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▲「地震に対する10の備え」東京消防庁ホームページより引用
　https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/bou_topic/jisin/sonae10.htm
　上記URL か右のQRコードからご覧いただけます。

　
地
震
に
対
す
る

　
日
頃
の
備
え

　

一
月
一
日
午
後
四
時
十
分
頃

石
川
県
能
登
地
方
を
震
源
と
す

る
最
大
震
度
七
の
地
震
が
発
生

し
ま
し
た
。
一
月
二
十
三
日
時

点
で
二
三
三
人
の
方
が
亡
く
な

ら
れ
ま
し
た
。

　

年
末
年
始
の
休
暇
等
で
実
家

に
帰
省
し
被
害
に
遭
わ
れ
た
方

も
多
く
、
新
し
い
年
が
明
け
た

早
々
に
こ
の
よ
う
な
災
害
が
発

生
し
た
こ
と
に
驚
き
が
隠
せ
ま

せ
ん
。

　

麻
績
村
内
で
も
震
度
四
を
観

測
し
、
大
き
い
揺
れ
に
恐
怖
を

感
じ
た
方
も
多
か
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

災
害
は
忘
れ
た
こ
ろ
に
や
っ

て
く
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
、
普

段
か
ら
備
え
を
し
っ
か
り
し
、

慌
て
ず
に
対
処
す
る
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。

　

下
図
は
東
京
消
防
庁
よ
り
出

さ
れ
て
い
る
地
震
に
対
す
る
十

の
備
え
で
す
。
大
切
な
こ
と
は
、

で
き
る
こ
と
を
で
き
る
範
囲
で

実
施
す
る
こ
と
で
す
。
基
本
的

な
こ
と
で
す
が
、
再
度
確
認
し

ま
し
ょ
う
。

聖 風山
　

新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染

症
が
二
類
か
ら

五
類
と
な
り
初

め
て
の
お
正
月
、

久
し
ぶ
り
に
家

族
が
揃
い
一
家

団だ
ん

欒ら
ん

の
時
を
過

ご
さ
れ
た
ご
家
庭
も
多
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。

　

そ
ん
な
中
、
元
旦
に
は
能
登

半
島
を
震
度
七
の
地
震
が
襲
い

多
く
の
尊
い
命
が
失
わ
れ
て
い

る
。
ご
冥
福
を
お
祈
り
す
る
と

共
に
、
被
災
さ
れ
た
皆
様
の
お

見
舞
い
と
一
日
も
早
い
復
旧
、

復
興
を
願
う
。

　

幸
い
に
し
て
麻
績
村
は
比
較

的
大
き
な
災
害
に
出
会
う
こ
と

は
無
く
過
ご
し
て
い
る
が
い
つ

大
き
な
災
害
が
起
こ
る
か
わ
か

ら
な
い
。
準
備
や
備
え
を
忘
れ

な
い
よ
う
日
頃
の
心
構
え
や
訓

練
を
大
事
に
し
た
い
と
思
う
。

　

辰
年
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
変

革
、
転
機
」
や
「
激
動
」
だ
と

の
事
、
時
代
が
動
く
年
、
大
き

な
出
来
事
が
起
こ
る
と
予
想
さ

れ
、
こ
れ
ま
で
の
努
力
が
実
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
夢
が
か
な
い
や

す
い
年
に
な
る
こ
と
を
願
う
。

（
公
民
館
長
）
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保
育
園
ど
ん
ど
焼
き

　

麻
績
保
育
園
で
一
月
十
日
に

ど
ん
ど
焼
き
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
好
天
に
恵
ま
れ
、

青
空
の
下
み
ん
な
で
元
気
よ
く

や
ぐ
ら
を
作
り
ま
し
た
。

　

火
を
つ
け
る
と
勢
い
よ
く
燃

え
る
炎
と
、
時
折
竹
の
破
裂
す

る
「
パ
ー
ン
」
と
い
う
大
き
な

音
に
子
ど
も
た
ち
は
び
っ
く
り

し
て
い
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
お
餅
を
み
ん
な
で

お
い
し
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
今
年
一
年
、
風
邪
や
感
染
症

に
負
け
ず
元
気
に
過
ご
せ
ま
す

よ
う
に
…
」
そ
ん
な
思
い
を
胸

に
、
元
気
に
駆
け
回
る
園
児
の

姿
に
成
長
を
感
じ
ま
し
た
。

　
保
育
園
そ
り
遊
び

　

麻
績
保
育
園
は
一
月
十
七
日

に
そ
り
遊
び
を
聖
高
原
ス
キ
ー

場
で
行
い
ま
し
た
。
雪
不
足
で

あ
っ
た
今
年
の
冬
で
し
た
が
、

園
児
の
み
ん
な
の
願
い
が
通
じ

た
の
か
、
前
日
に
ま
と
ま
っ
た

雪
が
降
り
当
日
は
晴
れ
て
絶
好

の
天
気
と
な
り
ま
し
た
。

　

