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長
寿
を
祝
う
金
田
町
敬
老
会
 

暑
さ
の
続
い
た
今
年
の
夏
も
 

終
り
、
漸
く
朝
タ
涼
し
さ
を
肌
 

に
感
ず
る
九
月
に
入
っ
て
、
生
 

憎
天
候
不
順
、
十
五
日
の
敬
老
 

の
日
の
お
天
気
が
気
遣
は
れ
ま
 

し
た
が
、
天
も
老
人
の
日
を
祝
 

し
て
か
、
幸
に
も
、
当
日
は
秋
 

晴
の
よ
い
天
気
の
も
と
に
式
典
 

を
行
う
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
 

永
年
社
会
の
た
め
、
家
庭
の
 

た
め
、
尽
し
て
こ
ら
れ
た
、
本
 

町
在
住
の
七
山
→
4
以
上
の
方
、
 

四
百
二
名
を
金
田
小
学
校
の
会
 

場
に
お
招
き
し
ま
し
た
が
、
そ
 

の
う
ち
三
百
五
名
の
何
れ
も
壮
 

中

央

公

民

館

 

者
を
凌
ぐ
お
元
気
な
方
々
の
、
 

ご
出
席
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
 

式
典
に
先
だ
ち
、
会
場
受
付
 

に
お
い
て
満
七
十
五
才
以
上
の
 

方
に
対
し
、
本
町
敬
老
年
金
と
 

別
に
満
八
十
才
以
上
の
方
に
は
 

県
知
事
よ
り
の
記
念
品
が
お
く
 

ら
れ
ま
し
た
。
 

午
前
十
時
、
式
典
開
始
、
国
 

歌
斉
唱
、
老
人
名
読
上
げ
と
つ
 

づ
き
、
こ
の
一
年
間
に
亡
く
な
 

ら
れ
た
方
々
の
御
冥
福
を
祈
っ
 

て
黙
橋
を
捧
げ
、
次
い
で
八
十
 

八
才
以
上
の
九
名
の
方
に
知
事
 

町
長
よ
り
記
念
品
を
さ
し
あ
げ
 

ま
し
た
。
 

引
つ
づ
き
、
町
長
、
議
長
、
教
 

育
長
、
長
寿
会
長
、
婦
人
会
長
 

の
心
の
こ
・
t
 

一
祝
『
辞
が
あ
 

り
、
老
人
代
表
の
謝
辞
を
以
て
 

一
応
式
典
を
終
り
祝
宴
に
う
つ
 

り
ま
し
た
。
 

お
弁
当
を
開
き
、
杯
を
か
わ
 

し、 

サ
イ
ダ
ー
に
喉
を
う
る
お
 

し
、
和
や
か
に
会
食
し
な
が
ら
 

昔
話
に
花
を
さ
か
せ
、
更
に
婦
 

人
会
の
、
玄
人
は
だ
し
の
、
舞
 

農
地
法
改
正
の
概
要
②
 

前
回
に
お
い
て
農
地
法
第
三
 

条
の
改
正
点
に
お
い
て
述
べ
、
 

今
回
四
条
に
つ
い
て
掲
載
の
予
 

定
で
あ
り
ま
し
た
が
、
字
旬
の
 

改
正
程
度
で
内
容
に
お
い
て
は
 

全
ん
ど
変
り
が
あ
り
ま
せ
ん
の
 

で
今
回
は
第
五
条
の
改
正
点
に
 

つ
い
で
述
べ
た
い
と
思
い
ま
 

農

業

委

員

会

 

す。 （
農
地
法
第
五
条
）
 

農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
 

す
る
た
め
、
ま
た
は
、
採
草
放
 

牧
地
以
外
の
も
の
に
す
る
た
 

め
、
こ
れ
ら
の
土
地
に
つ
い
 

て
、
第
」
案
第
一
項
に
掲
げ
る
 

権
利
を
設
定
し
ま
た
は
移
転
す
 

踊
の
熱
演
に
拍
手
の
雨
を
降
な
 

せ
、
南
木
の
郷
土
芸
能
の
獅
子
 

舞
に
若
か
り
し
頃
を
思
い
う
か
 

べ
て
、
楽
し
い
ー
と
き
を
過
ご
 

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
終
に
 

近
づ
く
に
つ
れ
興
に
の
・
っ
て
か
 

老
人
の
飛
入
も
出
る
程
の
盛
会
 

で
し
た
。
 

お
年
寄
の
皆
様
、
来
年
の
敬
 

る
場
合
に
は
、
県
知
事
の
許
可
 

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

す
な
わ
ち
、
第
「
署
ょ
り
所
有
 

権
の
移
転
を
行
な
い
そ
の
土
地
 

を
転
用
す
る
場
合
の
法
文
で
あ
 

る。・ 
グ
改
正
点
ガ
 

ー
、
改
正
前
に
お
い
て
は
、
一
一
 

ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
農
地
 

（
田
畑
樹
園
地
）
転
用
に
つ
 

い
て
は
県
知
事
の
許
可
、
一
一
 

ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
農
地
転
 

用
に
つ
い
て
は
、
農
林
大
臣
 

老
会
に
も
、
ど
う
ぞ
、
お
元
気
な
 

お
姿
を
会
場
に
お
見
せ
下
さ
る
 

よ
う
お
祈
り
致
じ
ま
す
。
 

な
お
 
公
民
館
よ
り
 

来
賓
の
皆
様
方
に
厚
く
お
礼
を
 

申
上
げ
ま
す
。
 

の
許
可
を
要
丁
る
こ
と
に
な
 

っ
て
い
た
。
 

今
回
の
改
正
に
お
い
で
、
農
 

林
大
臣
の
許
可
対
象
は
農
地
 

に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
ニ
ヘ
 

ク
タ
ー
ル
を
こ
え
る
農
地
と
 

あ
わ
せ
て
転
用
す
る
採
草
放
 

牧
地
に
つ
い
て
も
、
農
林
大
 

臣
の
許
可
を
要
す
る
こ
と
と
 

な
っ
た
。
 

以
上
 

次
回
に
は
農
地
法
第
六
条
の
 

改
正
点
を
掲
載
の
予
定
。
 

『
寝
た
き
り
老
人
に
朗
報
』
 

2

年

金

だ

よ

り

ー

 

