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子
供
の
交
通
安
全
 

戦
前
戦
後
を
通
じ
、
現
在
ほ
 

ど
交
通
安
全
の
問
題
が
深
刻
化
 

し
て
い
る
時
代
は
な
い
。
交
通
 

戦
争
と
か
、
交
通
地
獄
と
呼
ば
 

れ
る
所
以
で
あ
る
。
 

新
入
学
の
希
望
に
充
ち
た
門
 

出
も
手
放
し
に
は
喜
べ
な
い
の
 

が
現
実
で
あ
る
。
戦
前
戦
後
最
 

近
に
到
る
ま
で
、
安
全
教
育
の
 

重
要
性
は
教
育
の
重
要
な
位
置
 

を
見
出
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
 

る
が
、
今
日
で
は
到
る
所
に
、
ま
 

た
い
つ
で
も
交
通
禍
の
不
安
は
 

押
し
寄
せ
て
き
て
い
る
。
特
に
 

小
学
校
低
学
年
の
児
童
の
登
下
 

校
の
際
の
不
安
は
、
父
兄
の
心
 

を
痛
め
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
 

児
童
の
通
学
の
途
上
は
、
児
 

童
に
と
っ
て
学
校
か
ら
も
家
庭
 

か
ら
も
開
放
さ
れ
た
、
手
足
の
 

延
ば
し
や
す
い
所
に
、
問
題
が
 

あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ス
ピ
ー
 

ド
違
反
や
信
号
無
視
そ
の
他
、
 

交
通
違
反
で
あ
げ
ら
れ
る
何
万
 

何
千
と
い
う
ド
ラ
イ
バ
ー
が
現
 

在
、
若
い
者
年
長
者
を
含
め
「
 

検
問
に
あ
げ
ら
れ
た
の
は
運
が
 

悪
が
っ
た
」
と
い
う
交
通
安
全
 

が
、
ま
だ
国
民
一
人
一
人
の
も
 

の
に
な
っ
で
い
な
い
。
教
師
や
 

保
護
者
は
、
子
供
た
ち
を
こ
の
 

交
通
禍
か
ら
守
る
外
は
な
い
。
 

子
供
た
ち
は
黄
色
の
小
旗
を
持
 

ち
、
低
学
年
児
童
は
黄
色
の
ラ
 

教
 
育
 
委
 
員
 
会
 

ン
ド
セ
ル
を
背
向
い
、
通
学
し
 

て
い
る
が
、
車
を
停
め
る
魔
力
 

を
持
っ
て
い
る
よ
う
な
、
錯
覚
 

を
持
っ
て
い
る
子
供
が
い
る
か
 

も
知
れ
な
い
。
 

ま
た
登
校
は
集
団
で
し
て
い
 

る
の
で
、
友
達
が
通
っ
た
か
ら
 

そ
の
後
に
続
い
て
横
断
し
て
い
 

る
子
供
が
い
る
か
も
知
れ
な
 

い
。
自
主
的
に
信
号
や
左
右
を
 

見
、
さ
ら
に
右
左
を
見
て
、
車
 

の
来
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
 

て
、
横
断
す
る
心
構
え
と
習
慣
 

が
必
要
と
考
え
ま
す
。
車
の
種
 

類
も
多
く
な
り
、
ダ
ン
プ
、
乗
用
 

車
、
軽
自
動
車
、
バ
イ
ク
と
種
 

々
あ
る
が
、
固
体
の
大
き
い
ダ
 

ン
プ
が
最
も
よ
く
目
に
つ
き
、
 

一
番
恐
ろ
し
い
だ
け
で
な
く
、
 

ダ
ン
プ
の
前
後
を
縫
っ
て
く
る
 

軽
自
動
車
や
バ
イ
ク
に
充
分
注
 

意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

ダ
ン
プ
に
目
を
注
ぎ
す
ぎ
、
 

小
さ
な
車
に
不
注
意
に
な
り
勝
 

ち
で
あ
る
。
人
間
は
考
え
ご
と
 

を
し
て
い
る
と
き
や
、
見
よ
う
 

と
す
る
意
識
の
働
い
て
い
な
い
 

と
き
は
、
眼
前
で
も
見
え
な
い
 

で
、
見
よ
う
と
す
る
対
象
の
も
 

の
が
も
っ
と
も
大
き
く
見
え
、
 

見
よ
う
と
す
る
意
識
を
働
か
す
 

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
 

急
用
の
あ
る
場
合
に
、
赤
信
号
 

や
黄
信
号
の
と
き
左
右
に
車
が
 

来
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
 

も
横
断
す
る
こ
と
の
な
い
よ
 

う
、
ど
ん
な
場
合
で
も
規
則
を
 

守
る
態
度
や
習
慣
が
必
要
で
は
 

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 

よ
く
子
供
が
ポ
ケ
ッ
ト
に
手
 

を
入
れ
上
を
向
い
て
歩
い
て
い
 

る
の
を
見
受
け
ま
す
が
、
事
 

故
に
対
処
す
る
動
作
が
遅
く
 

な
る
し
、
事
故
を
招
く
要
因
 