三
、
四
歳
児
が
ス
キ
ー
場
Ｃ

コ
ー
ス
、
五
歳
児
が
そ
り
コ
ー

ス
に
別
れ
て
楽
し
く
遊
び
ま
し

た
。

　

そ
り
コ
ー
ス
で
は
、
五
歳
児

の
み
ん
な
が
、
急
斜
面
で
の
ス

ピ
ー
ド
を
楽
し
み
、
一
時
間
程

度
遊
ん
だ
ら
み
ん
な
く
た
く
た

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、

聖
食
堂
で
水
分
補
給
す
る
と
ま

た
元
気
が
復
活
し
て
急
な
坂
を

何
度
も
の
ぼ
り
た
っ
ぷ
り
二
時

間
楽
し
み
ま
し
た
。

　

最
初
は
一
人
ず
つ
そ
り
に
乗

っ
て
い
ま
し
た
が
、
次
第
に
お

友
達
同
士
で
そ
り
を
連
結
し
て

楽
し
む
子
ど
も
も
い
ま
し
た
。

い
つ
も
は
お
昼
寝
を
し
な
い
年

長
さ
ん
も
さ
す
が
に
疲
れ
た
の

か
、
バ
ス
の
中
で
は
終
始
無
言

と
な
り
、
う
と
う
と
す
る
子
が

何
人
も
い
ま
し
た
。

　

保
育
園
に
戻
っ
て
き
て
か
ら

は
遊
戯
室
で
お
家
か
ら
持
っ
て

き
た
お
弁
当
を
お
い
し
そ
う
に

食
べ
、
満
足
し
た
様
子
を
見
せ

て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
二
歳
児
は
、「
け
や

き
公
園
」
で
そ
り
遊
び
を
楽
し

み
、
一
歳
児
は
園
庭
で
雪
遊
び

を
楽
し
み
ま
し
た
。
頬
を
赤
ら

め
、
楽
し
そ
う
な
笑
顔
が
印
象

に
残
り
ま
し
た
。

　
餅
つ
き
誕
生
会

　

一
月
二
十
四
日
、
麻
績
保
育

園
で
餅
つ
き
誕
生
会
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

毎
年
恒
例
と
な
っ
て
い
る
餅

つ
き
誕
生
会
は
全
園
児
で
実
施
。

遊
戯
室
で
杵
（
き
ね
）
と
臼
を

使
っ
て
、
組
ご
と
に
分
か
れ
、

一
人
ず
つ
大
き
な
杵
を
持
っ
て
、

順
番
に
一
人
ず
つ
餅
つ
き
を
し

ま
し
た
。

「
よ
い
し
ょ
！
」
の
掛
け
声
で

み
ん
な
重
い
杵
を
一
生
懸
命
振

っ
て
い
ま
し
た
。

　

で
き
た
お
餅
は
、
柳
の
木
に

稲
花
（
い
な
ば
な
）
と
し
て
飾

り
ま
し
た
。
麻
績
村
の
伝
統
食

に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
貴
重

な
体
験
と
な
り
ま
し
た
。

▲勢いよく燃えるやぐら

▲二人なら怖くない！

▲スノーボーダー現る

▲重たいけど一人でできるよ

▲疲れたけど楽しかったね

　
　
　
冬
の
麻
績
保
育
園
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ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ

　「
カ
ロ
ー
リ
ン
グ
」
体
験

　

～
第
九
回
麻
績
学
級
～

　

一
月
二
十
五
日
、
第
九
回
麻

績
学
級
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ

カ
ロ
ー
リ
ン
グ
を
楽
し
み
ま
し

た
。

「
カ
ロ
ー
リ
ン
グ
」
は
、
氷
上

の
ス
ポ
ー
ツ
「
カ
ー
リ
ン
グ
」

か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
平
成
五
年

に
誕
生
し
た
イ
ン
ド
ア
ス
ポ
ー

ツ
（
室
内
競
技
）
で
す
。

　

三
対
三
で
「
ジ
ェ
ッ
ト
ロ
ー

ラ
」
と
呼
ば
れ
る
ス
ト
ー
ン
に

ロ
ー
ラ
ー
が
つ
い
た
物
を
交
互

に
投
げ
、
九
メ
ー
ト
ル
先
の
ポ

イ
ン
ト
ゾ
ー
ン
の
点
数
を
競
う

競
技
で
す
。

▲真剣な表情で練習

▲微妙な力加減が必要です

　

年
齢
・
性
別
・
体
力
に
関
係

な
く
気
軽
に
競
技
で
き
る
の
が

魅
力
で
す
。

　