福

祉

係

 

※
六
十
五
才
か
ら
老
令
福
祉
年
 

金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
 

★
老
令
福
祉
年
金
は
、
明
治
四
 

十
四
年
四
月
一
日
以
前
に
生
れ
 

た
人
に
対
し
、
七
十
才
に
達
し
 

た
と
き
、
支
給
さ
れ
る
こ
と
が
 

原
則
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
年
 

三
月
の
第
六
十
五
国
会
に
提
出
 

さ
れ
た
、
 

「
国
民
年
金
法
の
一
 

部
を
、
改
正
す
る
法
律
」
が
一
1
1
 

月
三
十
日
公
布
さ
れ
ま
し
た
が
 

こ
の
改
正
法
の
う
ち
、
障
害
者
 

に
対
す
る
老
令
福
祉
年
金
の
支
 

給
開
始
年
令
の
引
下
げ
が
、
取
 

り
入
れ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
 

体
の
不
自
由
な
高
令
者
が
、
 

国
民
年
金
法
で
定
め
ら
れ
て
い
 

る
二
級
程
度
の
障
害
に
該
当
し
 

て
い
る
場
合
は
、
六
十
五
才
か
 

ら
老
金
福
祉
年
金
が
支
給
さ
れ
 

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
本
年
 

十
一
月
か
ら
実
施
さ
れ
ま
す
の
 

で
該
当
す
る
方
は
金
田
町
役
場
 

年
金
係
で
よ
く
お
た
ず
ね
の
う
 

え
早
目
に
請
求
手
続
を
し
て
下
 

さ
い
。
 

★
支
給
の
対
象
者
・
 

年
令
 

条
 

件
 

」
才
以
す
で
に
老
病
が
固
定
 

鮎
銃
騒
麟
？
 

人
 

に
あ
る
こ
と
。
 

★
二
級
障
害
の
程
度
と
は
 

⑥
両
眼
の
視
力
の
和
が
0
、
0
 

八
以
下
（
物
の
輪
郭
が
ど
う
に
 

か
分
る
程
度
）
 

⑥
耳
も
と
で
大
声
で
話
す
と
、
 

か
す
か
に
聞
き
と
れ
る
程
度
。
 

⑥
声
が
ほ
と
ん
ど
出
せ
な
い
た
 

め
、
自
分
の
意
志
を
伝
え
る
の
 

に
身
ぶ
り
や
書
く
こ
と
を
要
す
 

る
と
き
。
 

⑥
片
腕
や
片
足
が
完
全
マ
ヒ
な
 

ど
に
よ
り
ほ
と
ん
ど
使
え
な
い
 

と
き
。
 

⑥
両
手
の
親
指
と
ひ
と
さ
し
指
 

を
切
h
4
洛
し
て
い
る
と
き
。
 

⑥
他
人
の
助
け
を
借
り
る
必
要
 

は
な
い
が
、
日
常
生
活
が
き
わ
 

め
で
困
難
な
状
態
に
あ
る
と
 

ュさ。 



(2) 

部

落

の

歴

史

 