に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
 

の
日
、
そ
の
日
に
子
供
の
し
そ
 

う
な
行
動
と
し
て
登
下
校
時
に
 

友
だ
ち
同
志
と
話
し
な
が
ら
横
 

を
向
い
だ
り
、
極
端
な
子
供
は
 

横
歩
き
を
し
た
り
、
夢
中
に
な
 

っ
で
漫
画
の
本
を
読
み
ふ
け
っ
 

て
歩
い
て
い
る
了
 

乞
見
か
け
 

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
 

ら
が
命
と
り
の
原
因
な
り
得
る
 

こ
と
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
は
 

「
家
に
帰
っ
て
か
ら
」
と
厳
し
 

く
戒
め
る
心
要
が
あ
る
と
思
わ
 

れ
ま
す
。
赤
ん
坊
は
事
故
に
対
 

し
て
全
く
無
力
で
は
あ
り
、
発
 

育
と
と
も
に
体
力
も
出
来
、
事
 

故
に
対
処
す
る
知
恵
な
り
、
運
 

動
適
応
性
も
出
来
て
く
る
が
、
 

緊
急
な
事
態
に
対
し
て
子
供
自
 

身
が
と
る
べ
き
態
度
や
行
動
に
 

つ
い
て
、
学
校
、
社
会
、
家
庭
が
 

一
体
と
な
り
、
反
覆
訓
練
す
る
 

心
要
が
あ
る
。
誰
で
も
子
供
が
 

登
下
校
時
や
家
庭
の
近
く
に
あ
 

り
、
危
険
を
予
想
さ
れ
る
行
動
 

を
す
る
場
合
に
は
誰
彼
な
く
注
 

意
し
、
安
全
性
を
確
認
し
て
子
 

供
を
交
通
禍
か
ら
守
る
こ
と
が
 

必
要
と
思
わ
れ
ま
す
。
 

子
ど
も
と
遊
び
 

（1
) 

中

央

公

民

館

 

子
で
す
。
常
に
新
し
い
経
験
を
 

遊

び

の

危

機

 

求
め
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
 

あ
の
小
川
A

ハ
ラ
ッ
パ
」
に
、
 

子
ど
も
時
代
の
遊
び
の
思
い
出
 

は
、
お
と
な
の
心
の
な
か
に
、
 

母
な
る
ふ
る
さ
と
と
い
っ
た
イ
 

メ
ー
ジ
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。
 

子
ど
も
は
、
元
来
じ
っ
と
し
 

て
い
る
こ
と
を
好
み
ま
せ
ん
。
 

僅
か
の
時
間
で
も
何
か
し
て
い
 

な
け
れ
ば
、
落
ち
つ
か
な
い
様
 

、 

自
転
車
に
荷
物
を
積
む
と
 

《
き
は
、
積
み
過
ぎ
な
い
よ
う
 

〉
に
し
ま
し
よ
う
o
 

）
お
よ
そ
の
目
安
は
、
つ
ぎ
の
 

」
と
お
り
で
す
。
 

～ 

荷
物
の
高
さ
 

す。 幼
少
時
は
、
遊
び
に
よ
っ
 

てv

子
ど
も
は
成
長
し
て
い
る
 

と
も
い
え
ま
し
き
づ
。
そ
れ
ほ
 

ど
生
理
的
に
ぢ
心
理
的
に
も
、
 

遊
び
は
子
ど
も
の
本
質
の
よ
う
 

で
す
。
 

現
在
の
子
ど
も
の
遊
び
は
ど
 

う
で
し
ょ
う
か
。
母
親
の
転
場
 

進
出
等
に
よ
っ
て
、
ひ
と
り
ぽ
 

っ
ち
で
遊
ん
で
い
る
子
ど
も
が
 

増
加
し
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
 

鍵
っ
子
の
遊
び
で
す
。
そ
れ
も
 

健
全
な
楽
し
み
や
・
明
る
く
安
 

全
な
遊
び
場
が
あ
れ
ば
別
で
す
 

が
、
貧
困
な
遊
び
施
設
の
な
か
 

で
は
、
ど
う
し
て
も
不
健
全
に
 

な
り
が
ち
で
す
。
 

さ
び
し
さ
を
ま
ぎ
ら
す
た
め
 

に
、
ひ
と
り
で
テ
レ
ビ
を
な
が
 

め
る
等
、
受
身
の
遊
び
が
多
い
 

よ
う
で
す
。
 

鍵
っ
子
で
な
く
て
も
、
 
一
般
に
 

遊
び
時
間
が
す
く
な
い
よ
う
に
 

み
え
ま
す
。
 

こ
ど
も
の
生
活
も
最
近
は
忙
 

し
く
な
り
、
補
習
・
け
い
こ
ご
 

と
の
塾
か
よ
い
、
家
庭
教
師
に
 

つ
い
て
の
学
習
に
追
い
廻
さ
 

れ
、
残
る
時
間
は
テ
レ
ビ
を
見
 

、・ー・f
二
》
、
…
，
‘
．
《
二
？
、
‘
…
．
・
‘
、
？
.
?
,
．
・
J
．‘●．に 

て
つ
か
れ
を
い
や
す
と
い
っ
た
 

状
態
の
よ
う
で
す
。
 

戸
外
で
遊
び
に
興
じ
る
と
い
 

っ
た
子
ど
も
の
姿
が
減
じ
、
子
 

ど
も
の
遊
び
は
危
機
に
た
っ
て
 

い
る
と
い
っ
た
観
が
あ
り
ま
 

す。 

左

き

き

 