参
加
し
た
皆
さ
ん
は
、
公
民

館
職
員
よ
り
ル
ー
ル
説
明
を
受

け
た
後
、
早
速
ジ
ェ
ッ
ト
ロ
ー

ラ
を
投
げ
る
練
習
を
し
ま
し
た
。

思
う
よ
う
に
い
か
ず
、
真
っ
す

ぐ
投
げ
る
の
に
苦
労
し
て
い
ま

し
た
。
い
ざ
試
合
が
始
ま
る
と
、

な
か
な
か
ポ
イ
ン
ト
ゾ
ー
ン
へ

届
か
な
い
な
ど
最
初
の
う
ち
は

難
し
そ
う
で
し
た
が
、
回
数
を

重
ね
る
う
ち
に
上
達
し
て
い
ま

し
た
。
み
ん
な
笑
顔
で
楽
し
そ

う
に
プ
レ
イ
し
て
い
る
姿
が
印

象
的
で
し
た
。

　

来
年
度
も
誰
で
も
気
軽
に
で

き
る
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
を
積
極

的
に
取
り
入
れ
て
い
き
ま
す
。

　
公
民
館
古
典
講
座

　「
源
氏
物
語
」
の
時
代

　
を
生
き
る

　

―
紫
式
部
と
藤
原
道
長
―

　

公
民
館
で
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河

ド
ラ
マ
で
現
在
放
送
中
の
紫
式

部
や
藤
原
道
長
に
関
す
る
古
典

作
品
や
、
そ
の
背
景
に
あ
る
お

話
な
ど
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く

古
典
講
座
を
次
の
日
程
で
開
催

し
ま
す
。

　

多
く
の
皆
さ
ん
の
ご
参
加
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

●
日
時

　

三
月
二
日
（
土
）

　
　

午
前
十
時
～
正
午

●
場
所

　

麻
績
村
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

　

三
階
ホ
ー
ル

●
入
場
料

　

無
料

●
講
師

　

信
州
大
学　

教
育
学
部

　

教
育
学
系

教
授　

西　

一
夫
先
生

●
申
込
方
法

　

二
月
二
十
九
日
（
木
）
ま
で

に
、
麻
績
村
公
民
館
（
六
七

-

二
二
四
〇
）
へ
お
申
し
込

み
下
さ
い
。

　
麻
績
か
る
た
よ
り

　

～
麻
績
村
ト
リ
ビ
ア
～

い
一
番
の

　

信
濃
札
所
や

　

法
善
寺

　

寺
社
仏
閣
な
ど
の
霊
場
を
め

ぐ
る
こ
と
を
巡
礼
、
参
拝
し
お

札
を
納
め
た
り
受
け
取
る
所
を

札
所
（
ふ
だ
し
ょ
）
と
言
う
そ

う
で
す
。
長
野
県
に
は
「
信
濃

三
十
三
番
札
所
」
と
い
う
観
音

巡
礼
コ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
一
番
札
所
が
上
町
の
法
善
寺
。

と
言
っ
て
も
番
号
順
に
回
ら
な

け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
は
無

い
よ
う
で
す
が
、
二
番
札
所
は

同
じ
く
上
町
、
信
濃
観
月
苑
裏

山
の
宗
善
寺
。
三
番
は
筑
北
村

坂
井
の
岩
井
堂
、
十
五
番
が
筑

北
村
坂
北
の
岩
殿
寺
、
十
七
番

　

市
野
川
に
「
馬
」
の
文
字
が

壁
に
書
か
れ
た
土
蔵
が
あ
り
ま

す
。
か
つ
て
馬
は
重
要
な
交
通
、

運
搬
手
段
で
し
た
。
宿
場
町
に

は
必
ず
「
馬
宿
（
う
ま
や
ど
）」

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
市
野
川

の
馬
宿
跡
周
辺
に
は
市
野
川
神

社
一
の
鳥
居
、
高
札
場
跡
、
火

の
見
や
ぐ
ら
が
あ
り
、
か
つ
て

の
に
ぎ
わ
い
が
思
い
え
が
か
れ

ま
す
。

筑
北
村
東
条
関
昌
寺
、
二
十
番

松
本
市
会
田
長
安
寺
と
、
近
く

に
六
ヵ
所
も
あ
る
の
で
す
。
気

軽
に
車
で
め
ぐ
っ
て
み
ま
し
ょ

う
か
？　

御
朱
印
集
め
も
楽
し

そ
う
で
す
。

う
馬
の
宿

　

壁
に
残
せ
し

　

店
の
名
を



⑤　館報おみ　2024.1

▲一年の計は始業式にあり

▲いらっしゃいませー ▲おいしくできました

麻
績
小
学
校

　

ク
ラ
ス
で
考
え
工
夫
す
る

　

二
年
生　

生
活
方
学
習

　

二
年
生
で
は
、
生
活
科
の
学

習
で
春
か
ら
育
て
て
い
た
ポ
ッ

プ
コ
ー
ン
を
自
分
た
ち
の
手
で

調
理
し
、
校
内
で
販
売
し
ま
し

た
。

　

ポ
ッ
プ
コ
ー
ン
の
調
理
は
思

っ
た
以
上
に
難
し
く
、
練
習
で

は
焦
が
し
て
し
ま
っ
た
り
、
味

が
濃
か
っ
た
り
と
課
題
が
た
く

さ
ん
で
し
た
が
、
子
ど
も
た
ち

飾
り
付
け
を
し
ま
し
た
。

　