1
 

三
、
下
克
上
の
世
の
中
 

明
 

こ
う
し
た
散
所
の
民
と
か
、
 

壇
 
河
原
者
と
い
う
の
は
、
自
分
の
 

一
 
努
力
次
第
で
抜
け
出
し
、
賎
民
 

和
・
で
な
い
上
の
地
位
に
上
る
こ
と
 

昭
 
が
出
来
ま
し
た
o

皆
さ
ん
の
よ
 

く
御
存
じ
の
豊
臣
秀
吉
が
そ
う
 

で
す
。
彼
は
水
呑
み
百
姓
の
子
 

報
 

で
あ
っ
た
し
、
そ
の
ほ
か
加
藤
 

清
正
ば
銀
治
屋
の
せ
が
れ
、
福
 

島
正
則
は
桶
屋
の
息
子
、
蜂
須
 

町
 
賀
坐
ハ
・
は
野
武
士
の
大
将
で
あ
 

ー
 

っ
て
、
こ
と
に
小
六
の
子
孫
は
 

明
治
に
な
っ
て
侯
爵
に
な
っ
て
 

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
徳
川
以
 

田
 

前
は
一
応
の
身
分
制
度
は
あ
っ
 

て
も
、
徳
川
時
代
の
よ
う
に
、
 

終
生
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
 

金
 
ま
す
。
 

四
 
封
建
体
制
確
立
の
中
で
 

（
「
え
た
」
 

「
非
人
」
 

の
は
じ
ま
り
）
 

徳
川
家
康
が
天
下
を
と
る
 

と
、
徳
川
の
安
泰
を
確
立
す
る
 

た
め
に
、
身
分
制
度
を
き
び
し
 

く
し
て
、
当
時
の
人
口
三
千
万
 

を
、
士
・
農
・
エ
・
商
「
え
 

娼
 
た」 

「
非
人
」
の
、
わ
く
の
中
 

1
 

に
位
置
づ
け
て
、
動
か
し
が
た
 

訂
 

い
も
の
に
し
て
し
ま
い
ま
し
 

報
 

第
 

し
‘
0
.F
ー
ニ
ー
て
c
し
ー
ミ
1
 

た。 武
士
に
禄
を
与
え
、
生
活
を
 

保
証
し
、
』
身
分
を
保
つ
た
め
、
 

日 金 田 町 報 第114 号 町
 

1 

「
み
ょ
う
じ
」
 
「
帯
刀
」
を
許
 

し
、
斬
り
捨
御
免
の
特
権
を
み
 

と
め
支
配
者
と
し
て
の
地
位
を
 

も
た
せ
ま
し
た
。
武
士
も
将
軍
 

を
頂
点
と
し
て
、
大
名
・
旗
 

本
・
御
家
人
・
陪
臣
・
郷
士
な
 

ど
に
区
分
さ
れ
、
代
々
そ
の
身
 

分
を
う
け
つ
ぐ
の
を
、
た
て
ま
 

え
と
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
 

こ
う
し
た
武
士
階
級
の
生
活
 

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
農
民
 

そ
の
他
の
汗
と
油
の
結
晶
で
支
 

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
 

そ
の
農
民
も
地
主
、
‘
庄
屋
、
 

組
頭
、
本
百
姓
、
小
作
、
水
呑
 

と
差
別
さ
れ
な
が
ら
、
重
い
年
 

貢
を
と
り
た
て
ら
れ
、
ど
ん
な
 

不
作
の
年
で
も
年
貢
は
予
定
通
 

り
と
」
2
の
げ
ら
れ
、
そ
れ
を
納
 

め
る
た
め
娘
を
売
っ
た
ほ
ど
で
 

す
。
徳
川
時
代
に
は
、
こ
う
し
 

た
む
ご
い
重
税
の
苦
し
み
に
た
 

え
か
ね
て
、
数
千
回
の
百
姓
一
 

撲
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
 

国
民
の
大
部
分
を
し
め
る
農
民
 

の
こ
う
し
た
不
満
を
そ
ら
す
た
 

め
、
徳
川
幕
府
は
「
上
み
て
暮
 

す
な
、
下
見
て
暮
せ
」
と
百
姓
 

達
の
不
満
を
、
支
配
者
で
あ
る
 

武
士
階
級
に
向
っ
て
爆
発
し
な
 

い
よ
う
に
「
百
姓
達
よ
、
お
前
 

た
ち
は
苦
し
い
と
い
っ
て
い
る
 

が
、
お
前
た
ち
の
下
で
は
も
っ
 

消
防
だ
よ
り
 

昭
和
四
十
六
年
度
の
上
期
に
 

お
け
る
消
防
施
設
整
備
事
業
 

は
、
消
防
委
員
及
び
消
防
団
の
 

熱
意
と
町
議
会
議
員
の
御
理
解
 

に
よ
っ
て
次
の
と
お
り
実
施
い
 

た
し
ま
し
た
。
 

向
）
第
一
分
団
消
防
ポ
ン
プ
自
動
 

重
購
入
ノ
・
 

第
一
分
団
消
防
車
は
昭
和
一
一
 

十
九
年
ニ
月
購
入
以
来
十
七
年
 

余
本
町
の
消
防
災
害
並
び
に
隣
 

接
町
の
応
援
等
に
活
躍
し
て
ま
 

の
 

ノ
し
 

中

央

 公
 
民

館

 

