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開業式の主役
たち

左から

●江下祐子さん
●今井貴子ちゃん
●南ななえちゃん
●森山折尾駅長
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車ニ…ヨ℡‾

開
業
お
め
で
と
う

◎

は
な
や
か
に
記
念
式
典

午
前
十
時
か
ら
始
め
ら
れ
た
開
業
式

に
は
、
ｌ
Ｒ
関
係
者
や
地
元
水
巻
町
の

代
表
者
ら
約
六
十
人
が
出
席
。
早
朝
か

ら
見
物
に
つ
め
か
け
た
地
元
の
人
約
二

百
人
が
見
守
る
申
、
真
新
し
い
ユ
ニ
ホ

ー
ム
に
身
を
固
め
た
森
山
駅
長
（
折
尾

駅
長
兼
務
）
が
、
駅
舎
前
に
清
め
の
塩

を
ま
い
て
安
全
を
祈
願
。

続
い
て
、
主
催
者
の
ー
Ｒ
川
崎
取
締

役
が
「
親
し
ま
れ
る
駅
に
し
た
い
」
と

あ
い
さ
つ
、
地
元
を
代
表
し
て
伊
藤
町

長
、
福
間
議
長
、
粟
川
促
進
協
議
会
々

長
が
「
地
元
の
活
性
化
に
期
待
す
る
」

と
、
新
駅
誕
生
の
よ
ろ
こ
び
を
述
べ
ま

し
た
。開

業
式
の
後
、
森
山
駅
長
、
伊
藤
町

長
、
福
間
議
長
ら
七
人
が
一
列
に
並
ん

で
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
。

森
山
駅
長
を
先
頚
に
、
参
加
者
全
員

が
ロ
グ
ハ
ウ
ス
の
駅
舎
の
改
札
口
を
「

通
り
初
め
」
し
ま
し
た
。

◎
⑳
⑳

発
車
式
の
主
役
は
、
地
元
吉
田
地
区

の
三
人
。

十
一
時
九
分
発
の
黒
崎
行
が
ホ
ー
ム

に
着
く
と
、
吉
田
小
学
校
四
年
生
の
今

井
貴
子
ち
ゃ
ん
、
南
な
な
え
ち
ゃ
ん
が

運
転
士
と
車
掌
に
花
束
を
プ
レ
ゼ
ン
ト

一
日
駅
長
、
江
下
祐
子
さ
ん
（
新
成

人
・
吉
田
団
地
）
が
高
く
手
を
上
げ
、

出
発
の
合
図
を
す
る
と
、
列
事
は
ゆ
っ

く
り
ホ
ー
ム
を
ス
タ
ー
ト
。

出
席
者
か
ら
盛
大
な
拍
手
が
お
こ
り

ま
し
た
。

●
　
　
　
　
　
●

こ
の
日
は
、
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
や
ガ

ー
ル
ス
カ
ウ
ト
も
大
活
躍
、
駅
前
道
路

の
両
側
か
ら
、
式
典
出
席
者
や
乗
客
に

「
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
声

を
か
け
、
喜
び
の
ム
ー
ド
を
盛
り
上
げ

ま
し
た
。

ま
た
、
開
業
を
祝
う
地
元
の
人
た
ち

で
駅
も
一
日
中
大
繁
盛
。
駅
舎
を
デ
ザ

イ
ン
し
た
記
念
乗
車
券
や
オ
レ
ン
ジ
カ

ー
ド
も
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
、
駅
員
さ
ん

は
て
ん
て
こ
ま
い
の
忙
し
さ
で
し
た
。



特集・東水巻献

開
業
の
記
念
に
一
番
乗
り
を
…
と
、
早
朝
か
ら
ジ
ー
パ
ン
姿
の
若
者
か

集
ま
っ
た
。
一
番
列
車
は
5
時
5
1
分
発
若
松
行
。
ま
だ
暗
い
ホ
ー
ム
を
ラ

イ
ト
を
つ
け
た
列
車
が
発
車
。
新
駅
ス
タ
ー
ト
の
一
瞬
だ
。

白垣圭堂さん・自垣行基くん

学生　　　水巻南中3年
吉田－

ん酎