販
売
日
に
は
、
呼
び
か
け
係

が
作
成
し
た
看
板
を
持
っ
て
学

校
中
に
呼
び
か
け
を
し
、
レ
ジ

係
は
お
つ
り
の
計
算
や
販
売
数

の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
ま
し
た
。

事
前
の
ポ
ス
タ
ー
で
の
呼
び
か

け
効
果
も
あ
り
、
ポ
ッ
プ
コ
ー

ン
は
す
ぐ
に
売
り
切
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

だ
ん
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
落
ち

て
し
ま
い
、
勉
強
が
身
に
つ
い

て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
、

ス
キ
マ
時
間
に
し
っ
か
り
や
る
、

集
中
が
切
れ
た
ら
休
む
、
な
ど

工
夫
し
た
い
で
す
。

　

生
徒
会
は
や
り
が
い
を
持
っ

て
、
勉
強
は
切
り
替
え
な
が
ら
、

身
に
つ
く
勉
強
を
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

一
年
の
仕
上
げ

三
年
　
佐
藤
　
蒔
倖

　

私
は
三
年
生
に
な
っ
て
か
ら
、

自
分
の
こ
れ
か
ら
の
進
路
に
つ

い
て
考
え
る
こ
と
が
多
く
な
り

ま
し
た
。

　

一
、
二
学
期
で
は
、
自
分
の

行
き
た
い
高
校
に
向
け
て
、
勉

強
に
努
力
し
て
き
ま
し
た
。
そ

し
て
三
学
期
は
受
験
で
す
。
家

や
学
校
な
ど
、
ど
こ
で
も
時
間

を
気
に
し
て
、
や
る
こ
と
は
や

り
、
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
に

も
時
間
が
使
え
る
よ
う
有
効
的

に
使
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
最

後
の
三
学
期
は
、
自
分
の
力
で

志
望
校
に
合
格
し
、
み
ん
な
で

笑
っ
て
卒
業
で
き
る
よ
う
に
私

に
で
き
る
こ
と
を
精
一
杯
や
っ

て
悔
い
の
残
ら
な
い
学
期
に
し

た
い
で
す
。

　

販
売
終
了
後
に
は
、「
イ
エ

ー
イ
！
」
と
み
ん
な
で
喜
び
ま

し
た
。
売
上
金
は
、
ク
ラ
ス
の

お
楽
し
み
会
で
プ
レ
ゼ
ン
ト
交

換
を
行
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の

費
用
に
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　

自
分
た
ち
で
考
え
、
工
夫
し

て
い
く
子
ど
も
達
。
次
は
ど
ん

な
こ
と
を
計
画
す
る
の
か
楽
し

み
で
す
。

筑
北
中
学
校

　

三
学
期
に
頑
張
っ
て

　

い
き
た
い
こ
と

一
年
　
渡
邉
　
花
音

　

私
が
三
学
期
に
頑
張
り
た
い

事
は
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
目

は
、
テ
ス
ト
勉
強
で
す
。
今
年

は
一
、
二
学
期
に
計
画
的
に
テ

ス
ト
勉
強
が
で
き
な
か
っ
た
の

で
、
三
学
期
は
工
夫
し
て
勉
強

し
て
い
き
た
い
で
す
。
二
つ
目

は
、
時
間
を
見
て
行
動
す
る
こ

と
で
す
。
い
つ
も
ぎ
り
ぎ
り
に

な
っ
て
、
授
業
中
に
物
を
取
り

に
行
く
こ
と
な
ど
が
た
く
さ
ん

あ
る
の
で
、
時
計
を
見
て
行
動

す
る
く
せ
を
つ
け
て
、
授
業
に

遅
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
き
た

い
で
す
。

　

あ
と
三
ヶ
月
で
二
年
生
に
な

り
、
先
輩
に
な
り
ま
す
。
後
輩

に
正
し
い
中
学
生
と
し
て
中
学

校
の
こ
と
を
教
え
て
い
け
る
よ

う
に
、
三
学
期
の
目
標
を
達
成

で
き
る
よ
う
に
頑
張
っ
て
い
き

た
い
で
す
。

　

三
学
期
頑
張
り
た
い
こ
と

二
年
　
宮
下
　
結
雅

　

僕
は
三
学
期
で
は
生
徒
会
と

勉
強
に
力
を
入
れ
た
い
と
思
い

ま
す
。
三
学
期
は
、
分
か
ら
な

い
所
を
最
上
級
生
か
ら
し
っ
か

り
教
わ
り
、
令
和
六
年
度
生
徒

会
の
土
台
を
し
っ
か
り
作
り
た

い
で
す
。
二
つ
目
の
勉
強
は
、

今
年
か
ら
受
験
生
と
な
り
、
テ

ス
ト
も
多
く
な
り
ま
す
。
自
分

で
は
継
続
し
て
い
て
も
、
だ
ん

自
身
で
ど
う

し
た
ら
い
い

の
か
を
考
え
、

買
う
人
に
気

持
ち
よ
く
買

っ
て
い
た
だ

け
る
よ
う
に

工
夫
す
る
こ

と
が
で
き
ま

し
た
。
ポ
ッ

プ
コ
ー
ン
を

入
れ
る
袋
に

は
、
喜
ん
で

も
ら
う
た
め

に
折
り
紙
で

キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
を
作
成
し
、
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相
撲
と
麻
績
の
事
跡