と
苦
し
い
者
が
い
る
で
は
な
い
 

か
、
お
前
た
ち
は
彼
ら
に
比
べ
．
 

た
ら
、
う
ん
と
偉
い
ん
だ
ぞ
」
 

と
い
う
差
別
思
想
を
、
政
治
的
 

に
上
か
ら
下
へ
お
ろ
し
て
い
っ
 

た
訳
で
す
。
 

奈
良
本
辰
也
氏
に
よ
る
と
 

「
え
た
」
と
い
う
言
葉
や
法
令
 

は
、
元
禄
時
代
に
な
っ
て
は
じ
 

め
て
発
見
で
き
る
と
さ
れ
て
い
 

ま
す
。
そ
れ
ま
で
三
十
石
か
 

・
欠
」
ハ
十
石
程
度
の
生
活
を
保
 

証
さ
れ
て
い
た
皮
革
業
者
（
主
 

と
し
て
武
具
製
造
に
あ
た
る
）
 

が
、
法
令
に
よ
っ
て
「
え
た
」
 

の
身
分
に
組
入
れ
ら
れ
て
い
き
 

ま
す
。
い
わ
ゆ
る
部
落
問
題
の
 

発
生
は
、
遠
い
昔
の
こ
と
で
は
 

な
く
、
三
百
年
前
の
元
禄
の
頃
 

だ
っ
た
の
で
す
。
 

こ
の
頃
は
、
上
は
将
軍
か
ら
 

諸
大
名
に
至
る
ま
で
、
泰
平
に
 

馴
れ
、
ぜ
い
た
く
な
生
活
を
す
 

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
 

結
果
い
ま
ま
で
よ
り
更
に
重
税
 

を
課
し
て
、
農
民
生
活
を
圧
迫
 

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
 

す
。
一
方
商
人
た
ち
が
富
を
手
 

に
し
、
実
力
を
貯
え
だ
し
て
き
 

ま
す
。
 

こ
う
い
う
状
態
は
封
建
体
制
 

の
危
機
で
す
か
ら
、
何
と
か
も
 

ち
直
す
方
法
を
考
え
な
け
れ
ば
 

な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
 
「
え
 

た」 

「
非
人
」
制
度
の
は
じ
ま
 

り
で
、
そ
れ
ま
で
は
大
し
た
障
 

害
も
な
く
、
自
由
に
交
際
し
て
 

い
た
者
を
、
元
禄
を
境
と
し
て
 

は
っ
き
り
差
別
の
中
に
位
置
づ
 

け
し
ま
す
。
 

た
と
え
武
士
で
あ
っ
て
も
、
 

反
徳
川
的
な
人
物
や
、
戦
い
に
 

負
け
て
落
ち
の
び
た
武
士
、
ま
 

た
い
ろ
い
ろ
な
職
人
、
遊
芸
な
 

ど
の
一
定
の
職
に
あ
っ
た
人
々
 

も
、
強
制
的
に
、
政
策
的
に
、
 

百
姓
た
ち
と
区
別
す
る
た
め
 

に
、
河
原
や
不
毛
の
地
な
ど
、
 

お
よ
そ
人
の
住
め
そ
う
に
な
い
 

所
を
指
定
し
て
住
ま
せ
、
そ
こ
 

か
ら
出
る
こ
と
す
ら
禁
止
し
た
 

の
で
す
。
こ
う
し
て
一
般
の
職
 

業
に
つ
く
こ
と
を
禁
止
し
、
人
 

の
忌
み
嫌
う
職
業
な
ど
を
部
落
 

の
専
業
と
し
て
押
し
つ
け
ま
し
 

た
。
そ
れ
だ
け
で
は
あ
き
た
ら
 

ず
「
胸
に
は
け
も
の
の
皮
を
つ
 

け
よ
」
 
「
帯
は
荒
縄
を
し
め
 

よ」 

「
ち
ょ
ん
ま
げ
は
結
っ
て
 

は
な
ら
な
い
」
な
ど
の
お
ふ
れ
 

を
出
し
ま
し
た
。
ま
た
大
名
に
 

よ
っ
て
は
、
さ
ら
に
「
宗
門
改
 

人
別
帳
」
な
ど
を
作
っ
て
、
身
 

分
の
区
別
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
 

部
落
の
人
と
の
結
婚
を
禁
止
し
 

た
ほ
ど
で
す
。
こ
の
よ
う
に
し
 

て
部
落
民
と
、
農
民
を
中
心
と
 

し
た
一
般
と
を
分
裂
さ
せ
、
対
 

立
さ
せ
て
行
っ
た
の
で
す
。
 

・
こ
う
し
て
「
え
た
」
 

「
非
 

人
」
の
制
度
は
徳
川
封
建
体
制
 

の
安
全
弁
と
し
て
、
徳
川
三
百
 

，
年
の
封
建
社
会
を
支
え
ま
し
 

た。 部
落
は
、
正
に
政
治
の
意
図
 

に
よ
っ
て
、
つ
く
り
出
さ
れ
た
 

も
の
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
 

ま
せ
ん
。
 

生
活
時
間
の
も
ち
方
 

の
 

中

央

公

民

館

 
く

 