原
因
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
 

言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
小
さ
い
 

う
ち
に
右
手
を
使
わ
せ
る
よ
う
 

に
す
れ
ば
、
軽
い
左
き
き
は
な
 

お
る
も
の
で
す
。
 

問
題
は
そ
の
扱
い
方
で
、
い
 

や
が
る
の
を
強
制
的
に
右
手
を
 

使
わ
せ
よ
う
と
し
て
、
せ
っ
か
 

く
の
食
事
時
間
を
味
気
な
い
も
 

の
に
し
た
り
、
喜
ん
で
か
い
て
 

い
た
ク
レ
オ
ン
を
と
り
あ
げ
て
 

右
手
に
無
理
に
持
ち
直
さ
せ
た
 

り
し
た
の
で
は
、
子
ど
も
に
反
 

抗
心
や
劣
等
感
を
う
え
つ
け
る
 

だ
け
で
す
。
子
ど
も
の
喜
び
そ
 

う
な
こ
と
と
結
び
つ
け
て
、
両
 

手
が
使
え
る
よ
う
に
、
少
し
ず
 

つ
右
手
を
使
う
こ
と
に
な
ら
し
 

て
い
き
ま
し
ょ
う
。
 

中
央
公
民
館
 

荷
物
の
幅
 

ハ
ン
ド
ル
の
幅
よ
り
狭
 

自
転
車
に
荷
物
 

を
積
む
と
き
は
 

自
分
の
肩
よ
り
も
低
い
 

い
も
の
 

も
の
 

荷
物
の
長
さ
 

ご
．
●
・
、
・
‘
'
.
q

，
●
・
、
 

'
'
 

荷
台
の
長
さ
の
二
倍
以
一
 

下
の
も
の
 

（ 

荷
物
の
重
さ
 

＼ 

自
転
車
が
倒
れ
て
も
、
 

） 

自
分
一
人
で
楽
に
起
こ
一
 

せ
る
程
度
の
も
の
 

一 

（
中
央
公
民
館
）
 

一 
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水
難
事
故
を
防
ぎ
ま
し
よ
う
 

だ
ん
だ
ん
汗
ば
む
時
候
と
な
 

っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の
頃
 

に
な
る
と
子
ど
も
の
水
遊
び
が
 

ふ
え
て
来
ま
す
が
既
に
あ
ち
こ
 

ち
で
水
難
事
故
が
で
て
お
り
ま
 

す
。
恐
ろ
し
い
交
通
事
故
で
死
 

ぬ
子
ど
も
の
数
よ
り
、
水
難
事
 

故
の
犠
牲
者
の
方
が
多
い
現
状
 

で
す
。
 

ョ
チ
ョ
チ
歩
き
の
幼
児
の
 

「
水
そ
う
転
落
」
か
ら
小
学
生
 

の
「
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
取
り
」
 

青

少

年

問

題

協

議

会

 

中
学
生
の
「
死
の
イ
カ
ダ
乗
 

り
」
な
ど
危
険
が
ロ
を
ひ
ろ
げ
 

い
 

郵

バ

 

×
プ
‘
 

ー
 
ー
 

一‘J
ー

；

ー

 

，．ー 

ー
 

？

 

畠
ロ
4
も
 

（I
り
 
、
 

て
待
ち
か
ま
え
て
お
り
ま
す
。
 

M
 

を

人

 
下
×
‘
 

金
田
町
よ
り
一
人
の
水
の
事
 
旧
 

ぢ

拍

 
教

戊

め

 

故
者
も
出
さ
な
い
よ
う
、
こ
ど
 
る
 

の
．
は
 

生

さ

年

 

も
の
し
つ
け
は
し
っ
か
り
し
、
 

れ
 

い
ら
 
・
学
‘
叫
 

古
井
戸
、
水
そ
う
、
溜
池
・
溝
 
わ
 

で
た
・
 

中

を

昭

 

な
ど
、
特
に
気
を
つ
け
、
ま
た
、
奪
 

故

も

 
ら

％

眼

 

tl
く 
4
‘占？プ1

一
t

て‘ナ 

り一 

旨
・
二
 

・
？
2

岡
 

川
や
貯
水
池
で
遊
ん
で
い
る
こ
 

に
 

淳

ど

叱

つ

軌

櫛

 

ど
も
を
み
つ
け
た
ら
注
意
し
ま
 
詠

う

 ⑩

に

次

⑩

ゆ

く

 

「1

．
に
‘
一
1
1
1
1
1
「11

.
．
‘
年
ち
水
た
し
そ
J
b

つ 

し
ょ
・
つ
。
 

一r

>
.
J

し・・、 

・・一‘ 

ー

j

． 

』
母
の
 

れ

ま

 
ど

す

 

わ

い

 

こ
ま
 

新
ら
し
い
通
勤
定
期
乗
車
券
 

の
発
売
方
法
が
出
来
ま
し
た
 

住
 

民
 

課
 

日
本
国
有
鉄
道
で
は
、
特
 

定
者
用
定
期
乗
車
券
発
売
規
則
 

を
定
め
、
一
般
に
公
示
し
、
四
 

月
一
日
か
ら
旗
打
す
る
こ
と
に
 

な
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
よ
う
 

に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
関
係
者
 

は
利
用
す
る
よ
う
に
お
す
す
め
 

し
ま
す
。
 記

 