生
配

地
学
周

横

今
日
は
記
念
に
弟
と
一
番
列
車
に
乗

り
ま
す
。
地
元
に
新
し
い
駅
が
出
来
て

う
れ
し
い
で
す
ね
。
モ
ダ
ン
な
駅
舎
だ

か
ら
自
慢
で
き
ま
す
。
　
　
（
圭
堂
）

今
春
高
校
に
進
学
し
ま
す
の
で
、
毎

日
こ
の
駅
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
自
転
車
で
折
尾
ま
で
行
か
な
く
て

も
済
む
よ
う
に
な
っ
て
、
よ
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
（
行
基
）

昨
夜
か
ら
徹
夜
で
駅
の
開
業
を
待
ち

ま
し
た
。

高
校
時
代
か
ら
の
鉄
道
フ
ァ
ン
で
、

福
岡
地
下
鉄
の
開
業
時
や
、
番
月
線
、

添
生
線
の
さ
よ
な
ら
列
車
に
乗
り
に
行

っ
た
り
、
先
日
は
青
函
連
絡
船
に
も
出

か
け
ま
し
た
。

今
日
は
、
家
か
ら
近
い
こ
の
駅
の
一

番
切
符
を
ね
ら
い
ま
し
た
。

音
、
こ
の
あ
た
り
は
Ｓ
Ｌ
の
名
所
で

し
た
が
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
こ
こ
に
駅
が

出
来
た
ら
便
利
に
な
る
の
に
と
思
っ
て

い
ま
し
た
。

長
野
県
の
高
原
に
で
も
来
た
よ
う
な

し
ゃ
れ
た
感
じ
の
駅
で
す
ね
。長浜　総くん

永犬丸中3年
八幡西区

幼
稚
園
の
こ
ろ
か
ら
の
鉄
道
マ
ニ
ア

で
、
切
符
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
や
写
真
撮

影
を
し
て
い
ま
す
。

こ
の
駅
は
家
か
ら
近
い
の
で
、
今
年

か
ら
通
学
に
利
用
す
る
こ
と
に
な
る
と

思
い
ま
す
。
今
日
の
一
番
乗
り
は
、
ず

っ
と
前
か
ら
計
画
し
て
い
ま
し
た
。

●

中村秀一さん●若松和己さん

（29才）；（34才）

・趣味－「一一一一一一1；・趣味一一一一一→

釣り・酒は焼酎●　磯釣り・盆栽

●血液型　　　　●●血液型

ＡＢ型　：Ｏ型
’　●

も
う
す
ぐ
一
か
月

開
業
以
来
も
う
す
ぐ
一
か
月
が
経
と

う
と
し
て
い
ま
す
。

色
々
な
失
敗
談
も
耳
に
し
ま
し
た
。

中
間
駅
と
思
い
込
ん
で
降
り
て
し
ま

っ
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
氏
、
水
巻
駅
で
降

り
る
つ
も
り
だ
っ
た
あ
わ
て
も
の
の
買

物
客
、
水
巻
駅
の
時
刻
表
と
間
違
え
て

3
0
分
も
待
ち
ぼ
う
け
を
食
っ
た
地
元
の

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
な
ど
な
ど
…
…
。

と
は
い
え
、
丸
太
造
り
の
駅
舎
は
地

元
に
明
る
い
話
題
を
も
た
ら
し
ま
し
た

毎
日
の
散
歩
コ
ー
ス
と
し
て
、
駅
を

訪
ず
れ
る
愛
犬
づ
れ
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん

や
、
友
だ
ち
づ
れ
で
見
学
に
く
る
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
た
ち
の
姿
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
近
所
の
子
供
た
ち
も