時
計
を
み
る
習
慣
を
 

あ
な
た
の
お
宅
で
は
、
時
計
 

は
ど
こ
に
お
い
て
『
あ
り
ま
す
 

か
。
主
と
し
て
時
計
を
み
る
の
 

は
、
そ
し
て
家
の
人
た
ち
に
、
 

時
間
を
し
ら
せ
る
の
は
、
ど
な
 

た
で
す
か
。
 

い
ま
で
こ
そ
、
た
く
さ
ん
の
 

人
が
時
計
を
身
に
つ
け
て
い
ま
 

す
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
つ
い
 

最
近
の
こ
と
で
、
多
く
の
人
は
 

時
計
な
し
で
く
ら
し
て
い
ま
し
 

た
。
つ
ま
h
百
分
で
時
計
を
 

み
、
時
間
を
は
か
っ
て
く
ら
す
 

よ
う
な
雪
慣
が
な
か
っ
た
わ
け
 

で
す
。
と
く
に
農
家
な
ど
で
 

は
、
何
時
に
仕
事
を
は
じ
め
 

て
、
何
時
間
働
き
、
何
分
休
憩
 

して・ー 

と
い
う
よ
う
な
考
え
 

方
は
、
ま
る
で
あ
り
ま
せ
ん
で
 

し
た
。
 

生
活
時
間
を
生
か
す
に
は
、
 

ま
ず
み
ん
な
が
自
分
で
時
計
を
 

み
る
習
慣
を
身
に
つ
け
る
こ
と
 

で
す
。
だ
れ
か
が
時
計
を
み
、
時
 

間
を
は
か
っ
て
、
み
ん
な
が
そ
 

れ
に
従
う
と
い
う
の
が
、
こ
れ
 

ま
で
の
多
く
の
人
の
時
間
生
活
 

で
し
た
。
こ
れ
で
は
、
自
分
の
 

大
事
な
時
間
を
、
だ
れ
か
に
や
 

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
 

す
。
自
分
の
計
画
も
な
に
も
あ
 

っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

一
時
間
は
あ
く
ま
で
も
一
時
 

間
で
す
。
け
れ
ど
も
、
一
時
間
 

と
い
う
同
じ
な
が
さ
の
時
間
 

も
、
使
い
方
に
よ
っ
て
、
そ
の
 

値
打
ち
に
は
大
き
な
差
が
生
じ
 

ま
す
。
で
き
る
だ
け
値
打
ち
が
 

あ
る
よ
う
に
、
時
間
を
上
手
に
 

使
う
こ
と
、
そ
れ
が
生
活
時
間
 

を
生
が
す
こ
と
で
す
o

と
こ
ろ
 

で
ー
口
に
値
打
ち
の
あ
る
よ
う
 

に
ト
ー
と
い
い
ま
し
て
も
、
そ
 

う
簡
単
に
い
え
る
こ
と
で
は
あ
 

り
ま
せ
ん
。
値
打
ち
は
、
そ
の
 

人
そ
の
人
の
生
活
の
中
で
き
ま
 

る
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
た
だ
強
 

い
て
い
え
ば
、
生
活
に
少
し
で
 

も
プ
ラ
ス
す
る
こ
と
で
し
ょ
 

」つ。 

毎
月
一
日
は
交
通
安
全
日
で
す
 

総
 
務
 
課
 

た
め
廃
車
し
、
九
月
十
七
日
に
 

ジ
ー
プ
式
最
新
型
森
田
ポ
ン
プ
 

車
を
購
入
、
そ
の
性
能
、
活
動
 

範
囲
と
も
に
抜
群
で
あ
り
、
万
 

一
の
場
合
の
機
動
力
と
し
て
そ
 

の
成
果
を
充
分
発
揮
で
き
る
も
 

の
と
信
じ
て
い
ま
す
。
 

⑥
第
」
牙
団
消
防
ポ
ン
プ
自
動
 

車
重
」
庫
移
転
ノ
・
 

第
」
牙
団
消
防
車
庫
は
神
崎
 

第
一
公
民
分
館
の
敷
地
内
に
あ
 

っ
た
が
、
公
民
分
館
の
建
替
え
 

い
り
ま
し
た
が
、
老
朽
化
し
た
 
に
よ
っ
て
そ
の
広
場
を
子
供
の
 

遊
ベ
ニ
 

レ
て
利
用
す
る
こ
A
」 

に
な
っ
た
の
で
、
児
童
の
安
全
 

と
一
朝
火
災
時
に
場
所
的
に
出
 

動
不
便
等
を
考
慮
し
、
移
転
す
一
三
 

を
こ
と
に
な
り
、
こ
の
ほ
ど
 

（
九
月
十
日
）
県
道
赤
池
ー
糸
 

田
線
沿
い
の
神
崎
大
橋
と
診
療
 

所
前
の
橋
の
中
間
に
、
近
隣
に
 

な
い
デ
ラ
ッ
ク
ス
な
車
庫
が
移
 

転
落
成
し
ま
し
た
。
 

こ
れ
も
森
ミ
ウ
ラ
さ
ん
の
御
 

理
解
あ
る
土
地
提
供
の
お
陰
で
 

あ
る
と
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
 

す。 構
造
 
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
 

ブ
ロ
ッ
ク
造
ニ
階
建
 

建
坪
 
延
十
八
坪
 

一
階
 

宣
庫
 

二
階
 
会
議
室
 

」
ん
な
と
き
 

生
活
相
談
員
に
 

御

相

談

を

 

