場

新
庁
舎

内
線
電

話
番
号

一
　
　
　
　

村
　

長
　

室

二
　
　
　
　

助
　
　
　

役

三
　
　
　
　

収
　

入
　

役

四
　
　
　
　

応
　

接
　

室

五
　
　
　

総

務

課

長

六
　
　
　
　

総
　

務
　

課

七
　
　
　
　

受
　
　
　

付

八
　
　
　

民

生

課

長

九
　
　
　
　

民
　

生
　

課

十
　
　
　

産

経

課

長

十
一
　
　
　

産

経

課

十
二
　
　

税

務

課

長

十
三
　
　
　

税
　

務
　

課

十
四
　
　
　

教
　

育
　

長

十
五
　
　
　

教

育
委
員
会

十
六
　
　
　

議
会
事
務
局

十
七
　
　
　

住
民
相
談
室

十
八
　
　
　

学
校
給
食

セ
ン

タ
ー

十
九
の
甲
　
議
　

長
　

室

十
九
の
乙
　

廊
　
　
　

下

二
十
の
甲
　

大

会

議

室

二
十
の
乙
　

二

階

和

室
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事　　務　　室　　配　　置　　 図

自

衛

官

を

募

集

し

て

い

ま

す

農

家

の

皆

さ

ん

へ

若
い
青
年
（

特
に
農
業
後
継
者
等
）

の
皆
さ
ん
が
自
衛
隊
に
入
隊
し
た
場
合

本
県

に
は
っ
ぎ
の
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
恵

ま
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

①
　
県
内

に
は
、
陸

上
自
衛
隊
が
青
森

市

、
弘
前
市
、
八
戸
市

に
駐
と
ん
し

て

お
り
ま
す
し
、
海
上
自
衛
隊
、
航

空
自
衛
隊
も
、
む
っ
市
、
三
沢
市

、

八
戸
市
等
に
大
き

な
基
地
を
持
っ
て

い
ま
す
の
で
希
望
す
れ
ば
ほ
と
ん
ど

こ
れ
ら

の
郷
士
部
隊
に
勤
務
す
る
こ

と

が
で
き
ま
す
。

②
　
自
衛
隊
に
は
、
一
年

に
二
十
四
日

の

有

給

休

暇

が

あ

り

ま

す

。

（

も

ち

ろ

ん

土

曜

、

日

曜

、

祝

祭

日

は

休

み

で

す

。

そ

の

他

、

年

末

年

始

に

六

日

間

の

有

給

特

別

休

暇

が

あ

り

ま

す

）

こ

の

有

給

休

暇

か

ら

り

ん

ご

の

交

配

と

田

植

で

忙

し

い

五

月

中

、

下

旬

と

り

ん

ご

の

収

穫

と

、

稲

刈

で

忙

し

い

十

月

中

、

下

旬

に

は

そ

れ

ぞ

れ

十

日

以

内

の

援

農

休

暇

が

与

え

ら

れ

る

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。

③
　

郷

土

配

置

の

自

衛

官

は

、

国

家

公

務

員

の

特

別

職

の

俸

給

を

受

け

な

が

ら

り
ミ
。。。。、
　

Ｊ
も

で

き

ま

す

の

で

非

常

に
恵
ま
れ
て
お
り
、
自
衛
官
は
心
身

と

も
に
健
全
で
あ
り
、
身
分
が
保
証

さ
れ
て

い
る
の
で
お
嫁

さ
ん

の
候
補

者
も
多
い
現
状
で
す
。

④
　

自
衛
官
は
、
い
ろ
い
ろ
な
機
械
を

使
用
す

る
関
係
上
、
自
動
車
の
運
転

整
備
を
始

め
と
し

て
、
無
線
、
電
気

な
ど
広
範
囲
な
、
国
家
資
格
を
と
る

こ
と
が
で
き
ま
す
し

、
ま

た
技
術
を

修
得
す

る
機
会
に
も
恵

ま
れ
て
い
ま

す
の
で
、
近
代
農
業
の
経
営
上
自
衛

隊
で
修
得
し
た
技
術
は
大
い
に
活
用

で
き
ま
す
。

農
業
後
継
者
等
で
、
郷
土
配
置
を
希

望
し

農
繁
期
の
年
次
休
暇

を
希
望
す
る

方

は
、
申
し
込
み
用

紙
が
役
場
総
務
課

に
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

【写真……蓬田中 学校で行われた新築落成式i
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夕
引

揚
者

特
別

交

付

金
夕

請
求
も
れ
の
方
は
あ
り
ま
せ
ん
か

外
地

か
ら
引

き
揚

げ
ら
れ

た
方
で
、

ま
だ
特
別
交
付

金
を
申
請
し
て
い
な
い

方

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

せ
っ

か
く
交
付
金

を
受
け
る
権
利
が
あ

り
な
が
ら
昭
和
四

十
五
年
三
月
三
十

一

日

ま
で
に
請
求
せ

ず
に
い
ま
す
と
交
付

を
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

外
地
と
い
う
の
は
、
現
在
の
日
本
領

土
以
外
の
地
域

の
こ
と
で
、
沖

繩
や
小

笠
原
諸
島
は
含

ま
れ
ま
せ
ん
が
、
北
方

領
土
に
つ
い
て

は
歯
舞
、
色
丹
、
択
捉

国
後
の
各
島
は
外
地
に
含

ま
れ
ま
す
。

引

揚
者
特
別
交
付
金
を
請
求
で
き
る

方

は
次
の
①
か
ら
⑧
ま
で
の
方
で
す
。

①
　

一
般
地
域
…
昭
和
二
十
年
八
月
十

五
日
ま
で
一
年
以

上
外
地
に
生
活