駅
前
公
園
で
遊
ぶ
の
が
日
課
に
…
…
。

ま
た
、
駅
前
に
は
約
8
0
台
分
の
駐
輸

場
も
整
備
さ
れ
、
毎
日
の
通
勤
・
通
学

に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

ど
う
や
ら
こ
の
駅
、
地
元
の
人
々
に

深
く
愛
さ
れ
は
じ
め
た
よ
う
で
す
。

ｅ
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ほ
ん
と
に
便
利
に
な
り
ま
し
た
。

ｅ

こ
の
駅
が
で
き
る
ま
で
は
折
尾
で
バ

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

崎田智加子さん

毎
朝
余
裕
が
で
き
ま
し
た

八
幡
の
病
院
に
勤
め
て
い
ま
す
。

行
き
帰
り
は
、
水
巻
駅
ま
で
母
に
革

で
送
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ

の
駅
な
ら
歩
い
て
五
分
。
毎
朝
余
裕
が

で
き
ま
し
た
。

障
害
者
の
た
め
の
ス
ロ
ー
プ
な
ど
工

夫
さ
れ
た
駅
だ
と
思
い
ま
す
。んさ之貴田添

通
学
が
楽
に
な
っ
た

今
ま
で
中
間
駅
ま
で
自
転
軍
事
で
＼

・　●●●●●・魯槍●●●轟●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

‥
ス
に
乗
り
替
え
て
い
ま
し
た
が
、
寒
い

●
日
は
大
変
で
し
た
。

…
小
倉
か
ら
の
直
行
便
が
で
き
、
通

●
動
時
間
は
短
縮
さ
れ
る
し
、
乗
り
か
え

‥
が
な
く
な
っ
て
大
助
か
り
で
す
ｅ

●
　
駅
舎
も
こ
じ
ん
ま
り
し
て
清
潔
な
感

…
じ
で
い
い
で
す
ね
。

木
の
に
お
い
が
大
好
き

お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
住
ん
で
い
る
胎
田

に
、
乗
り
か
え
ず
に
行
け
る
よ
う
に
な

っ
て
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

駅
が
木
で
で
き
て
い
る
か
ら
か
っ
こ

い
い
。
木
の
に
お
い
が
大
好
き
で
す
。

い
と
こ
に
言
っ
た
ら
「
遊
び
に
行
け

る
ね
」
と
よ
ろ
こ
ん
で
い
ま
し
た
。

石黒　末子さん

定
期
券
を
買
い
ま
し
た

以
前
か
ら
吉
田
に
駅
が
で
き
る
と
＼

（

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

親
切
な
駅
員
さ
ん

黒
崎
ま
で
通
学
し
て
い
ま
す
。

近
く
に
め
ず
ら
し
い
駅
が
で
き
て
、

う
れ
し
い
で
す
ね
。

駅
員
さ
ん
が
親
切
な
の
で
、
気
持
ち

よ
く
利
用
し
て
い
ま
す
。

んさ子鹿尾松

主
人
と
ビ
ヤ
ガ
ー
デ
ン
に

駅
か
ら
約
2
分
の
と
こ
ろ
に
住
ん
で

い
ま
す
。
駅
が
で
き
る
と
聞
い
た
時
＼
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●東水巻駅乗車券発売枚数（記念乗車券を含む）