明
 

日
本
経
済
は
最
近
の
十
数
年
 

判
 
の
間
に
、
驚
異
的
と
も
い
わ
れ
 

6
 
る
高
度
の
成
長
を
遂
げ
ま
し
 

和
 
た。 

昭
 

国
民
の
生
活
は
大
き
く
向
上
 

し
、
消
費
水
準
も
著
し
く
高
 

う
 
ま
り
ま
し
た
。
内
容
的
に
も
多
 

G
 
種
多
様
の
新
ら
し
い
商
品
や
サ
 

ー
ビ
ス
が
生
み
出
さ
れ
、
質
的
 

に
も
量
的
に
皇
早
富
に
な
っ
た
 

昨
今
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
 

勧
 

業
 

係
 

が
ら
、
こ
の
反
面
消
費
者
に
と
 

っ
て
各
種
の
弊
害
が
生
じ
て
い
 

る
こ
と
は
見
落
せ
な
い
実
状
で
 

あ
り
ま
す
。
 

・ 

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
 

対
処
し
て
い
く
た
め
、
県
で
は
 

昭
和
四
十
五
年
四
月
三
十
日
付
 

で
、
福
岡
県
消
費
生
活
相
談
員
 

設
置
規
程
が
定
め
ら
れ
、
本
年
 

度
か
ら
各
市
町
村
に
四
百
名
の
 

消
響
《
生
活
相
談
員
を
配
置
し
、
 

地
域
に
お
け
る
相
談
、
苦
情
の
 

受
付
け
、
市
町
村
へ
の
連
絡
等
 

を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
 

以
上
の
よ
う
に
消
費
生
活
相
 

談
員
設
置
規
程
が
定
め
ら
れ
県
 

の
指
導
の
も
と
に
、
本
町
に
お
 

い
て
も
学
識
経
験
豊
か
な
相
談
 

員
を
、
次
の
通
り
設
置
致
し
て
 

お
り
ま
す
の
で
、
日
常
生
活
の
 

中
で
お
き
た
問
題
に
つ
い
て
、
 

気
軽
に
御
相
談
さ
れ
る
よ
う
お
 

知
ら
せ
致
し
ま
す
。
 

ク
金
田
町
消
費
生
活
相
談
員
カ
 

ー
、
田
川
郡
金
田
町
大
字
金
田
 

昭
和
町
 
電
話
 
金
田
局
②
 

〇
八
一
一
番
 

金
田
町
婦
人
会
会
計
 

白
石
ヒ
ロ
子
 

二
、
田
川
郡
金
田
町
大
字
金
田
 

一
 

容
 

偉
 

の
 

車
 

防
 

当
h
 

人
見
 
電
話
 
金
田
局
②
 

（
処
理
）
 

〇
四
七
二
番
（
よ
び
だ
し
柴
 

町
の
相
談
員
に
消
費
者
か
ら
 

田
鉄
男
氏
宅
）
 

申
し
出
が
あ
り
ま
し
た
。
町
経
 

金
田
町
人
見
婦
人
会
支
部
長
 
済
課
は
町
商
工
会
に
対
し
て
こ
 

村
端
登
喜
子
 

の
よ
う
な
商
品
の
販
売
を
し
な
 

苦
情
（
相
談
）
の
内
容
 

お
よ
び
処
理
の
事
例
 

苦
情
ク
カ
ビ
が
生
え
 

て
い
た
食
パ
ン
ガ
 

一 
注
パ
ン
の
製
造
年
月
日
の
表
 

（ 

示
に
つ
い
て
 

食
パ
ン
を
買
っ
て
翌
朝
食
べ
 

よ
う
と
し
た
ら
、
カ
ビ
が
生
え
 

て
い
た
の
で
驚
い
た
。
早
速
販
 

売
店
に
こ
の
旨
を
申
し
出
た
と
 

こ
い
、
す
ぐ
取
り
か
え
て
く
れ
 

た
。
し
か
し
、
こ
ん
な
こ
と
が
 

い
よ
う
申
し
入
れ
ま
し
た
。
 

⑥
 
食
品
衛
生
法
に
よ
れ
ば
、
 

一
般
の
パ
ン
の
包
装
に
つ
い
 

て
表
示
す
る
こ
と
は
定
め
ら
 

れ
て
い
な
い
が
、
包
装
さ
れ
 

た
調
理
パ
ン
に
つ
い
て
は
、
 

製
造
加
工
年
月
日
、
製
造
者
 

名
、
同
所
在
地
な
ど
を
記
入
 

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 

な
い
よ
う
商
品
の
管
理
を
し
て
 
⑥
 
県
パ
ン
組
合
に
問
合
せ
ま
 

ほ
し
い
。
製
造
年
月
日
は
入
れ
 

し
た
と
こ
ろ
「
現
在
で
は
調
 

ら
れ
な
い
の
か
。
 

理
パ
ン
に
つ
い
て
の
表
示
は
 

生
活
は
わ
た
し
た
ち
自
身
の
 

も
の
で
す
。
し
か
し
、
社
会
的
な
 

つ
な
が
り
を
も
っ
て
、
は
じ
め
 

て
成
り
立
つ
も
の
で
す
。
で
す
 

か
ら
、
生
活
時
間
の
こ
と
に
し
 

て
も
、
や
は
り
そ
う
し
た
つ
な
 

が
り
を
忘
れ
て
、
も
つ
こ
と
は
 

で
き
ま
せ
ん
。
た
と
え
そ
う
で
 

あ
っ
て
も
『
一
人
々
々
の
生
活
 

時
間
の
も
ち
方
が
も
と
に
な
っ
 

て
、
社
会
的
な
集
団
の
時
間
も
 

く
み
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
 

な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
、
 

（
お
わ
り
）
 

御
芳
志
あ
り
が
と
う
 

ご
ざ
い
ま
し
た
 

金
田
町
長
寿
会
 

金
田
町
社
会
福
祉
協
議
会
 

大
井
半
殿
 

御
尊
父
定
市
様
の
香
典
返
し
 

と
し
て
長
寿
会
へ
 

長
野
友
行
殿
 

御
息
女
キ
ミ
子
様
香
典
返
し
 

と
し
て
社
会
福
祉
協
議
会
へ
そ
 

れ
ぞ
れ
御
寄
附
い
た
だ
き
ま
し
 

た
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
 

昭
和
 47 

年
度
福
岡
県
立
農
業
 

講
習
所
講
習
生
募
集
 

受
験
資
格
は
学
校
教
育
法
に
 

よ
る
高
等
学
校
を
座
‘
未
し
た
 

者
、
若
し
く
は
昭
和
四
十
七
年
 