適
用
範
囲
 

m
生
活
保
護
法
の
定
め
る
と
こ
 

ろ
に
よ
り
保
護
を
受
け
て
い
 

る
世
帯
。
 

②
国
民
年
金
法
の
定
め
る
と
 

こ
ろ
に
よ
り
母
子
、
ま
た
は
 

30

- 20

- 1~ 

落
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準
母
子
福
祉
年
金
の
支
給
を
 

受
け
て
い
る
世
帯
 

⑧
児
童
扶
養
手
当
法
の
定
め
る
 

と
こ
ろ
に
よ
り
児
童
扶
養
手
 

当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
世
 

帯。 
以
上
の
人
に
つ
い
て
、
国
鉄
 

で
ば
通
勤
定
期
乗
車
券
を
発
売
 

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
こ
。
 

れ
は
、
・
い
ま
ま
で
に
な
い
新
ら
 

し
い
規
則
で
あ
り
、
m
生
活
保
 

護
者
世
帯
に
つ
い
て
は
、
福
祉
 

事
務
所
長
、
②
⑧
に
つ
い
て
は
 

町
長
の
特
定
者
資
格
証
明
書
を
 

も
ら
っ
て
最
寄
の
駅
で
お
買
求
 

め
の
道
が
ひ
ら
か
れ
ま
し
た
。
 

お
利
用
下
さ
い
。
な
お
詳
し
い
 

こ
と
に
つ
い
て
は
駅
か
役
場
の
 

福
祉
係
で
尋
ね
て
下
さ
い
。
・
 

労
災
保
険
法
が
 

一
部
改
正
さ
れ
ま
す
 

〇
こ
の
度
労
働
者
災
害
補
償
保
 

'
―
険
法
施
行
令
が
改
正
さ
れ
、
 

昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
か
 

ら
常
時
五
人
以
上
の
事
業
場
 

に
働
く
人
は
す
べ
て
労
災
保
 

険
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
 

な
り
ま
し
た
。
 

〇
こ
の
た
め
常
時
五
人
以
上
の
 

労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
の
 

事
業
主
は
労
災
保
険
に
加
入
 

の
手
続
を
と
る
必
要
が
あ
り
 

ま
す
。
 

〇
今
後
は
労
働
者
が
業
務
上
負
 

傷
し
た
久
病
気
に
な
っ
た
 

り
あ
る
い
は
死
亡
し
た
場
合
 

は
、
労
災
保
険
か
ら
補
償
を
 

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

〇
労
災
保
険
加
入
の
手
続
な
ど
 

詳
細
に
つ
い
て
は
最
寄
り
の
 

労
働
基
準
監
督
署
ま
た
は
、
 

労
働
基
準
局
に
お
た
ず
ね
下
 

さ
い
。
 

（
労
働
基
準
局
）
 

青
年
の
手
で
輝
か
し
い
 

未
来
を
つ
く
ろ
う
 

金
田
町
青
年
団
団
長
 

大

西

 
晴

夫

 

町
や
村
や
工
場
で
そ
し
て
商
 

店
や
役
所
で
働
い
て
い
る
青
年
 

の
み
な
さ
ん
、
い
ま
わ
れ
わ
れ
 

青
年
は
人
生
の
中
で
も
っ
と
も
 

貴
重
な
時
期
に
生
き
て
い
る
の
 

で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。
わ
れ
 

わ
れ
は
、
社
会
人
と
し
て
、
ま
 

た
、
人
間
と
し
て
の
能
力
を
身
 

に
つ
け
る
こ
の
青
年
期
に
自
分
 

の
生
活
と
青
春
を
豊
か
に
有
意
 

義
に
送
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

一
震
と
再
び
な
い
こ
の
青
春
を
 

心
の
底
か
ら
生
ぎ
る
こ
と
の
喜
 

び
を
十
分
に
味
わ
い
、
未
来
へ
 

の
輝
か
し
い
展
望
の
も
て
る
充
 

実
し
た
生
活
を
送
り
た
い
と
願
 

っ
・
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
青
年
の
 

求
め
る
社
会
は
、
憲
法
に
保
障
 

さ
れ
て
い
る
、
基
本
的
人
権
が
 

完
全
に
尊
重
さ
れ
、
一
切
の
不
 

正
や
暴
力
と
戦
争
は
追
放
し
な
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
 

は
、
一
人
で
も
多
く
青
年
団
に
 

結
集
し
発
展
さ
せ
自
分
の
力
で
 

自
分
た
ち
の
青
春
を
楽
し
み
、
 

生
活
を
革
新
し
平
和
と
民
主
主
 

義
を
守
っ
て
自
分
た
ち
の
町
を
 

美
し
く
、
明
る
く
豊
か
な
町
に
 

す
る
た
め
に
、
是
非
青
年
の
皆
 

さ
ま
方
が
自
覚
し
、
青
年
団
に
 

多
く
加
入
し
て
い
た
だ
き
た
い
 

と
思
い
ま
す
。
 

人
を
使
っ
て
事
業
を
 

し
て
い
る
方
は
み
ん
な
 

報
告
し
ま
し
よ
う
ノ
 

』
労
働
基
準
監
督
署
へ
の
手
続
き
 

書
類
の
お
知
ら
せ
 

労
働
基
準
法
に
よ
っ
て
、
従
 

業
員
を
一
人
で
も
使
っ
て
事
業
 

（
商
店
、
工
場
、
飲
倉
店
な
ど
 

す
べ
て
）
を
し
て
い
る
方
は
毎
 

年
四
月
一
日
現
在
の
事
業
の
概
 

況
を
四
月
末
日
ま
で
監
督
署
に
 

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
 

司
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
 

と
 
ひ
 
出
 
す
な
 

車
 
は
 
急
 
に
 
止
 
ま
 
れ
 
な
 
い
 

納

税

組

合

を

 