の

本

拠
を
有
し
て
い
た
方

。

②
　

ソ
連
参
戦
地
域
・：
昭

和
二
十
年
八

月
九
日
ま
で
一
年
以

上
外
地

に
生
活

の
本
拠
を
有
し
て
い
た
方
。

③
　
終
戦
前
、
本
邦
滞
在
中

に
終
戦
と

な
り
、
再
渡
航
で
き

な
く
な
っ
た
方

で

、
外
地
に
一
年
以
上
生
活
の
本
拠

を
有
し
て
い
た
方
。

④
　
南
洋
群
島
居
住
者
・：
昭
和
十

八
年

十
月
一
日
ま
で
一
年
以
上
生
活

の
本

拠
を
有
し
て

い
た
方
。

⑤
　
連
合
国
在
住
者
・：
昭
和
十
六
年
十

二
月
八
日

ま
で
一
年
以

上
生
活
の
本

拠
を
有
し
て

い
た
方
（

交
換
船

に
よ

る
引

揚
者
）
。

⑥
　

満
州
国
開
拓
民
、
政
府
命
令
関
係

者
は
特
に
一
年
未
満
で
も

対
象

と
な

り
ま
す
。

⑦
　
の

か
ら
⑥
ま
で
の
引
揚
者
で
そ
れ

ぞ
れ
定
め
る
日
以

後
、
外
地
に
あ
る

間

に
死
亡
し
た
方

の
遺

族
。

⑧
　

引
揚
者
で
昭
和
四
十
二
年
七
月
三

十
一
日
以

前
に
死
亡
し
た
方
の
遺
族

支
給
さ
れ
る
金
額

は
下
表
の
と

お
り

で
す
。

こ
の
ほ
か
、
基
準
日
ま
で
八
年
以
上

生
活
の
本
拠

を
有
し
て
い
た
方
に
は
一

万
円
、
死

亡
者
の
遺

族
に
は
七
千
円
が

加
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
交
付
金
は
十
年
償
還

の

記
名
国
債
で
交
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

請
求
の
手
統
き
な
ど
、
く
わ
し
い
こ

と
に
つ
い
て
は
民
生
課
に
お
た
ず
ね
く

だ
さ
い
。

基準日における年令 引 揚 者 遺　　族

五卜五才以上 160,000円 112,000円

三十五才以上五十才未満 100,000 70,000

二十五才以上三十五才未満 50,000 35,000

二十才以上二十五才未満 30,000 21,000

二十才未満 20,000 14,000

お

く

さ

ま

メ

モ

買
い
も
の
す
る
と
き
は

物
を
買
う

と
き
に
汪
意

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
は
、
物

の
量
目
の
こ
と

で
や
。

お
金
の
大
切
な
こ
と

は
十
分
徹
底
し

て
い
ま
す
が
、
こ
の
お
金
と
物
を
取

り

換
え
る
と
き
、
そ

の
量

に
つ
い
て

は
甚

だ
関
心
が
薄

い
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
ま

す
。つ

り
銭

は
一
円

の
不
足
で
も
請
求

し

ま
す
が
、
量
目
の
不
足
を
請
求
す
る
こ

と
は
、
い
や
し

い
こ
と
で
あ
る
か
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
で
す

よ
く
考
え
て
み
る
と
量
目
の
不
足

は

お
金
を
多

く
支
払
っ

た
と

同
じ
で
量
目

の
不
足
の
分
を
請
求
し

な
い
と
い
う
こ

と
は
、
甚
だ
’。

。
　

い
る
こ
と
で
す

ま
た
、
密
封
商
品
の
表
記
量
目
を
注

意
し
て
見
て
い
る
人
も
少
な
い
よ
う
で

す
。

④
　
値
段
、
量
目
を
よ
く
考
え
ま
し

よ

④
　
袋
詰
商
品
は
、
量
目
の
表
記
の
あ

る
商
品
を
え
ら
び
ま
し
よ
う
。

④
　
内
容
量
が
明
示
し
て
あ
る
も
の
は

責
任
の
所
在
が
は
つ
き
り
し
て

い
る

の
で
、
目
方
の
ま
ち
が
い
が
少

な
い

も
の
で
す
。

④
　
一
山
、
一
袋
、
一
℡
、
一
箱
な
ど

の
見
か
け
買

い
は
で
き
る
だ
け
や
め

ま
し

よ
う
。

④
　
五
十
円
、
百
円
と

い
う
金
銭
買
い

は
や
め
て

、
必
要
量
だ
け
量
目
買
い

を
し
ま
し
よ
う
。

④
　
袋

、
う
す
皮
容
器
な
ど

の
風
袋
は

正
味
量
で
な
い
こ
と

に
注
意
し
ま
し

赤
ち
ゃ
ん
の
抱
き
ぐ
せ

赤

ち
ゃ
ん
が
泣

く
と

、
つ
い
抱
い
て

あ
や
し
た
く
な
る
も
の
で
す
。

と
く
に
赤

ち
ゃ

ん
に
は
、
本
能
的
に

抱

か
れ
た
い
と

い
う
気
持
ち
が
あ
り
ま

す

か
ら
、
抱

い
て
肌
と
肌
と
が
ふ
れ
合

い
愛
情
を
通
わ
せ

る
こ
と

は
よ
い
こ
と

で
す
。

し
か
し

、
泣
く
た
び
に
抱
き
ぐ

せ
を

つ
け
て
ゃ

る
と

、
神
経
質
で
甘
っ

た
れ

の
自
立
心
の
な
い
子
ど
も
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。

い
つ
も
抱
か
れ
た
り
お
ん
ぶ
さ
れ
た

り
し
て
い
る
赤
ち
ゃ

ん
は
、
床
に
お
ろ

さ
れ
る
と
泣
き
だ
し

た
り
し
ま
す
が
、

じ
つ
さ
い
は
赤
ち
ゃ
ん
も
、
静

か
な
床

の
中
が
、
い
ち
ば
ん
よ
い
安
息
所
な
の

で
す
。

抱
き
ぐ
せ
が
つ
い
た
赤
ち
ゃ

ん
で
も

二
、
三
日
泣
い
て
も
と
り
貪
わ
な
け
れ

ば
、
な
お
つ
て
く
る
も
の
で
す
。

そ
れ
に
は
、
家
中
の
協
力

が
た
い
せ

つ
で
す
。

市町村別テレビ普及状況
(世帯数は昭和40年 国調)

(44年３月31日現在)