（
そ
の
三
）

　

四
本
柱
土
俵
に
つ
い
て

「
し
ほ
ん
ば
し
ら
ど
ひ
ょ
う
」

と
い
う
。
相
撲
場
で
、
東
西
南

北
の
四
隅
に
柱
を
立
て
た
土
俵

の
こ
と
で
あ
る
。
柱
に
は
東
が

青
・
西
が
白
・
南
が
赤
・
北
に

は
黒
の
布
を
ま
い
て
い
た
。

　

大
相
撲
で
は
、
昭
和
二
十
七

（
一
九
五
二
）
年
の
秋
場
所
か

ら
、
四
本
柱
を
廃
止
し
て
、
神

明
造
り
の
吊
り
屋
根
と
し
、
四

隅
に
青
・
赤
・
白
・
黒
の
房
を

下
げ
て
伝
統
を
残
置
し
て
い
る
。

　

こ
の
四
色
は
、
中
国
古
来
の

哲
理
、
万
物
の
生
成
を
説
く
五

行
思
想
や
天
の
四
方
を
つ
か
さ

ど
り
、
東
西
南
北
の
四
方
を
固

め
る
、
青
竜
（
せ
い
り
ょ
う
・

東
方
）・
白
虎
（
び
や
つ
こ
・ 

西
方
）・
朱
雀
（
し
ゆ
じ
や
く 

・
南
方
）・
玄
武
（
げ
ん
ぶ
・

北
方
）
の
四
神
説
に
由
来
す
る
。

　

こ
の
四
神
は
、
相
撲
の
始
祖

神
建
御
名
方
命
（
た
け
み
な
か

た
の
み
こ
と
）
を
祀
る
諏
訪
大

社
の
十
余
説
あ
る
と
い
う
御
神

柱
の
由
来
の
一
つ
で
も
あ
る
。

七
世
紀
末
頃
の
貴
人
の
墓
と
推

定
さ
れ
て
い
る
高
松
塚
古
墳
の

壁
画
に
も
四
神
が
描
か
れ
て
い

る
。

　

地
鎮
祭
（
と
こ
し
ず
め
の
ま

つ
り
・
じ
ち
ん
さ
い
）
で
は
、

四
隅
に
斎
竹
（
い
み
だ
け
※
麻

績
村
で
は
冬
青
（
そ
よ
ご
））

を
立
て
て
注
連
縄
を
巡
ら
す
な

ど
、
四
本
柱
と
共
通
の
思
想
で

あ
る
。

　
「
四
本
柱
土
俵
證
状
之
事
」

　

こ
れ
は
、
上
井
堀
区
に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
古
文
書
の
標
題
で

あ
る
。

　

江
戸
末
期
の
安
政
五
（
一
八

五
八
）
年
、
本
朝
相
撲
司
御
行

司
廿
二
代
吉
田
豊
後
守
追
風
、

敷
二
位
左
中
将
殿
家
木
村
若
狭

守
正
規
、
日
本
角
力
行
司
目
附

十
三
代
木
村
庄
之
助
正
輝
（
落

款
）
の
連
名
で
発
給
さ
れ
て
い

る
。

　

宛
名
は
、「
信
州
筑
摩
郡
上

井
堀
当
日
世
話
人
中
」
と
あ
る

が
、「
免
状
臼
井
九
右
清
門
取

次
当
日
世
話
人
中
」
と
の
添
え

書
き
も
あ
る
。

　

本
文
は
、「
一
、
其
御
村
方

御
鎮
守
太
神
宮
神
社
御
祭
禮
之

節
四
本
柱
土
俵
之
式
此
度
相
收

取
立
置
候
処
處
實
正
也
神
事
之

砌
其
筋
江
相
達
未
々
至
迄
永
々

違
変
無
之
様
幾
久
敷
可
被
相
用

候
猶
亦
外
同
職
之
者
罷
越
候
共

右
四
本
柱
土
俵
江
而
取
揃
致
間

敷
事
為
念
免
状
仍
而
如
件
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。

　

田
舎
の
神
社
で
江
戸
相
撲
と

同
じ
四
本
柱
の
免
許
土
俵
を
築

き
奉
納
相
撲
が
挙
行
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
麻
績
の
相
撲
史

に
残
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

　

土
俵
の
神
々

　