Ｒ鵜ＳＳｇｍ初凪朗書 定 期

霊独鵬鍼凱癖馳
2 70

労旨 2 92 、き

漁
淋

2 9 1 1．．、

地書　－
3 2才 4

細
物

4 15 1

日　 1 切 符 一定 期

怒翫偲切削砲
車　昭

2 90 2

●吉 35 2 ＿．・こ－1 －

ｌ掌

鞠馳

舶 8 、．、

32 5 －′

・．十

十 受

職恥
ハ芯．ヮ　ハ

27 1

日 切符 ．定期

票葛儲創動癒喝

1書

棚鞠

1235 11

348 潤仁

323 Ｉ5

書＝ ．242 2

恥鞄
料

宗
像
か
ら
通
勤
し
て
い
ま
す

宗
像
か
ら
通
勤
し
て
い
る
私
に
と
っ

て
、
吉
田
の
工
場
は
不
便
す
ぎ
る
場
所

で
し
た
。
今
ま
で
水
巻
駅
か
ら
タ
ク
シ

ー
で
通
っ
て
い
ま
し
た
が
、
会
社
の
す

ぐ
近
く
に
駅
が
で
き
た
お
か
げ
で
本
当

に
便
利
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
に
、
会
社
の
事
務
員
も
、
黒
崎

の
銀
行
や
安
定
所
に
行
く
の
に
、
駐
車

場
の
心
配
が
い
ら
な
く
な
っ
た
と
善
ん

で
い
ま
す
。
も
っ
と
沢
山
の
人
が
利
用

す
る
よ
う
に
な
る
と
い
い
で
す
ね
。

井黒須美子さん

黒
崎
ま
で
買
物
に

私
は
買
物
が
趣
味
。
週
に
二
、
三
度

黒
崎
ま
で
出
か
け
ま
す
。

今
日
は
見
物
が
て
ら
東
水
巻
駅
で
降

り
て
み
ま
し
た
。
意
外
に
利
用
者
が
多

か
っ
た
の
で
う
れ
し
く
な
り
ま
し
た
。

「
お
つ
か
れ
さ
ま
」
と
駅
員
さ
ん
に
声

を
か
け
ら
れ
る
と
心
が
温
ま
り
ま
す
ね

喫
茶
店
の
よ
う
な
駅
舎
が
気
に
入
り

ま
し
た
。
駅
前
が
き
れ
い
に
な
れ
ば
立

派
な
駅
に
な
り
ま
す
ね
。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

＼
1
0
分
か
か
っ
て
い
ま
し
た
が
、
駅
が
●

で
き
て
通
学
が
楽
に
な
り
ま
し
た
。

●●

ク
ラ
ブ
活
動
で
遅
く
な
る
こ
と
も
あ
●

り
ま
す
が
、
本
数
が
増
え
た
の
で
助
か
…

安永眞由美さん

か
わ
い
い
郡
が
お
気
に
入
り

今
ま
で
中
間
駅
か
ら
通
学
し
て
い
ま

し
た
。
晴
れ
の
日
は
自
転
車
、
雨
の
日

は
歩
い
て
2
0
分
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
ん
な
に
近
く
に
駅
が
で
き
て
う
れ