世帯 数 普　　通 カ ラ ー 契 約 普 通･ カ ラ ー
契　約　合　計

契 約 数 契 約 数 普及率 契 約 数 普及率

青　森　市 53, 590 41,955 3, 021 5.6 44,976 83.9

蟹　田　町 1,395 1,218 25 1.8 1,243 89.1

平　内　町 3,480 3, 104 68 2.0 3,172 9凵

今　別　町 1,568 1,391 卩 1.1 1,408 89.8

蓬　田　村 968 877 13 |.3 890 91.9

平　舘　村 900 765 ６ 0.7 口1 85.7

三　厩　村 1,044 1,045 ８ 0.8 1,053 100.9
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－

税

金

一
　ロ

メ

モ
ー

住
　

宅
　

と
　

税
　

金

土
地
や
住
宅
な
ど
を

売
っ
た
場
合

土
地
や
住
宅
な
ど
を
売
っ
て
得
た
と

き
の
利
益

を
譲
渡
所
得
と
い
い
、
所
得

税
が
か
か
り
ま
す
。

こ
と

し
は
、
こ
の
譲
渡
所
得
の
課
税
が

大
幅

に
改
正
さ
れ
ま
し

た
。

譲

渡
所
得

は
、
こ
れ

ま
で

は
ほ
か
の
所

得
と
総
合
し
て
税
金

を
計
算
し
て
い
ま

し

た
が
、
昭
和
四
十
四
年
分
か
ら
は
、

ほ
か
の
所
得
と
切
り
離
し
て
計
算
す

る

「

分
離
課
税
」
の
方
法

に
変
わ
り
ま
す

し
か
し
、
四
十
四
年
分

に
つ
い
て

は
、

他

の
所
得
と
総
合
し
て
課
税
す
る
従
来

の
方
法
と
、
分
離
課
税
の
方
法
と

の
い

ず
れ

か
有
利
な
方
法
を
選
ん
で
申
告
す

る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

土
地
な
ど
を
、
五
年
を
こ
え

る
期
間

所
有
し
て
い

た
場
合
は
「
長

期
譲
渡
所

得
」
と
な
り
五
年
以
下

の
場
合

は
「
短

期
譲

渡
所
得
」
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
昭
和
四
十
四

年
四
月
八
日

ま
で

に
、
す
で
に
三
年
を
こ
え
て
も
っ

て
い

た
士
地
や
建
物

を
売
っ
た
場
合
に

も
、
長
期
譲
渡
所
得

に
な
り
ま
す
。

譲
渡
所
得
の
計
算

は
、
譲
渡
代
金

か

ら
、
売
っ
た
資
産
の
取
得
費
や
譲
渡

に

要
し
た
費
用

を
差
し
引

き
ま
す
。

取
得
費
の
計
算

は
、
譲
渡
代
金
の
五

％

と
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
実

際
の
取
得
費
の
方
が
五
％

相
当
額
よ
り

高
い
と
き

は
、
実
際
の
取

得
費

に
よ
る

こ
と

が
で
き
ま
す
。

長
期
譲
渡
所
得
の
税
金
は
、
こ
の
譲

渡
所
得

か
ら
特
別
控
除
百
万
円
を

差
し

引
き
、
こ
れ
に
税

率
を
掛
け
て
計
算
し

ま
す

。

税
率
は
、
四

十
六
年
ま
で

に
売
っ

た
場

合

は

Ｉ
〇
％

、
四
十

七
、
四
十
八
年
は

一
五
％

、
四

十
九
、
五
十
年
は
二
〇
％

で
す
。

短
期
譲
渡
所
得
の
税
金

は
、
最

低
で

も
四
〇
％
で

す
。

現
在
住
ん
で

い
る
住
宅
と
そ
の
敷
地

を

売
っ
た
場
合
に
は
、
長
期
、
短

期
を

問
わ
ず
一
千
万
円
の
特
別
控
除
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

そ
の
代

わ
り
、
土
地
や
建
物
を
売
っ

た
代
金
で
家

を
建
て
た
場
合
、
手
元

に

残
っ
た
金
額

に
だ
け
税
金
が
か
か
る
と

い
う
居

住
用
財
産
の
買
換
制
度
は
、
昭

和
四
十
四
年
限
り
で
廃
止
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
農
地
を
売
っ
て
他