土
俵
の
東
西
南
北
は
、
四
本

柱
土
俵
の
項
で
記
し
た
よ
う
に

四
神
で
守
ら
れ
て
い
る
。
吊
り

屋
根
は
伊
勢
神
宮
と
同
じ
神
明

造
り
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
四

色
の
厄
除
け
の
房
を
下
げ
る
。

神
饌
三
品
は
、
水
・
塩
・
洗
米

で
あ
る
。

に
徳
俵
で
蹲そ

ん

踞き
ょ

・
拍
手
・
両
手

を
左
右
に
開
き
掌
を
上
に
帰
す

塵ち
り
ち
ょ
う
ず

手
水
と
い
う
清
め
の
儀
式
が

行
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
塩
を
土

俵
に
ま
い
て
汚
れ
を
除
く
。
四し

股こ

は
、
力
士
が
土
俵
で
す
る
準

備
運
動
だ
と
い
う
が
、
悪
霊
を

踏
み
鎮
め
る
と
い
う
説
も
あ 

る
。
軍
配
（
団
扇
）
は
、
神
主

が
持
つ
笏し

ゃ
く

と
も
い
え
る
。
勝
負

を
判
定
す
る
行
司
の
装
束
は
神

主
の
束
帯
姿
に
似
る
。

　

土
俵
は
場
所
ご
と
に
築
き
直

さ
れ
、
神
を
迎
え
大
相
撲
の
無

事
を
祈
る
儀
式
「
土
俵
祭
」
が

行
わ
れ
る
。
こ
の
祝
詞
奏
上
で

相
撲
の
守
護
神
と
し
て
、
戸
隠

神
社
奥
社
に
祀
る
天あ

ま
の
た
ぢ
か
ら
お
の
み
こ
と

手
力
雄
命

を
迎
え
る
。

　

令
和
五
年
大
相
撲
秋
場
所
の

「
土
俵
祭
」
は
九
月
九
日
に
行

わ
れ
、
約
四
〇
〇
名
が
来
場
し

た
。
秋
巡
業
大
相
撲
松
本
場
所

で
は
十
月
六
日
四
〇
名
が
祈
り

を
捧
げ
た
。
こ
の
よ
う
に
神
聖

な
土
俵
で
大
相
撲
は
挙
行
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。次

号
に
続
く

［
寄
稿
］信
濃
史
学
会
会
員

飯
森　

忠
幸

▲上井堀区所蔵の「四本柱土俵證状之事」の写し

　

力
士
は
、
仕
切
り

の
前
に
清
め
の
水
を

使
う
。
力
水
、
化
粧

水
と
も
い
う
。
こ
れ

は
、
社
寺
で
参
拝
の

前
に
行
う
手
水
に
似

る
。
相
州
（
相
模
・

神
奈
川
県
）
大
山
の

石
尊
権
現
は
慈
雨
の

神
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

相
撲
道
の
上
で
は

「
力
水
の
神
」
と
解

釈
さ
れ
て
い
る
。

　

上
田
市
長
瀬
に
あ

っ
た
雷
電
入
門
の
浦

風
部
屋
道
場
の
あ
っ

た
所
が「
石
尊
の
辻
」

と
い
う
。

　

力
士
が
土
俵
に
上

が
り
、
取
り
組
む
前
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　「
冬
の
お
話
会

　
～
心
を
つ
な
ぐ
音
楽
と

　
遊
び
歌
～
」
開
催

　

ラ
イ
ア
ー
指
導
者
の
下
形
和

美
さ
ん
を
講
師
に
お
迎
え
し
て
、

癒
し
の
音
楽
体
験
と
演
奏
を
楽

し
み
ま
し
た
。

　

ラ
イ
ア
ー
は
、
一
九
二
六
年

に
ド
イ
ツ
で
生
ま
れ
た
竪
琴
に

似
た
優
し
い
音
色
の
楽
器
で
す
。

　

始
め
に
「
音
の
あ
い
さ
つ
」。

全
員
が
ハ
ン
ド
ベ
ル
な
ど
の
楽

器
を
手
に
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
音
色
に
耳
を
澄
ま
せ
な
が
ら

自
由
に
音
を
出
し
、
会
場
が
や

さ
し
い
音
に
包
ま
れ
ま
し
た
。

　

他
者
の
音
を
聞
く
こ
と
に
意

識
を
集
中
し
、
自
ら
が
紡
ぎ
た

い
音
楽
を
想
像
し
な
が
ら
音
を

出
す
体
験
は
、
と
て
も
新
鮮
で

心
が
洗
わ
れ
る
よ
う
で
す
。

　

遊
び
歌
で
は
、
手
を
つ
な
い

で
円
を
つ
く
り
、
ス
ロ
ー
テ
ン

ポ
な
が
ら
も
体
を
動
か
し
て
、

少
し
汗
ば
む
ほ
ど
で
し
た
。

　

ま
た
、
教
え
て
い
た
だ
い
た

た
く
さ
ん
の
歌
は
、
ぜ
ひ
子
ど

も
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
歌
っ
て

み
た
く
な
る
よ
う
な
楽
し
い
も

の
ば
か
り
で
し
た
。

　