つ
 

早
い
も
の
で
、
す
で
に
桜
も
 

散
り
、
初
夏
の
き
ざ
し
を
み
せ
 

は
じ
め
ま
し
た
。
皆
様
方
に
は
 

家
業
に
御
清
栄
の
段
大
慶
に
存
 

じ
ま
す
。
 

さ
て
、
今
年
度
も
又
税
金
、
 

税
金
と
皆
様
方
に
笑
わ
れ
る
か
 

も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
今
月
は
納
 

税
に
つ
い
て
、
耳
よ
り
な
話
を
 

〕
し
ま
し
よ
う
。
 

税
金
は
、
国
民
に
課
せ
ら
れ
 

た
義
務
で
あ
る
、
と
割
り
き
っ
 

て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
ま
で
で
す
 

が
、
現
今
の
世
情
で
は
割
り
き
 

れ
な
い
何
か
が
あ
る
よ
う
に
思
 

わ
れ
ま
す
。
 

し
か
し
、
税
金
は
必
ず
納
入
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
 

す
。
そ
こ
で
、
ど
う
せ
、
納
入
 

す
る
税
金
な
ら
、
納
め
て
も
得
 

を
す
る
こ
と
は
な
い
か
、
と
考
 

え
る
の
が
人
情
で
す
、
あ
る
の
 

で
す
、
納
税
に
よ
り
、
得
を
す
る
 

方
法
が
あ
る
の
で
す
。
し
か
も
 

納
入
す
る
者
も
納
入
さ
れ
た
者
 

も
得
を
す
る
、
一
挙
両
得
が
あ
‘
 

り
ま
す
、
い
ま
か
ら
そ
の
こ
と
 

を
書
い
て
み
ま
す
。
税
金
の
話
 

な
ん
か
聞
き
た
く
も
な
い
、
読
 

み
た
く
も
な
い
 

そ
ん
な
 

こ
と
を
言
わ
ず
に
最
後
ま
で
読
 

?

／

、

 

り

ま

し

よ

う

 

ん
で
下
さ
い
。
 

納
税
と
は
読
ん
で
字
の
ご
と
 

く
で
、
税
を
納
め
る
の
で
す
、
 

普
通
、
町
税
は
、
固
定
資
産
 

税
、
県
民
税
、
軽
自
動
車
税
に
 

大
別
さ
れ
ま
す
、
固
定
資
産
税
 

は
納
期
が
四
回
に
分
れ
て
い
ま
 

す
又
、
町
民
税
も
四
回
に
分
れ
 

て
い
ま
す
、
軽
自
動
車
は
一
回
 

で
す
。
合
計
で
九
回
に
納
期
が
 

分
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
 

を
何
人
か
で
組
ん
で
責
任
者
 

が
、
各
納
期
毎
に
各
人
の
税
金
 

を
集
め
て
納
入
す
る
の
で
す
、
 

こ
れ
を
私
達
は
納
税
組
合
と
呼
 

ん
で
い
ま
す
。
こ
の
納
税
組
合
 

を
つ
く
る
条
件
と
し
て
、
・
 

一
、
各
人
（
組
合
員
）
は
納
税
 

義
務
者
で
あ
る
こ
と
 

一
、
組
合
員
が
、
最
低
八
人
以
 

上
で
あ
る
こ
と
 

一
、
組
合
は
必
ず
一
人
責
任
者
 

を
有
す
る
こ
と
 

一
、
責
任
者
は
、
役
場
よ
り
納
 

税
通
知
書
を
受
取
っ
た
な
ら
 

ば
、
・
そ
の
月
中
に
こ
の
集
金
 

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 

以
上
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
 

の
納
税
組
合
は
、
毎
年
ニ
月
頃
 

納
税
組
合
報
償
金
と
し
て
、
各
 

組
合
員
が
こ
の
一
年
間
に
納
入
 

税
 

務
 

課
 

し
た
税
額
の
四
％
を
受
取
れ
る
 

権
利
が
生
ま
れ
る
の
で
す
、
又
 

責
任
者
は
、
納
税
義
務
者
一
人
 

に
つ
き
、
六
十
円
の
報
償
金
が
 

も
ら
え
る
の
で
す
、
 

（
現
行
）
 

例
え
ば
、
乙
野
甲
太
郎
氏
の
固
 

定
資
産
税
の
一
年
分
が
一
万
五
 

千
円
、
町
民
税
が
、
七
千
五
百
 

円
と
し
ま
す
と
、
一
万
五
千
円
 

＋
七
千
五
百
円
で
二
万
二
千
五
 

百
円
と
な
り
、
こ
の
人
の
受
取
 

れ
る
報
償
金
は
九
百
円
と
な
り
 

ま
す
、
尚
、
こ
の
人
の
税
金
が
 

固
定
資
産
税
、
一
期
分
「
手
九
 

百
円
、
二
期
以
降
分
が
」
平
七
 

百
円
で
町
民
税
が
一
期
分
、
一
一
 

千
百
円
、
二
期
以
降
分
が
千
八
 

百
円
と
な
り
、
こ
れ
を
一
期
分
 

橋
 

見
 

宝 

を
納
入
す
る
と
き
ー
一
年
分
を
 

一
括
納
入
す
れ
ば
、
固
定
資
産
 

税
で
。
四
月
十
五
日
以
前
に
納
 

入
す
れ
ば
、
五
百
五
十
五
円
、
 

町
民
税
を
六
月
十
五
日
以
前
に
 

納
入
す
れ
ば
、
二
百
」
干
四
円
 

合
計
七
百
八
十
九
円
を
、
納
税
 

組
合
報
償
金
の
九
百
円
と
は
別
 

／
に
も
ら
え
る
の
で
す
、
と
れ
を
 

私
達
は
納
期
前
納
入
に
係
る
報
 

償
金
と
呼
ん
で
い
ま
す
、
こ
の
 

納
期
前
納
入
に
係
る
報
償
金
と
 

納
税
組
合
報
償
金
を
加
え
る
 

と
、
千
六
百
八
十
九
円
に
な
り
 

ま
す
、
こ
れ
は
、
ど
の
預
金
利
 

息
よ
り
も
利
率
は
良
い
の
‘
で
 

す
、
こ
の
場
合
で
す
と
、
七
分
五
 

厘
強
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
 

よ
う
に
わ
ず
か
十
カ
月
位
で
高
 

率
な
利
廻
り
預
金
は
あ
り
ま
せ
 

ん
。
ど
う
せ
納
入
し
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
税
金
は
、
い
ま
ま
で
 