の
農
地
を

買

い
換
え
る
と
か
、
店

舗
と
そ
の
敷
地

を
買

い
換

え
る
と
い
っ

た
よ
う
な
事
業

用
資
産
の
買
い
換
え

も
、
四
十
五
年
か

ら
は
大
幅
に
制
限
さ
れ

る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

土
地
な
ど
を
買
っ
た

場
合

倒
　
買

い
入
れ
た
土
地
や
住
宅
な
ど
を

登
記
す
る
と
き
は
登
録
免
許
税
が

か
か

り
ま
す
。

こ
の
税
率
は
、
売
買
に
よ
る
所
有
権
移

転
の
場
合
は
土
地
や
住
宅

の
固
定
資
産

税
評
価
額
の
五
％

、
住
宅
新
築
に
よ
る

保
存
登
記
の
場
合
は
固

定
資
産
評
価
額

の
〇

・
六
％

と
な
っ
て
い
ま
す
。

②
　

土
地
や
住
宅
な
ど
を
買
っ
た
り
建

て

た
場

合
は
不
動
産
取
得
税
（

県
税
）

が
か
か
り
ま
す
。
税
率
は
土
地
や
住
宅

の
固
定
資
産
税

評
価
額
の
三
％
で
す

。

な
Ｘ
　
　
　

ｙ

新
築
し
た
場

合
は
、
新

築
価
額
（
固
定
資
産
税
評
価
額
）

か
ら

百
五
十
万
円
が
特
別
控
除
さ
れ
ま
す
。

年
末
調
整
の
注
意
点

十
二
月
に

は
、
給
与
所
得
者
が
毎
月

納
め
て
い
る
源
泉
所
得
税

の
年
末
調
整

が
行
な
わ
れ
ま
す
。

こ
れ

は
、
給
与
の
支
払
者
が
そ
の
支

払
い
の
つ
ど
源
泉
徴
収
し
た
所
得
税
額

の
年
間

合
計
額
と
、
そ
の
給
与
総
額
に

対
す
る
年
税
額
と
の
差
額
訟
精
算
す
る

も
の
で
す
。

給
与
所
得
者
は
、
そ
の
年
最
後
の
給

与
の
支
給
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に

「
扶

養
控
除
等
異
動
申
告
書
」
と
「

保

険
料
控
除
申
告
書
」

を
、
給
与
の
支
払

者
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
申
告
書
が
正
し
く
記
載
さ
れ

ま
せ

ん
と
正
確
な
年
末
調
整
が
で
き

ま

せ
ん
か
ら
早
目
に
ご
準
備
く
だ
さ
い

。

受
信
料
は
ま
と
め
て

払
う
と
お
得
で
す

放
送
受
信
料
墜
（

ヵ
月
、
一
年
分
を

ま
と

め
て

お
支
払
い
に
な
る
と
、
割
引

に
な
る
う
え
、
わ
ず
ら
わ
し
く
な
い
の

で
便
利
で
す
。

ま
た
、
お
宅
の
預
金
口
座
か
ら
支
払

う
こ
と
が
で
き
る
便
利
な
自
動
振
替
制

度
も
あ
り
ま
す
。

く
わ
し
く
は
、
銀
行

、
信
用
金
庫
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
窓

囗
で
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い

放　送　受　信　料

６ヵ月分前納　　半 月 分 の 割引

12ヵ月分前納　　 １ヵ月分 の割引

６ヵ月分 12ヵ 月分

普 通 契 約 1,7 3 5 円 3,4 6 5 円

カ ラ ー 契 約 2,5 6 0 円 5, 11  5 円

く
ら
し
の
ヒ
ン
ト

歯
槽
膿
漏
を
防
ぐ
に
は

丈
夫
な
歯
は
健
康
の
第
一
条
件
で
す

が
、
歯
の
老
人
病
と
い
わ
れ
る
歯
槽
膿

漏
に
つ
い
て

。

こ
れ
は
、
齎
ま
ず
に
病
状
が
す
す
む

の
で
、
と
に
か
く
ほ
う
つ
て

お
か
れ
が

ち
で
す

が
、
つ
い
に
は
歯
が
抜
け
て
し

ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

さ
て
、
そ
の
対
策
は
、
ま

ず
歯
石
を

除
き
、
歯
を
清
潔
に
す
る
。

歯

を
み
が
く
と
き

、
ブ
ラ
シ
で
歯
ぐ

き

を
マ
ッ
サ
ー
ジ
す

る
の
も
よ

い
。

偏
食
を
さ
け
て

、
丈
夫
な
歯
に
し

ま

し
よ
う
。

ま
た
、
歯
の
か
み
あ
わ
せ
が
あ
わ
な

い
の
も
原
因
の
一
つ
で
す
。

か
み
あ
わ
せ
を
矯
正
し
、
欠
け
た
歯

は
す
ぐ
補
て

ん
し
て

お
く
こ
と
。

い
ず
れ
も
歯
槽
膿
漏
の
予
防
に
役
立

ち
ま
尹

。

時

計
の

買

い

方

扱
い

方

時
計
は
正
確
な
も
の
が
一

番
い
い
の

で
す
が
、
買
い
求
め
る
時
の
注
意
と
し

て
…
…

☆
　
置
き
場
所
を
考
え
て
、
形
を
き

め
る

☆
　
文

字
盤
の
見
や
す
い
も
の

☆
　

安
定
性
の
あ
る
も
の

☆
　

ゼ

ン

マ

イ

の
ま
わ
り
の
よ
い

も

の

ま
た
扱
い
方
に
よ
つ
て
も
ず
い

ぶ
ん

長
も
ち
す
る
も
の
で
す
。
そ
の
注
意
と

し
て

は
…
…

★
　

衝
撃
を
与
え
な
い

★
　

ほ
こ
り
、
湿
気
の
多
い
所

に
置

か
な
い

★
　

毎
日

一
定
時
に
ネ
ジ
を
ま

く

★
　

針
は
逆
回
転
さ
せ
な
い

★
　

急
に
温
度
の
変
化
を
与
え

な
い
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ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
旅
（
五
）