三
月
三
十
一
日
ま
で
に
座
‘
未
見
 

込
み
の
者
で
、
農
業
に
関
す
る
 

学
科
を
修
得
し
た
者
、
ま
た
は
 

修
得
す
る
見
込
み
の
者
で
志
操
 

堅
固
で
身
体
強
健
な
者
。
前
記
 

該
当
者
で
昭
和
二
十
五
年
四
月
 

一
日
以
降
に
生
れ
た
者
と
な
っ
 

て
い
ま
す
。
募
集
人
員
は
三
〇
 

名
、
修
業
年
限
は
ニ
カ
年
、
試
 

験
は
国
語
、
懲
子
、
社
会
、
理
 

科
（
生
物
）
、
ロ
頭
試
験
、
身
 

体
検
査
と
な
っ
て
い
ま
す
。
試
 

験
期
日
は
四
十
六
年
十
一
月
十
 

一
日
よ
り
十
三
日
で
、
合
格
発
 

表
は
十
一
月
十
七
日
と
な
っ
て
 

い
ま
す
。
願
書
受
付
は
十
月
十
 

一
日
か
ら
十
月
三
十
日
ま
で
で
 

受
験
申
込
用
紙
は
福
岡
県
筑
 

紫
郡
筑
紫
野
町
大
字
上
古
賀
一
一
 

昌
一
、
福
岡
県
立
農
業
講
習
所
 

勧
 
業
 
係
 

に
返
信
用
封
筒
に
 15 
円
切
手
を
 

は
っ
た
も
の
を
同
封
し
て
請
求
 

し
て
下
さ
い
。
 

願
書
提
出
に
当
っ
て
は
、
所
 

定
の
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
 

記
入
し
、
 

「
受
験
票
」
の
裏
面
 

は
七
円
切
手
を
は
り
、
」
写
真
票
 

に
添
附
書
類
と
し
て
出
身
学
校
 

長
に
お
い
て
作
成
の
上
、
厳
封
 

さ
れ
た
「
調
査
書
」
と
保
健
所
 

発
行
の
身
体
検
査
書
を
添
付
し
 

願
書
を
提
出
し
ま
す
。
 

目
的
は
農
業
技
術
指
導
者
の
 

育
成
に
あ
り
ま
す
の
で
、
当
町
 

農
業
振
興
の
面
か
ら
も
核
当
者
 

は
こ
ぞ
っ
て
受
験
し
、
資
格
を
 

取
得
さ
れ
る
よ
う
お
知
ら
せ
し
 

ま
す
。
 

く
わ
し
い
こ
と
及
び
分
り
に
 

く
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
場
合
 

は
、
役
場
勧
業
係
か
直
接
前
記
 

農
業
講
習
所
ぺ
御
問
合
せ
下
さ
 

い。 

ご 

し
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
パ
 

ン
に
つ
い
て
は
表
示
し
て
い
 

な
い
。
こ
れ
は
原
則
と
し
て
 

販
売
店
の
一
日
の
需
要
に
応
 

じ
て
出
荷
し
て
い
る
関
係
か
 

ら
、
何
日
も
店
頭
に
お
く
こ
 

と
は
な
い
と
思
う
。
パ
ン
は
 

労
力
な
ど
の
関
係
か
ら
前
日
 

に
作
り
、
そ
の
日
の
晩
仕
上
 

が
り
、
翌
日
販
売
店
に
配
達
 

し
て
い
る
。
 
パ
ン
の
カ
ビ
に
 

つ
い
て
は
、
‘
今
後
と
も
注
意
 

す
る
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
 

以
上
、
ほ
ん
の
一
例
を
あ
げ
 

て
説
明
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
 

が
、
み
な
さ
ん
の
ま
わ
り
に
は
 

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
多
く
あ
ろ
 

う
こ
と
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
 

相
談
員
に
気
軽
に
御
相
談
さ
れ
 

み
な
さ
ま
の
生
活
を
豊
か
に
さ
 

れ
る
よ
う
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
 

" 
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町
 

田
 

金
 

田
植
労
賃
と
機
械
植
え
の
収
益
性
は
 

田
植
期
に
お
け
る
労
働
力
不
 

足
と
賃
金
の
高
騰
は
、
農
村
の
 

切
実
な
問
題
と
し
て
対
応
策
が
 

考
え
ら
れ
て
来
た
。
昨
年
に
続
 

い
て
今
年
も
田
植
機
が
昔
及
さ
 

れ
て
き
た
の
は
そ
の
あ
ら
わ
れ
 

で
あ
ろ
う
。
 

田
植
賃
金
は
図
H
の
通
り
三
 

十
九
年
か
ら
四
十
二
年
ま
で
は
 

年
率
二
〇
％
以
上
の
大
幅
な
伸
 

び
で
あ
っ
た
。
一
最
近
は
そ
の
騰
 

勢
も
い
く
ら
か
弱
ま
り
、
本
年
 

は
前
年
の
上
昇
率
を
や
や
上
廻
 

る
十
「
・
三
％
の
上
昇
率
を
示
 

し
た
。
こ
の
伸
び
率
は
他
産
業
 

の
臨
時
雇
賃
金
と
ほ
ぼ
同
一
 

で
あ
る
が
、
賃
金
額
は
表
口
に
 

示
す
よ
う
に
田
植
賃
金
が
は
る
 

か
に
高
い
。
田
植
賃
金
の
県
平
 

均
は
二
千
五
百
円
で
男
と
女
の
 

差
は
殆
ん
ど
な
い
。
田
植
雇
用
 

は
こ
の
支
払
賃
金
の
ほ
か
に
ま
 

か
な
い
食
事
付
が
一
般
的
習
慣
 

で
、
車
で
の
送
り
迎
え
、
手
土
 

産
な
ど
、
労
働
刀
確
保
の
た
め
 

支
払
実
賃
金
は
か
な
り
高
い
も
 

の
と
な
っ
て
い
る
。
農
村
及
び
 

他
産
業
の
雇
用
労
賃
は
、
と
も
・
 

に
地
域
別
に
そ
の
格
差
が
み
ら
 

れ
、
就
労
機
会
に
恵
ま
れ
た
都
 

市
近
郊
が
高
く
、
農
山
村
は
必
 

然
的
に
安
く
な
っ
て
い
る
。
 

労
賃
の
高
騰
と
労
働
力
不
足
 

勧
 