に
話
し
ま
し
た
方
法
で
納
め
た
 

方
が
良
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
納
 

税
組
合
は
い
ま
か
ら
設
置
し
て
 

も
お
そ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
早
く
 

つ
く
り
ま
し
よ
う
。
又
、
こ
れ
 

に
つ
い
て
具
体
的
に
お
知
り
に
 

な
り
た
い
方
は
有
線
二
七
八
一
一
 

田
川
市
新
町
十
七
の
十
一
1
1
 

田
川
労
働
基
準
監
督
署
 

電
話
田
川
②
〇
三
八
〇
 

②
〇
三
八
一
 

に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
 

も
ら
っ
て
下
さ
い
。
 

（
田
川
労
働
基
準
監
督
署
）
 

を
ま
わ
し
て
上
さ
い
、
税
務
課
 

が
出
ま
す
、
又
、
お
い
で
下
さ
 

れ
ば
、
い
つ
で
も
係
員
が
説
明
 

い
た
し
ま
す
。
 

借
用
証
書
の
 

保
証
人
に
な
る
と
き
 

中

央

公

民

館

 

他
人
の
借
用
証
書
に
自
分
が
 

保
証
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
 

は
、
自
分
の
財
産
が
そ
の
借
金
 

の
担
保
と
し
て
、
取
ら
れ
る
よ
 

う
な
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
 

依
頼
者
の
信
用
度
や
自
分
の
立
 

場
も
よ
く
考
え
て
、
保
証
人
に
 

な
る
こ
と
が
肝
要
で
す
。
 

保
証
人
に
は
、
普
通
の
保
証
 

と
連
帯
保
証
と
の
二
通
り
あ
り
 

ま
す
。
普
通
の
保
証
は
、
一
人
 

の
場
合
も
あ
り
数
人
の
こ
と
も
 

あ
り
ま
ず
が
、
人
数
が
多
く
な
 

れ
ば
、
証
書
面
の
全
額
を
保
証
 

修
正
申
告
や
更
正
の
 

手
続
に
つ
い
て
 

所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
 

提
出
し
た
後
に
な
っ
て
申
告
 

も
れ
や
、
ま
た
過
大
な
還
付
 

申
告
を
し
た
こ
と
に
気
が
、
つ
 

い
た
場
合
は
、
修
正
由
止
口
書
 

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
 

す。 

ま
た
、
こ
れ
と
反
対
の
場
 

合
は
更
正
の
請
求
書
を
五
月
 

十
五
日
ま
で
に
提
出
し
て
下
 

さ
い
。
 

な
お
、
詳
し
い
こ
と
は
、
 

税
務
署
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
 

さ
い
。
 

（
税
務
署
）
 

一
 

人
の
数
で
割
っ
た
だ
け
の
責
任
 

と
な
っ
て
、
そ
れ
だ
け
責
任
は
 

軽
く
な
り
ま
す
。
連
帯
保
証
で
 

は
、
保
証
人
は
借
主
と
同
じ
責
 

任
が
生
じ
ま
す
。
 

普
通
の
保
証
人
の
場
合
は
、
 

借
主
が
ど
う
も
誠
意
を
欠
い
て
 

払
い
そ
う
に
な
い
か
ら
と
い
っ
 

て
、
保
証
人
へ
催
促
さ
れ
て
 

も
、
借
主
の
方
へ
行
っ
て
く
れ
 

と
、
つ
っ
ぱ
ね
る
こ
と
も
で
き
 

ま
す
。
 

借
主
が
支
払
い
不
能
に
な
っ
 

て
か
ら
、
は
じ
め
て
返
済
の
責
 

任
が
か
か
っ
て
く
る
わ
け
で
 

す
。
こ
れ
に
反
し
て
、
連
帯
保
 

証
で
は
、
借
主
と
同
じ
責
任
を
 

負
う
わ
け
で
す
か
ら
、
貸
主
か
 

ら
催
促
さ
れ
れ
ば
、
ま
ず
借
主
 

の
方
へ
話
し
て
く
れ
な
ど
と
、
 

逃
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
 

貸
主
か
ら
申
し
出
ら
れ
た
責
任
 

は
、
借
主
同
様
に
と
る
義
務
が
 

あ
り
ま
す
．
こ
う
し
た
保
証
 

は
、
万
一
の
場
合
に
は
、
思
わ
 

ぬ
迷
惑
を
こ
う
む
る
こ
と
が
あ
 

り
ま
す
か
ら
、
断
わ
り
に
く
い
 

か
ら
と
い
う
こ
と
で
引
き
受
け
 

る
の
は
慎
み
ま
し
ょ
う
。
 

」 
」一 一 

報
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昭
和
四
十
三
年
度
学
校
経
営
案
 

⑥
学
自
度
の
出
発
に
当
り
て
 

（
師
の
道
に
生
き
る
者
の
願
 

い） 

一
日
一
日
を
大
切
に
生
き
、
お
 

互
に
親
し
ま
れ
信
頼
し
合
い
生
 

徒
た
ち
の
自
主
性
を
尊
重
し
、
 

温
い
愛
情
で
一
人
の
生
徒
み
ん
 

な
の
生
徒
を
大
じ
に
し
な
が
 

報
 
ら
、
学
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
 

よ
う
、
自
己
の
研
修
に
は
げ
み
、
 

経
営
内
容
の
各
品
唄
域
を
、
明
か
 

町
 
く
に
知
り
、
部
分
と
全
体
の
一
 

勢
糞
翫
三
 

金
 

田
 
中
 
学
 
校
 

貫
と
調
和
を
考
え
、
無