保
護
司

清
　

水
　

専
　

造

オ
　
ラ
　
ン
　
ダ

ダ
ム
（

堤
防
）
と
運
河

の
国
オ
ラ
ン

ダ
の
面
積
は
日
本
の
九
州
よ
り
一
回
り

少

さ
い
と
の
国
。
国
土
の
四
分
の
一
が

海
よ
り
低
く
浸

触
す
る
海

水
を
防
ぐ
た

め
い
た
る
処
に
ダ
ム
が
張

り
廻
ら
さ
れ

て

い
ま
す
。

此
の
国

に
入
っ
て
先
づ
驚

い
た
の
は
今

だ
に
茅
葺

の
家
は
処

々
に
見

ら
れ
る
事

自
転
車
の
多
い
事
で
し

た
。
自
転
車
に

つ
い
て

は
人

口
の
二
倍
、
一
人
で
二
台

ず
つ
持
っ
て
い
る
勘
定
で
若
い
者

は
も

と
よ
り
中
年

、
老
人
に
い
た
る
迄

さ
っ

そ
う
と
大
通

り
を
乗
り
廻
し
て

い
ま
す

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
市

こ
こ
で
の
宿
所

ヒ
ル
ト
ン

ホ
テ
ル
に

着
い

だ
の
は
午
後
三
時
頃
で
し
た
。

運
河
沿
い
の
ホ
テ

ル
入

口
に
バ
ス
が
横

付

に
な
っ
た
と
た
ん
赤

の
シ
ル
ク
（

ツ

ト
に
赤
の
フ
ロ
ッ

ク
コ
ー
ト
と
云
う
ぃ

で

た
ち
の
番
頭

が
さ
っ
と
飛
び
出
し
身

振
り
ょ
ろ
し
く
た
ど
く

し
い
日
本
語

で
「
さ
く
ら
さ
く
ら
や
よ
い
の
空
は
」

と

歌
い
だ
し
た
の
に
は
、
び
っ
く
り
し

ま
し

た
。

感
こ
も
ご
も
と
い
う
所

で
す
が
何
は
と

も
あ
れ
久
し
ぶ
り
の
日
本
の
歌
。
我
々

一
団
も
調
子
を
揃
え
て
合

唱
最
後
は
拍

手
を
も
っ
て
、
歓
迎
に
答
え
ま
し

た
。

こ
ん
な
外
国
で
、
よ
く
ま
あ
こ
の
歌

が

と
、
つ
く
ず
く
感
心
し
た
も
の
で
す
が

後
で
考
え
て
見
れ

ば
メ
キ

シ
コ
オ
リ
ン

ピ
ッ

ク
で
着
物
姿
の
お
嬢
さ
ん
達

が
入

場
す
る
時

に
も
演
奏
さ
れ
て
お
り
日
本

の
代
表
歌
み

た
い
に
な
っ
て

い
る
も

の

で
す

。
そ
れ

に
オ
ラ
ン
ダ
航
空
利
用
の

日

本
人
は
必
ず
此
処
に
降
り
る
も
の
で

す
か
ら
日
本
人
の
扱
い
方
は
充
分
心
得

て
い
る
わ
け
で
、
別
に
感
心
す

る
程
の

こ
と

も
あ

り
ま
せ
ん
。

而
し
当
座

は
大
い
に
感
心
し
、
大
い
に

気
を
良
く
し
て
中
に
は
い
り
ま
し

た
。

さ
て
中
に
入
っ
て
見
て
又
び
っ

く
り
。

モ
ダ
ン
な
広
い
ロ
ビ
ー
の
真
ん
中
に
焚

き
火
が
景
気
よ
く
燃
え
て
い
ま
す
。

製
材
業
と
云
う
商
売
柄
か
ら
、
ど
ん
な

木
を
燃
し
て
い
る
の
か
気
を
つ
け
て
見

ま
し
た
が
、
（

ツ
キ
リ
し

た
事
は
わ
か

り
ま
せ
ん
。
長
さ
二
尺
半
の
堅
木
の
製

材
雑
木
に
思
わ
れ
ま
し

た
。

こ
の
位
の
焚
き
火
で
あ
れ
ば
煙
も
相
当

の
は
ず
で
す
が
、
ジ
ョ
ウ
ゴ
を
逆

さ
に

し

た
様
な
大
き
な
煙
突
が
上
方
を
掩
っ

て

い
て
う
ま
い
具
合
に
吸
い
込

ん
で
少

し

も
煙

り
ま
せ
ん
。
私
達
の
村
で
も
家

の
中
で

の
焚
火
は
先
づ
見
ら
れ
な
い
。

今
日

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
会
の
中
で

お
目

に
か
か
る
と

は
全
く
思
い
も
か
け

な
い

こ
と
で
し
た
。
さ
て
ア

ム
ス
テ

ル
ダ
ム

は
近
郊
も
合
せ
て
人
ロ

ー
○
○
万
、
オ

ラ
ン
ダ
の
首
都
で
あ
り
古
く
は
十

六
、

七
世
紀

東
洋
、
ア

メ
リ
カ
に
縦
横
の
勢

威
を
振
っ
た
、
オ
ラ
ン
ダ
の
栄
光
を
象

徴
す
る
都
で
も
あ
り
ま
す
。

世
界
貿
易
の
中
心
地
ア
ム
ス
テ
ル
ダ

ム

を
こ
の
国
の
人
は
、
い
か
に
誇
り

と
し

て
い
た
か
と
云

う
事

は
、
ア

メ
リ
カ
の

現
在
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
開
拓
し

た
、

オ
ラ
ン
ダ
人
が
初
め
は
ニ
ュ

ー
ア

ム
ス

テ
ル
ダ
ム
と
名
付
て

い
た
事
で
も
う
か

が
わ
れ
ま
す
。

市
街
は
二
度
の
大
戦
に
も
破
壊
を
免
れ

四
本
の
半
環
状
運
河
に
囲
れ
た
地
域

は

独
特
の
風
光

を
保
ち
世
界

の
観
光
客
の

魅
力
と
な
っ
て
い
ま
す
。

所
で
こ
の
市

の
名
前
の
由
来
で
す

が
、

十
三
世
紀
初
め
ア

ム
ソ
テ
ル
候
が
こ
こ

に
来
て
城
と
堤
防
（
ダ

ム
）
を
築
い
た

所

か
ら
起
き
た
そ
う
で
す
が
他
の
地
域

同
様
こ
こ
も
海
面
よ
り
低
く
ダ
ム
な
し

で
は

た
ち
処
に
水
底

に
没
し
て
し

ま
う

の
だ
そ
う
で
す
。

こ
の

た
め
に
至
る
処
に
ダ

ム
や
排

水
の

運
河
が
設
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

市
内

の
運
河

の
長
さ

匸
一
〇
キ
ロ
、
巾

二
四

メ
ー
ト
ル
、
深
さ
三

メ
ー
ト
ル
で

低
地
か
ら
運
河
へ
の
排
水

に
は
、
お
な

じ
み
の
風
車
が
、
用
い
ら
れ