業
 

係
 

の
代
替
と
し
で
登
場
し
た
田
植
 
た
め
共
同
導
入
な
ど
も
一
考
で
 

機
に
つ
い
て
み
る
と
、
県
内
の
 
あ
ろ
う
。
 

普
及
は
約
八
千
台
と
み
ら
れ
 

〈
金
田
町
十
六
台
）
生
産
調
整
 

の
減
反
と
併
せ
て
労
働
力
不
足
 

も
八
」
あ
る
程
度
緩
和
さ
れ
た
よ
 

う
で
あ
る
。
 

田
植
機
の
効
率
を
植
付
け
だ
 

け
に
つ
い
て
み
る
と
、
十
ア
ー
 

ル
当
り
所
要
時
間
は
、
手
植
え
 

の
十
一
ー
 
三
・
五
時
間
に
対
 

し
て
、
田
植
機
は
一
ー
一
・
五
 

時
間
で
す
み
、
約
十
倍
の
能
率
 

で
あ
る
。
 

・
田
植
機
に
よ
る
生
産
費
及
び
 

収
益
性
を
、
四
十
四
年
度
産
米
 

の
生
産
費
調
査
結
果
か
ら
経
営
 

階
層
別
に
試
算
比
較
し
て
み
る
 

と、 

ー
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で
は
 

田
植
機
の
減
価
償
却
費
は
約
一
一
 

千
円
の
増
に
対
し
て
労
働
費
の
 

節
減
分
が
四
千
円
で
手
植
作
業
 

に
比
べ
生
産
費
は
安
く
な
る
。
 

ま
た
一
日
当
り
家
族
労
働
報
酬
 

で
も
機
械
植
え
の
方
が
五
百
円
 

程
度
高
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
 

田
植
機
の
普
及
は
労
働
力
不
足
 

を
解
消
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
 

コ
ン
バ
イ
ン
の
導
入
と
相
ま
っ
 

て
今
後
の
稲
作
経
営
に
画
期
的
 

な
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

ま
た
こ
れ
ら
農
機
具
の
導
入
に
 

当
っ
て
は
過
剰
投
資
を
さ
け
る
 

手植え・動力作業による生産費の比較 10 a当たり 麺
 

単位：円 ー福岡県平均一（44年産米調査） 
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崩
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来
‘
 

農

業

委

員

会

 

従
来
の
小
作
料
に
つ
い
て
ば
 

農
業
委
員
会
が
小
作
農
の
経
営
 

を
安
定
さ
せ
る
こ
と
を
旨
と
し
 

省
令
で
定
め
る
基
準
に
基
き
都
 

道
府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
て
 

農
地
等
級
ご
と
に
小
作
料
の
最
 

高
額
を
定
め
て
ま
い
り
ま
し
た
 

が
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
小
 

作
料
の
最
高
額
が
撤
廃
さ
れ
 

た。 以
上
の
よ
う
に
小
作
料
の
最
 

高
額
が
撤
廃
さ
れ
ま
し
た
が
、
 

農
業
経
営
の
安
定
を
図
る
こ
と
 

が
農
地
法
の
主
旨
で
あ
る
以
上
 

こ
れ
に
か
わ
り
、
農
業
委
員
会
 

事
業
と
し
て
、
標
準
小
作
料
設
 

定
協
議
会
を
設
け
、
各
市
町
村
 

に
お
い
て
小
作
料
を
定
め
な
け
 

れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
 

事
業
内
容
 

一
、
標
準
小
作
料
設
定
協
議
会
 

を
置
き
、
協
議
会
に
お
い
て
 

小
作
料
を
定
め
農
業
委
員
会
 

に
お
い
て
決
議
す
る
。
 

構
成
人
員
 

祝日には 

国旗を 

あげましよう 

地
主
側
 
五
名
 

小
作
人
側
 
五
名
 

学
識
経
験
者
 
五
名
以
内
 

（
農
業
委
員
は
介
入
し
な
 

い） 

イ
、
区
分
の
設
定
（
た
と
え
ば
 

平
担
地
と
山
間
部
と
に
分
け
 

る） 

' 

ロ
、
標
準
小
作
料
の
算
定
基
礎
 

の
作
成
（
粗
収
入
の
二
五
％
 

を
こ
え
な
い
範
囲
内
で
定
め
 

る） 
こ
の
標
準
額
を
ガ
め
や
す
β
 

と
し
て
各
人
に
お
い
て
小
作
契
 

約
を
行
な
う
わ
け
で
あ
る
が
、
 

契
約
の
条
件
に
か
か
わ
ら
ず
、
 

当
事
者
は
将
来
に
向
っ
て
小
作
 

料
の
増
減
の
請
求
を
す
る
こ
と
 

が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

ま
た
、
農
業
委
員
会
は
、
小
 

作
料
の
標
準
額
を
定
め
た
場
合
 

に
お
い
て
、
契
約
で
定
め
る
小
 

作
料
の
額
が
標
準
額
に
比
較
し
 

て
著
し
く
高
額
で
あ
る
と
認
め
 

る
と
き
は
、
当
事
者
に
対
し
そ
 

の
小
作
料
（
粗
収
入
の
三
〇
彩
 

を
こ
え
る
場
合
）
を
減
額
す
べ
 

き
旨
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
 

る。 以
上
の
よ
う
に
小
作
料
を
設
 

定
す
る
に
当
り
、
各
農
家
に
役
 

場
職
員
が
聞
取
調
査
に
御
伺
い
 

致
し
ま
す
の
で
、
御
協
力
方
お
 

願
い
し
ま
す
。
 

以
上
 

、 

' 
・
り
 

、
、
，
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、
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