最
後
に
、
ラ
イ
ナ
ー
の
奏
で

る
ク
リ
ス
マ
ス
に
ち
な
ん
だ
曲

で
お
開
き
と
な
り
ま
し
た
。

　

ラ
イ
ナ
ー
は
療
育
に
も
活
用

さ
れ
て
い
る
楽
器
だ
そ
う
で
す
。

参
加
さ
れ
た
み
な
さ
ん
は
、
穏

や
か
な
表
情
で
会
場
を
後
に
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

　
筑
中
図
書
館

　
応
援
し
て
ま
す
！

　

近
年
、
学
校
図
書
館
の
機
能

を
さ
ら
に
向
上
さ
せ
る
目
的
で
、

公
立
図
書
館
の
職
員
を
小
・
中

学
校
な
ど
に
派
遣
し
て
、
学
校

と
の
相
互
貸
借
・
図
書
整
理
及

び
選
書
の
相
談
に
の
る
と
と
も

に
、
お
話
会
開
催
や
読
み
語
り

の
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
を
行
う
図

書
館
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

お
み
図
書
館
で
は
、
開
館
当

初
か
ら
小
学
校
と
は
連
携
し
て

い
ま
し
た
が
、
中
学
校
と
は
読

み
語
り
の
訪
問
の
み
で
し
た
。

昨
年
度
の
図
書
シ
ス
テ
ム
更
新

に
よ
り
中
学
校
と
リ
モ
ー
ト
作

剣
な
眼
差
し
で
取
り
札
を
探
す

姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
は
、
す

ば
や
く
見
つ
け
る
子
が
い
て

「
な
か
な
か
取
れ
な
い
」
と
な

げ
く
子
も
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

出
て
き
た
野
草
や
名
所
・
旧
跡
、

名
句
を
一
つ
で
も
た
く
さ
ん
覚

え
よ
う
と
、
最
後
ま
で
あ
き
ら

め
ず
に
頑
張
っ
て
い
ま
し
た
。

　

後
日
、
児
童
会
主
催
な
か
よ

し
グ
ル
ー
プ
で
、
か
る
た
大
会

も
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。
異
年

齢
の
仲
間
と
共
に
楽
し
め
そ
う

で
す
。

12月貸し出し数
貸出冊数一般	 793冊
貸出冊数児童	 1227冊
来館者数一般	 421人
来館者数児童	 988人

業
が
可
能
に
な
っ
た
の
を
機
に
、

職
員
が
定
期
的
に
出
張
し
て
お

手
伝
い
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
は
、
蔵
書
構
成
の
チ

ェ
ッ
ク
や
新
着
コ
ー
ナ
ー
の
充

実
、
郷
土
資
料
・
修
学
旅
行
学

習
資
料
の
更
新
や
配
架
の
見
直

し
を
、
担
当
の
先
生
と
相
談
し

な
が
ら
進
め
て
い
ま
す
。

　
麻
績
小
学
校
図
書
館
だ
よ
り

　

お
正
月
明
け
、
図
書
館
の
時

間
に
一
・
二
年
生
は
野
草
か
る

た
、
三
・
四
年
生
は
麻
績
か
る

た
（
平
成
二
十
八
年
度
に
四
年

生
が
制
作
）、
五
・
六
年
生
は

百
人
一
首
に
挑
戦
し
ま
し
た
。

　

コ
ロ
ナ
の
影
響
で
、
こ
こ
数

年
は
あ
ま
り
経
験
の
な
か
っ
た

児
童
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
が
、

慣
れ
な
い
な
が
ら
も
こ
ち
ら
で

読
み
札
を
読
み
始
め
る
と
、
真

▲隣の人のぬくもりを感じながら、
　ゆっくりと体を動かします

▲「ペチカ」「きよしこの夜」
　で静かに幕を閉じました

▲学習センター入口の「新着
　コーナー」

▲修学旅行に向けて、新しい
　資料も追加しました

▲ハイ！　あれ、どっちが先
　かな？

１
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麻
績
消
防
署
か
ら
の

　
お
知
ら
せ

　

春
の
火
災
予
防
運
動

　

令
和
六
年
三
月
一
日
（
金
）

か
ら
三
月
七
日
（
木
）
ま
で
の

七
日
間
、
全
国
一
斉
に
春
の
火

災
予
防
運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
時
季
は
、
空
気

が
乾
燥
す
る
な
ど
の
気
象
条
件

か
ら
、
火
災
発
生
の
危
険
性
が

高
く
な
り
ま
す
。
火
災
を
発
生

さ
せ
な
い
た
め
に
、
次
の
こ
と

に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　

住
宅
火
災
い
の
ち
を
守
る

　