て
い
ま
し

「

写
真
…
…
ヒ
ル
ト

ン
ホ
テ
ル
運
河
」

た
が
　
　
　
　

今゙
で

は
観
光
用
専
門
に

な
り
、
電
動
ポ
ン
プ
が
そ
れ

に
代
っ
て

居
り
ま
す
。
運
河

は
排
水
だ
け
で
な
く

交
通
路
と
し
て

も
大

い
に
利
用
さ
れ
私

達
も
屋
根
を

ガ
ラ
ス
張
り

に
し

た
観
光

船
で
そ
の
上
を
往
来
し
ま
し

た
。

市

内

外

点

描

「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
」
ア

ム
ス
テ
ル
ダ

ム
の
空
港
に
降

り
立
つ
と

先
づ
、
目
に

つ
く
の

は
「
日

本
の
皆
さ

ま
に
ょ
う
こ

そ
」
と
云
う
日
本
語

の
看
板
で
す
。

な
つ

か
し
さ
に
釣
ら
れ
て

、
続
け
て
読

ん
で
み

た
ら
な
ん
と
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

の
宣

伝
文
で
し
た
。
市
内

に
も
日
本
語

の
広
告
が
、
所

々
に
見
ら
れ
ま
す

が
た

い
て

い
は
ダ
イ
ヤ
の
事
で
す
。
そ
れ
程

に
、
こ

こ
で
は
ダ
イ
ヤ
が
盛
ん
に
生
産

さ
れ
て

い
る
よ
う
で
す
。
実

際
の
所
は

ベ
ル
ギ
ー
が
本
場
な
の
で
す
が
観
光
客

は
集

る
所
宜
伝
の
う
ま
さ
か
ら
ア
ム
ス

テ

ル
ダ

ム
が

そ

の

株

を
奪

っ

て

い

る

様

な

案
配

で
す

宣

伝

サ

ー
ビ

ス

は

大
変

な

も

の
で

市

の

観

光
案

内
所

に
依

頼

す

る

と

無
料

で
工

場

を

見

学

す

る

事

が

出
来

ま

す

。
フ
（

ツ

ク
「

ウ

ス
」

観

光

船

に

乗

っ

て
元

オ
ラ

ン
ダ

東

印

度

会

社

ア

ム

ス

テ

ル

ダ

ム
銀

行

な

ど
歴

史

的

な

建

物

を
見

上

げ
乍

ら

運

河

を

進

ん

で
行

く

と

西

教

会

の

近

く

に

ア

ソ
ネ

フ

ラ

ソ

ク

の
隠

れ

住
ん

で

い

た

家

が

あ

り

ま
す

。

「

ア

ソ

ネ

の
日

記

」
　で

バ

ッ

ク
（

ウ

ス
と

呼

ん

で

い

た

所

で

運
河

に
面

し

た

四

五

階

建

の

ビ

ル

の
裏

側

に

あ

り

十
三

才

の
少

女

が

ナ

チ

の
目

を
逃

れ

こ

の

薄
暗

い

処

に
三

年

間

ひ

そ

ん

で

い
た
の
か
と
思
え

ば
、
思
わ
ず
目
頭
ら

が
う
る
ん
で
来
ま
す
。
「

チ
ュ
ー
リ
ッ

プ
」
ア

ム
ス
テ
ル
ダ
ム
空
港
の
税

関
の

注
意
書

に
「

バ
ル
ブ
」
の
持
出
し

に
関

し
て
と
い
う
項
目

が
あ
る
そ
う
で
す
。

バ
ル
ブ
は
球
根
の
事
で
こ
こ
は
も
ち
ろ

ん
チ
ュ

ー
リ
ッ
プ
の
そ
れ
で
す
。

た
か
が
球
根
ぐ
ら
い
の
事
な
の
で
す
が

そ
れ
程
こ

の
国
で
は
チ
ュ

ー
リ
ッ
プ
を

大
切
に
し
て
い
る
事
が
伺
わ

れ
ま
す
。

ケ
イ
ケ
ソ
ホ
ッ
ク
と
い
う
公
園
に
行
き

ま
し
た
が
そ
の
見
事
な
事
、
見
渡
す
限

り
が
、
チ
ュ

ー
リ
ッ
プ
畑
、
荘
観
の
一

語
に
っ
き

ま
す
。

フ
オ
ラ
ン
ダ
ム
も
マ
ル
ケ
ソ
島
ア

ム
ス

テ
ル
ダ
ム
か
ら
船
で
一
時
間

聿
オ
ラ

ン

ダ
風
俗
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て

い
る
と
云

わ
れ
る
マ
ル
ケ
ソ
島
が
あ
り
ま
す
。

住
民

は
日

常
も
昔
な
が
ら
の
す

そ
の
長

い
ふ
く
ら
ん
だ
ス
カ
Ｌ
卜
や
木
靴
な
ど

の

ロ
ー
カ
ル
カ
ラ

ー
豊
か
な
服
装
で
暮

し
て
お
り
建
物

組
は
運
河
の
（

ネ
橋
な

ど
も
い
か
に
も

士

フ
ソ
ダ
の
旧
舎
を
思

わ
せ
ま
す
。

島
の
中
に
は
オ
ラ

ン
ダ
陶
器
民

族
衣
装

木
靴
な
ど
売
っ

て
い
る
店
は
い
く
ら
も

あ
り
ま
し

た
が
こ
ん
な
も
の
は
せ
っ

か

く
の
素
朴

な
島

の
零
囲
気
を
そ
ん
な
様

な
気
が
し

ま
し
た
。

ア
イ
セ
ル
メ
ー
ダ
ム
過
去
何
世
紀

に
渉

り
朧
を
続
け

て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
の
国
土

を
知
る
上
に
於
て
外
海
に
続
い
て
い

る

ア
イ
セ
ル
湖
の
入

口
を
締
切
り
ノ
ー
ス

ホ
ラ
ン
ト
と
フ
リ
ス
ラ
ン
ト
を
結
ん

で

三
二
Ｋ

の
締
切
大
堤
防
は
一
見
に
値
い

し

ま
す
。

一
九
三

二
年
に
完
成
、
外
海
で
あ
る
ワ

ッ
デ
ン
海

の
荒
海
と
ア
イ
セ
ル
湖
の
穏

か
な
水
面
を
区
切
っ
て
巾
九
〇
米
の
堤

防
が
水
平

線
の
彼
方
ま
で
一
直
線
に
延

び
て
い

る
光
景
に
は
単
な
る
大
工
事
と

い

う
よ
り
は
自
然
に
挑
む
人
間
執
念
い

や
鬼
気

さ
え
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
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豊
水
放
談
２
４