駄
や
む
 

ら
の
な
い
営
み
を
自
信
と
権
威
 

を
も
っ
て
や
り
ぬ
き
た
い
。
 

1
、
本
年
度
努
力
目
標
 

『
自
主
性
と
培
う
生
活
指
導
 

の
学
級
経
営
』
 

昨
一
・
ケ
年
の
本
校
教
育
の
反
 

省
の
面
か
ら
熟
考
し
で
望
ま
し
 

い
学
級
集
団
の
中
に
て
教
師
対
 

生
徒
、
生
徒
対
生
徒
の
美
わ
し
 

い
人
間
関
係
を
培
い
な
が
ら
人
 

間
本
来
の
基
本
的
な
正
し
い
生
 

ー
能
率
化
、
具
体
化
、
徹
 

底
化
 

戸t

①
自
主
的
学
習
態
度
の
育
 

成
ー
学
習
効
率
を
高
め
 

る。 
②
基
礎
学
力
養
成
の
指
導
 

充
実
。
 

活
様
式
を
身
に
つ
け
さ
せ
、
す
 

べ
て
の
生
活
に
自
主
自
律
の
精
 

神
を
培
い
学
力
の
充
実
と
期
し
 

た
い
。
 

2
、
目
標
達
成
の
施
策
 

m
生
活
指
導
の
徹
底
 

ー
組
織
化
、
実
践
化
 

①
学
級
経
営
の
充
実
 

②
指
導
部
の
活
動
強
化
 

③
健
康
教
育
と
安
全
教
育
 

の
強
化
 

②
教
科
学
習
指
導
の
充
実
 

③
統
計
教
育
と
教
科
学
習
 

と
の
関
連
強
化
 

④
図
書
館
経
営
と
自
主
的
 

学
習
。
 

⑧
進
路
指
導
の
適
正
ー
個
性
 

将
来
性
、
家
庭
状
況
 

④
視
聴
覚
教
育
の
促
進
 

⑤
給
食
指
導
の
徹
底
 

⑥
教
科
外
指
導
の
促
進
 

⑦
施
設
、
設
備
の
整
備
と
活
 

用
 

⑧
本
年
度
施
行
工
事
 

①
体
育
用
砂
場
 

②
旧
便
所
、
渡
り
廊
下
解
 

ー
体
排
除
 

＼ 
③
体
育
館
南
側
排
水
工
事
 

④
新
校
舎
周
辺
砂
利
投
入
 

散
布
 

⑤
将
来
予
想
施
設
 

校
舎
二
期
工
事
（
校
 

舎
四
教
室
）
 

プ
ー
ル
建
設
 

⑨
転
員
の
自
己
研
修
と
勤
務
 

以
上
簡
単
に
項
目
の
み
を
あ
げ
 

ま
し
た
が
具
体
的
な
方
策
に
つ
 

い
て
は
紙
面
の
関
係
上
割
愛
さ
 

せ
て
戴
き
ま
す
が
、
将
来
性
あ
 

る
生
徒
の
正
常
な
発
達
の
た
め
 

宣
敷
く
御
指
導
御
協
力
の
程
を
 

お
願
い
致
し
ま
す
。
 

休
息
は
明
日
の
糧
 

販
場
か
ら
家
庭
に
帰
っ
た
ら
 

ま
ず
着
が
え
を
し
、
風
呂
に
は
 

い
り
、
食
事
を
し
な
が
ら
（
お
 

酒
の
好
き
な
人
は
適
量
な
盃
を
 

か
た
む
け
）
た
の
し
く
家
族
ど
 

団
ら
ん
し
、
、
と
き
に
は
本
を
読
 

み
、
テ
レ
ビ
を
み
て
く
つ
ろ
 

ぎ
、
十
分
に
睡
眠
を
と
る
こ
と
 

が
、
最
大
の
休
息
と
い
え
ま
し
 

よ
う
。
明
日
の
生
・
活
の
活
力
 

は
、
こ
の
よ
う
な
休
息
が
さ
さ
 

え
と
な
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
も
 

中

央

公

民

館

 

の
で
す
。
家
庭
は
労
働
力
再
生
 

産
の
場
と
も
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
 

で
す
。
 

仕
事
を
し
て
い
る
と
き
に
、
 

何
度
か
休
憩
を
い
れ
る
の
も
、
 

仕
事
の
効
率
を
高
め
る
た
め
に
 

必
要
な
こ
と
で
す
。
休
憩
時
間
 

に
休
息
の
効
果
を
あ
げ
る
た
め
 

に
は
、
ど
ん
な
点
に
注
意
し
た
 

ら
よ
い
で
し
よ
う
か
？
 

●
疲
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
じ
っ
 

と
し
て
い
な
い
で
、
戸
外
に
 

で
て
深
呼
吸
を
し
た
り
、
散
 

歩
を
す
る
。
 

●
そ
の
場
か
ら
は
な
れ
ら
れ
な
 

い
と
き
に
は
、
靴
を
ぬ
ぎ
、
 

足
を
高
く
し
て
休
む
。
 

園
体
操
を
す
る
。
 

＠
グ
ル
ー
プ
で
レ
ク
リ
エ
ー
シ
 

ョ
ン
を
す
る
。
 

O
趣
味
の
読
書
や
あ
み
も
の
を
 

す
る
。
 

O
静
か
に
よ
い
音
楽
を
聞
く
。
 

O
目
が
疲
れ
た
と
き
は
遠
く
の
 

一
点
を
見
た
り
、
目
を
窓
わ
 

く
に
そ
つ
て
動
か
す
。
 

☆
 
く
ら
し
の
メ
モ
 

春
も
な
か
ば
を
す
ぎ
、
ぽ
か
 

ぽ
か
と
し
た
暖
か
い
日
が
続
 

き
、
野
に
山
に
ハ
イ
キ
ン
グ
、
 

ピ
ク
ニ
ッ
ク
に
出
た
く
な
る
の
 

も
こ
の
季
節
で
す
。
五
月
の
平
 

均
気
温
は
十
四
度
ー
十
六
度
で
 

細
菌
類
の
繁
殖
に
は
も
っ
て
こ
 

い
の
条
件
で
す
。
そ
の
う
え
五
 

月
は
旅
行
な
ど
で
、
弁
当
を
利
 

用
す
る
機
会
も
多
く
、
ま
た
食
 

中
毒
に
か
か
る
の
も
こ
の
時
季
 

が
一
番
多
い
よ
う
で
す
。
 

こ
の
食
中
毒
を
お
こ
す
細
菌
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の
う
ち
ブ
ド
ー
状
菌
が
一
番
あ
 