七
つ
の
ポ
イ
ン
ト

【
三
つ
の
習
慣
】

一
、
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
や
め

る
。

二
、
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す

い
も
の
か
ら
離
れ
た
位
置
で

使
用
す
る
。

三
、
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば

を
離
れ
る
と
き
は
、
必
ず
火

を
止
め
る
。

【
四
つ
の
対
策
】

一
、
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置

す
る
。
ま
た
、
電
池
切
れ
や

本
体
故
障
に
よ
り
適
切
に
作

動
し
な
い
ケ
ー
ス
が
懸
念
さ

れ
る
た
め
、
定
期
的
な
点
検 

や
機
器
の
本
体
交
換
等
（
設

置
か
ら
一
〇
年
が
目
安
）、

維
持
管
理
に
気
を
配
る
。

二
、
寝
具
、
衣
類
及
び
カ
ー
テ

ン
か
ら
の
火
災
を
防
ぐ
た
め

に
、
防
火
物
品
・
製
品
を
使

用
す
る
。

三
、
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消

す
た
め
に
、
住
宅
用
消
火
器

等
を
設
置
す
る
。

四
、
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自

由
な
人
を
守
る
た
め
に
、
隣

近
所
の
協
力
体
制
を
つ
く
る
。

　

２
０
２
３
年
度

　

全
国
統
一
防
火
標
語

　
　
火
を
消
し
て

　
　
　
不
安
を
消
し
て

　
　
　
　
つ
な
ぐ
未
来

　

全
国
山
火
事
予
防
運
動

　

春
の
火
災
予
防
運
動
と
同
じ

期
間
に
、
全
国
山
火
事
予
防
運

動
も
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

山
で
は
枯
れ
葉
や
枯
れ
草
が

多
く
な
る
こ
と
か
ら
、
山
火
事

発
生
の
危
険
性
が
高
く
な
り
ま

す
。
山
火
事
は
一
旦
発
生
す
る

と
、
そ
の
消
火
は
容
易
で
は
な

く
貴
重
な
森
林
を
焼
失
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
回
復
に
は
長
い

年
月
と
労
力
を
要
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
た
き
火
に
よ
る
火
災

は
、
一
人
ひ
と
り
の
火
の
取
扱

い
に
対
す
る
「
ち
ょ
っ
と
し
た

不
注
意
」
が
原
因
と
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
か
ら
た
き
火
を
行

う
機
会
が
多
く
な
る
時
季
を
迎

え
る
に
あ
た
り
、
た
き
火
を
行

う
際
に
は
、
次
の
点
に
十
分
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

一
、
枯
れ
草
等
の
あ
る
火
災
の

起
こ
り
や
す
い
場
所
で
は
、

た
き
火
を
し
な
い
。

二
、
喫
煙
は
、
指
定
さ
れ
た
場

所
で
行
い
、
吸
い
が
ら
は
必

ず
消
す
と
と
も
に
、
投
げ
捨

て
は
し
な
い
。

三
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
な
ど
火
を

使
用
す
る
と
き
は
、
指
定
さ

れ
た
場
所
で
行
い
、
そ
こ
を

離
れ
る
場
合
に
は
、
完
全
に

火
を
消
す
。

四
、
強
風
注
意
報
や
乾
燥
注
意

報
な
ど
が
発
表
さ
れ
て
い
る

場
合
は
、
火
気
の
使
用
を
控

え
る
。

五
、
火
遊
び
は
し
な
い
。

六
、
火
気
を
使
用
す
る
場
合
に

は
、
周
囲
の
可
燃
物
の
状
況

に
十
分
に
注
意
す
る
と
と
も

に
、
消
火
用
の
水
等
を
必
ず

準
備
す
る
。

七
、
子
供
だ
け
で
絶
対
に
た
き

火
を
さ
せ
な
い
。

八
、
火
の
粉
が
飛
ば
な
い
よ
う

に
少
し
ず
つ
燃
や
し
、
着
衣

着
火
に
よ
る
「
や
け
ど
等
」

に
注
意
す
る
。

九
、
た
き
火
が
終
わ
っ
た
後 

は
、
周
囲
に
飛
び
火
し
て
い

な
い
か
確
認
す
る
。

　

令
和
六
年

　

山
火
事
予
防
の
標
語

　
　
忘
れ
な
い

　
　
　
山
の
恵
み
と

　
　
　
　
火
の
始
末

　
ご
冥
福
を
祈
る

清
水　

希
悦　

84
歳　

明
治
町 ▲放課後子ども教室（1月17日撮影）

　
編
集
後
記

　

今
年
の
干
支
は
辰
年
。
十
二

支
の
中
で
唯
一
、
空
想
の
生
き

物
で
あ
る
龍
は
、
天
に
昇
る
様

子
か
ら
、
中
国
で
は
古
来
よ
り

成
功
や
発
展
の
象
徴
と
し
て
、

縁
起
が
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
で
も
龍
神
様
が
祀
ら
れ
て

い
る
な
ど
、
龍
に
ま
つ
わ
る
神

社
が
多
く
存
在
し
ま
す
。

　

ま
た
、
辰
年
は
政
治
の
大
き

な
変
化
が
起
き
る
こ
と
が
多
い

年
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
色
々

な
意
味
で
良
い
変
化
が
起
き
る

こ
と
を
切
に
願
い
ま
す
。