う

ば

捨

て

今

昔

▲
　

も
う
こ
れ
以

上
若
い
者
に
、
わ
が

身
の
こ
と
で
苦
労
を
か
け

た
く
な
い
と

云
っ

て
身

を
つ
め
よ
う
と
す
る
。

そ
し
て

前
歯
を
石
う
す
に
ぶ
っ
っ
け
て

死

を
急
ぐ
と
い
う
の
が
、
深
沢
七
郎
の

「

楢
山
節
考
」
に
あ
る
。

日

本
の
昔
、
下

層
階

級
の
暗
い
一
面

で
あ
る
。

明
る
く
と
ら
え
れ
ば
「

後
進
に
道
を
ゆ

ず
る
」

こ
と
に
通
じ
る
か
も
知
れ
な
い

が
当
時
の
社
会
悲
劇
の
断
面
図
と
も
云

へ
よ
う
。

▲
　

人
々
の
記
憶
か
ら
は
消
え
去
ろ
う

と
す
る
頃
楢
山
節
考
が
映
画
に
も
な
っ

て
い
る
。

亡
く
な
っ

た
高
橋
貞
司
と
田
中
絹
代
が

演
じ
そ
の
年
の
演
技
賞
を
受
賞
し
て
い

る
。人

一
倍
親
孝
行
の
む

す
こ
を
案
じ
、

六
十
九
に
な
る
母
親
が
自
分
が
楢
山
に

行
け
ば
口
が
一
人
分
減
る
そ
れ
だ
け
暮

し
が
楽
に
な
る
。
む
す
こ
は
一
年
で
も

長
く
家
に
お
き
た
い
と
反
対
す
る
。

ば
あ
さ
ん
は
人
一
倍
達
者
な
前
歯
を
な

く
し
た
ら
口
減
ら
し
に
な
る
と
考
え
或

る
夜
ひ
そ
か
に
石
う
す
で
前
歯

を
も
ぎ

と
る
。
生
血
が
ふ
き
飛
ぶ
悽
惨

な
場
面

が
あ
る
。

▲
　

ば
あ
さ
ん
は
覚
悟
の
上
の
こ
と
で

冷
静
で
あ

る
が
、
む
す
こ
は
泣
く
７
Ｑ

ば
あ
さ
ん
を
お
ん
ぶ
し
屠
殺
場
に
引

か

れ
る
牛
の
如

く
楢
山

に
登
り
目
的
地
に

は
累

々
た
る
白
骨
と
く
さ
り
か
け

た
屍

の

Ｉ
角
に
お
ろ
し
、
も
っ
て
ぃ
っ

た
む

し
ろ
を
敷
き

、
こ
も
を
か
け
寒
さ
を
し

の
が
せ
、
正
月
と
こ
の
時
だ
け

し
か
っ

く
ら
な
い
白
い
ご
飯
の
お
に
ぎ
り
を
与

え
る
が
ば
あ

さ
ん

は
楢
山
に
醫
を
し

た

掟
を
守
り
、
無
言

の
手
ま
ね
で
「
有
難

い
く

。
こ

の
白
い

お
に
ぎ
り
が
一
つ

二
っ
あ
っ

た
と
て
ぃ
く
ら
生
き
の
び
れ

る
も
の
か
、
家

に
持
ち
帰
り
嫁

ご
や
孫

た
ち
に
与
え
て

お
く
れ
」

と
で
も
云
う

よ
う
で
あ
っ

た
。

死
の
間
ぎ
わ
ま
で
む
す
こ
を
案
じ
一
家

の
者
を
考
え

る
親

心
、
ふ
び
ん
と
云
え

よ
う
か
、
な
に
か
じ
ん
と
胸

を
剌
す
思

い
が
や

る
。

「
わ
て
を
案

じ
る
こ
と
な
い
ぞ
、
帰
り

は
決
し
て

後
を
ふ
り
む
く
じ
ゃ

な
い
ぞ

楢
山
さ
ん
の
罰
が
あ

る
で
…
…
。
」

こ
れ
も
手
ま
ね
で
云
う
よ
う
だ
っ

た
。

む
す
こ
は
泣

き
く

帰
り
途
ふ
り
返
り

見
ざ
る
か
、
見

る
か
苦
悶
の
場
面

、
登

り
に
は
引

返
す
こ
と
を
思
い
ば
あ
さ
ん

に
悟
さ
れ
苦
悶
の
登
り
下

り
が
こ
の
小

説
と
脚
色
に
よ
る
映
画
の
最
大
の
山
場

と
な
っ
て
い
る
。

そ

の
辺
が
演
技
賞
の

ポ
イ
ン
ト

の
よ
う

だ
。

盍
　
勿
論
小

説
で
あ
り
、
む
か
し
話
し

に
過
ぎ
な
い
で
し
ょ
う
が
、
今
は
な
ん

の
食
糧
に
も
こ
と
欠
か
な
い
。

古
米
、
古
々
米
、
新
米
と
ど
こ
の
倉
庫

も
米

の
山
で
う
な
っ
て
ぃ

る
。

米

が
余
っ
た
と
て
政
府
は
泣

い
て
い

る

如
何

に
し
た
ら
米
を
と
る
こ
と

を
や

め

さ
せ

る
か
を
考
え
て
い
る
。

全
く
馬
鹿
気
だ
こ
と
だ
。

囗
減
ら
し
な
ど
現
代
子
に
は
解

る
ま
い

然
し
型
の
変
っ

た
今
様
「
楢

山
節
考
」

う
ば
捨
て
が
あ
る
よ
う
だ
。

喰
う
物
が
有
り
余
っ
て
い
る
の
に
、
今

昔
物
語
り
と
は
こ
の
こ
と
だ
。

「
家
っ
き
、
カ
Ｌ
（
自
動
車
）
つ
き
、

げ
ば
ア

ー
抜
き
」
。
こ
ん
な
言
葉
が
流

れ
て
い
る
世
の
中
だ
。

年
寄
り
が
邪
魔

だ
と
て
養
老
院
に
、
子

供

の
教
育
の
邪
魔

に
な
る
か
ら
附
近
の

物
置
き
小
屋
へ
別
居
さ
す
。

口
で
は
教
育
だ
の
、
一
人
で

の
ん
び
り

暮
し

た
方
が
よ
い
と
か
な
ん
と

か
う
ま

い
こ
と
を
云
う
が
中
味
は
若
夫
婦
が
年

寄

り
が
い
な
い
毎
日
イ
チ
ヤ
モ
ソ
し

た

い
か
ら
に
外
あ

る
ま
い
。

▲
　
米
の
余
っ
て
い

る
期
だ
け
で