ぶ
な
く
、
こ
の
菌
は
繁
殖
す
る
 

と
き
に
毒
素
を
出
し
熱
を
加
え
 

て
も
人
間
に
害
を
与
え
る
も
の
 

で
す
。
多
少
、
変
で
も
煮
る
か
 

焼
け
ば
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
と
い
う
 

考
え
は
危
険
で
す
。
こ
の
ほ
か
 

サ
ル
セ
ネ
ラ
菌
と
か
ポ
ツ
リ
ヌ
 

、
ヌ
菌
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
い
 

ず
れ
も
、
作
っ
て
か
ら
な
が
く
 

保
存
し
た
り
、
冷
蔵
庫
を
過
信
 

し
た
り
す
る
こ
と
が
食
中
毒
の
 

も
と
に
な
る
よ
う
で
す
。
 

家
庭
で
は
、
調
理
に
か
か
る
 
ん
に
食
事
前
に
手
洗
い
の
習
慣
 

ま
え
に
よ
く
手
を
洗
う
こ
と
は
 
を
ぜ
ひ
つ
け
る
よ
う
に
し
ま
し
 

い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
 

よ
う
。
 

（
県
広
報
だ
よ
り
）
 

お
と
な
は
も
ち
ろ
ん
、
子
供
さ
・
 

汝；“ル#ニIiP汝ニii':引”汝IImどン；"Iニど‘ニ“’ニク川●ニを；IIIニ‘ンIII●ニシ；II●ニどン川IニタiI”ニタニII●ニク；“●ニシI川汝；”●ニクi”，ニl'i“，ニ“iI”ニタiIIじシiIIL 

タ
ケ
ノ
コ
料
理
 

中
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近
ご
ろ
は
、
お
年
寄
り
の
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
家
庭
 

な
ど
で
タ
ケ
ノ
コ
を
も
ら
っ
た
り
す
る
と
、
そ
の
調
理
 

法
が
わ
か
ら
な
く
困
っ
た
と
い
う
よ
う
な
話
を
き
く
こ
 

と
が
あ
り
ま
す
。
 

タ
ケ
ノ
コ
の
料
理
は
、
ま
ず
ゆ
で
る
こ
と
か
ら
始
ま
 

り
ま
す
、
ア
ク
や
ェ
グ
味
を
除
く
た
め
で
ず
が
、
大
き
 

な
タ
ケ
ノ
コ
は
皮
を
つ
け
た
ま
ま
、
よ
ご
れ
だ
根
元
を
 

包
丁
で
整
理
し
、
全
体
の
三
分
の
ー
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
 

か
ら
、
や
や
斜
め
に
穂
先
を
切
り
落
し
、
中
の
身
に
 

届
く
程
度
に
縦
一
文
字
に
包
丁
目
を
入
れ
ま
す
。
 

こ
れ
を
大
ナ
べ
か
カ
マ
に
入
れ
、
た
っ
ぷ
り
の
水
 

に
、
二
割
ほ
ど
の
米
ヌ
カ
と
赤
ト
ウ
ガ
ラ
シ
三
ー
五
本
 

を
入
れ
気
長
く
ゆ
で
ま
す
。
細
い
ク
シ
が
た
や
す
く
さ
 

さ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
シ
ン
ま
で
熱
が
通
っ
て
い
る
の
 

で
す
。
そ
し
て
湯
が
さ
め
る
ま
で
、
カ
マ
の
中
に
と
め
 

て
お
く
と
、
す
っ
か
り
ア
ク
が
抜
け
て
甘
く
な
り
ま
す
。
 

こ
れ
を
ク
湯
ど
め
ガ
と
い
い
ま
す
。
皮
は
、
先
に
切
 

り
込
ん
だ
一
文
字
の
包
丁
目
を
ほ
ぐ
せ
ば
よ
く
、
皮
を
 

む
き
終
っ
た
ら
、
料
理
す
る
ま
で
清
水
に
さ
ら
し
て
お
 

く
の
で
す
。
 

木
の
芽
あ
え
は
、
サ
ソ
シ
ョ
の
芽
を
包
丁
の
匁
で
細
 

か
く
刻
み
、
そ
の
芳
香
を
白
ミ
ソ
に
ま
ぜ
ゆ
で
た
タ
ゲ
 

ノ
コ
と
湯
通
し
イ
カ
を
刻
ん
で
、
こ
の
木
の
芽
ミ
ソ
と
 

あ
え
ま
す
。
タ
ケ
ノ
コ
は
刻
ん
で
か
ら
湯
を
か
け
て
熱
 

い
う
ち
に
し
よ
ゆ
う
で
洗
っ
て
お
く
と
、
味
が
よ
く
浸
 

み
ま
す
。
 

山
国
の
人
は
イ
カ
代
り
に
タ
ニ
シ
を
使
っ
て
野
趣
の
 

あ
る
木
の
芽
あ
え
を
作
り
ま
す
。
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