も
一

家
丸
く
な
っ
て
朧
一
っ
ぱ
い
笑
い
な
が

ら
喰

う
こ
と
だ
。

必
ず
米
の
足
り
な
い
と
き
も
来
る
。

「
人
間
と
云
う
動
物
は
朧
が
空
い
て
来

る
と

ギ
ク
く

し
、
と
が
っ
て
み

た
り

怒
り
っ
ぽ
く
な
る
も

の
だ
。
朧

一
っ

ぱ

い
の
と
き
は
人
間
は
丸
く

二
コ
く

す

る
も

の
だ
。

だ
か
ら
ど
こ
の
家
の
床
前
に
も
腹
の
で

張
っ

た
布
袋
様
を
飾
っ
て
い
る
で
は
な

い

か
、
あ
れ
は
腹

を
一
つ
ぱ
い
に
し
て

怒

る
な
よ
と
悟
し
て
い

る
の
だ
…
…
」

と
或

る
医

学
者
が
云
っ
て
い
る
。

そ
う
し
て
み
る
と

怒
っ
て
い
る

布
袋
様

を
み
た
こ
と
が
な
い
。
ほ
ん
と
う
の
よ

う

だ
。

一
家
何
人
い
よ
う
と
怒

る
も
の
、
と

が

る
も
の
、
皮
肉
る
も
の
が
な
い
と
一
家

は
亢
く
今
様
う
ば
捨
て
や
「
楢
山
節
考
」

な
ど
消
え
て
な
く
な
る
。

「
あ

る
と
き
の
米
の
飯
」
朧
一
つ
ぱ
い

で
「
上
を
見
、
下

を
見
」
暮
ら
し
た
ら

▲
　

昔
の
若
い
者
は
大
低
十
六
、
七
に

な

る
と
米
一
俵
、
青
縞

の
袋
一
本

グ
ル

メ
カ
し
た
も
の
だ
。

今
の
中
学
校
三
年
生
か
そ
れ
を
グ
ル
メ

カ
す
者
何
人
あ
る
だ
ろ

う
？

。

脱
穀
の
と
き
田

ん
ぼ
を
廻
っ
て
み
て
も

中
学
校
を
卒
業
し

た
十

八
、
九
の
若
い

者
で
も
袋
一
本
か
っ
ぐ

に
頭
を
後
地
に

っ
く
程
そ
ら
し
、
何
。凹
も
ス
ス
リ
上
げ

て
や
っ
と
か
っ
い
だ
ま
で
は
よ
い
が
フ

ラ
く

し
て
歩
け

な
い
様
の
者
も
見
う

け
ら
れ
る
。

今
は
力
よ
り
頭

だ
と
云
う
な
る
程
そ
う

か
も
知
れ
な
い
。

然
ら
ば
体
力
と
は
な
に
を
云
う
の
か
解

ら

な
く
な
る
。

今
は
や
り
の
パ
ソ
と
牛
乳
の
精
で
は
な

い

か
と
思
い
た
く
な
る
。

米

だ
け
の
偏
食
の
悪

い
こ
と
は
だ
れ
で

も
知
っ
て
い
る
。

だ

か
ら
と
て
パ
ソ
と

牛
乳
だ
け
で
な
く

て

は
な
ら
な
い
と
云
う
理
由
も
あ
る
ま

い

に
。

ア

メ
リ
カ
の
余
っ
た
パ
ソ
の
材
料
、

小
麦
紛
と
脱
脂
粉
乳
を
、
日
本
に
売
り

っ

る
け
宣
伝
に
乗
っ
て

は
い
な
い
だ
ろ

う

か
。

米
の
余
っ
て
い
る
今
日
、
米
産
地
の
学

校

が
パ
ソ
と
牛
乳
の
給
食
が
最
高
の
も

の
だ
と
考
え
る
指
導
者
が
あ
る
と

す
る

な
ら
ば

お
か
し
い
。

生
乳

な
ら
然
り
、
脱
脂
乳

に
小
量
の
ミ

ル
ク
を
投
合
し
て
作
っ

た
も
の
だ
。

生
徒

だ
か
ら
飲
む
し

大
人
は
飲
め
た
も

の
で

は
な
い
。

生
乳

の
味
を
知
っ
て

い
る
か
ら
。

▲
　
文
部
省
あ
た
り
が
パ
ソ
で
な
く
て

は
補
助
金
を
出
せ
な
い
と
云
う
。

米
が
余
っ
て
泣
い
て
い
る
農
林
省
と
話

合
い
を
し

た
ら
ど
ん
な
も
の
か
、
解
決

策
も
あ

る
だ
ろ
う
に
。

栄
養
価

を
出
す
厚
生
省
と
、
そ
れ
が
政

治
だ
ろ
う
。

こ
の
ま
Ｘ
だ
と
政
治

の
貧
因
に
泣
く

の

は
国
民
だ
け
だ
。

農
家
の
仕
事
は
昼

を
パ
ソ
と
牛
乳

だ
け

で

は
仕
事
に
な
る
ま
い
。

こ
れ

か
ら
の
若
い
後
継
者
た
ち
が
パ
ン

と
牛
乳
に
な
つ
み

、
昼
食
と
し
た
ら
親

父

族
は
出
来
ま
い
。

食

生
活
で
両
者
に
分

か
れ
摩
擦
が
生
ず

る
の
は
必
然
と

な
る
。

第
二

の
「
楢
山
節
考
」
が
生
じ
な
い
と

も
限
ら
な
い
。

そ
れ
等
を
う
ま
く
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す

る

の
も
教
育
の
一
つ
で
あ

る
。

ま
し
て
社
会
教
育
の
任

に
あ
た
る
も
の

大
き

な
役
割
と
云
え

よ
う
。

明

る
く
、
ゆ
た
か
な
、
住
み
よ
い
、
こ

れ
が
わ
が
村
の
憲
章
で
あ
る
。

憲
章
を
順
守
す
る
に
も
今
様
「

楢
山
節

考
」

だ
け

は
出
し
た
く

な
い
も
の
だ
。

【
一
九
六
九
、
十

】
、

匸
記
）

第68 号 蓬田村公民館報 蓬　　　門 昭和44年12月10日 【 水疱 日】 【 ６ 】


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6