し
い
ナ
。
下
り
の
便
も
多
く
な
っ
た
し

か
わ
い
い
駅
だ
か
ら
気
に
入
っ
て
ま
す

「
駅
が
で
き
た
か
ら
、
遊
び
に
行
く

よ
」
と
、
友
だ
ち
に
言
わ
れ
ま
し
た
。

んさ正隆野向

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

へ

＼
い
い
な
あ
…
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

バ
ス
通
勤
で
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は

Ｊ
Ｒ
を
利
用
し
ま
す
。
き
っ
そ
く
定
期

券
も
貝
い
ま
し
た
よ
。

黒
崎
へ
の
買
物
も
、
本
数
が
多
い
か

ら
、
今
ま
で
み
た
い
に
主
人
に
頼
ん
で

革
に
乗
せ
て
も
ら
わ
な
く
て
も
す
み
そ

う
で
す
。

んさ紀善水城

直
通
便
で
帰
れ
ま
す

ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
の
練
習
で
遅
い
と
き

も
、
枝
光
か
ら
直
通
で
帰
れ
る
か
ら
便

利
で
す
。

ロ
グ
ハ
ウ
ス
の
駅
舎
が
い
い
と
思
い

ま
す
。
友
だ
ち
か
ら
「
メ
ル
ヘ
ン
で
い

い
ね
。
」
と
ひ
や
か
さ
れ
ま
し
た
。

雨
の
日
は
、
駅
の
前
が
ぺ
ち
ゃ
ぺ
ち

ゃ
に
な
り
ま
す
ね
。

●

毎
日
疲
れ
が
ち
が
い
ま
す
㈹

黒
崎
ま
で
自
転
車
で
通
っ
て
い
ま
し
◎◆

た
が
、
駅
が
で
き
た
か
ら
Ｊ
Ｒ
で
通
勤
●

杉本チヱカさん

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

疲
れ
が
ち
が
う
し
、
朝
が
ゆ
っ
く
り
●

で
き
る
か
ら
、
退
職
ま
で
こ
の
駅
を
利
両

用
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
ね
。
　
傷

帰
り
は
乗
客
が
多
く
て
め
「
た
に
座
…

れ
ま
せ
ん
。
一
雨
増
や
し
て
欲
し
い
と
●●

思
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｂ

一
日
二
百
円
安
あ
が
り

主
人
の
看
病
の
た
め
、
毎
日
黒
崎
の

病
院
に
通
っ
て
い
ま
す
。

バ
ス
な
ら
二
百
九
十
円
で
す
が
Ｊ
Ｒ

は
百
九
十
円
。
往
復
す
る
と
一
日
二
百

円
も
安
あ
が
り
に
な
る
か
ら
助
か
っ
て

い
ま
す
。
本
当
に
便
利
に
な
り
ま
し
た

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

＼
か
ら
開
業
を
心
待
ち
に
し
て
い
ま
し

た
。
山
田
市
の
両
親
の
と
こ
へ
も
気
軽

に
里
帰
り
が
で
き
る
し
、
こ
の
夏
は
主

人
と
黒
崎
の
ビ
ヤ
ガ
ー
デ
ン
に
出
か
け

る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

んさ寿保尾松

会
社
の
近
く
に
駅
が

小
倉
か
ら
吉
田
の
工
場
団
地
ま
で
通

勤
し
て
い
ま
す
。
会
社
の
近
く
に
駅
が

で
き
た
お
か
げ
で
、
朝
は
3
0
分
遅
く
出

て
も
間
に
合
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

で
も
、
残
業
の
帰
り
は
ち
ょ
う
ど
い

い
便
が
な
く
て
、
少
し
不
便
さ
を
感
じ

て
い
ま
す
。

夜
の
駅
前
は
、
薄
暗
く
て
女
性
の
方

は
心
細
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

んさ子陽
1
丸力

若
松
か
ら
通
勤
し
て
い
ま
す

朝
は
1
Ｒ
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
が
、
帰
り
は
ち
ょ
う
ど
い
い

便
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
バ
ス
を
使
っ
て

い
ま
す
。

主
婦
は
夕
食
の
仕
度
が
あ
る
か
ら
一

刻
も
早
く
帰
り
た
い
の
が
本
音
で
す
。

五
時
十
分
ご
ろ
の
若
松
行
が
あ
る
と
便

利
に
な
る
の
で
す
が
…
。

ｅ



うちおうかん

吉田に内往還
教育委員会が標柱

′‾＼

′■＼

吉田本村に江戸時代の街道が

残っているのをご存知ですか？

町教育委員会はこのほど、吉
うちおうかん

田に残る「内往還」に木製の模

柱を立てました。内往還とは、

福岡藩主が参勤交代や藩内巡見

するときの道路で、今でいう県

道。

垣生から岩瀬、吉田、則松を

通って黒崎へ向かうコースのう

ち、今もなお吉田にはその一部

が残っています。

宅地化が進む申、このままで

は貴重な文化遺産が忘れられて

しまうのでは…と、心配してい

た地元の人たちも、「責任が果

たせました」と一安心。

中央公民館調理室で3月10日

キッチンカー料理教室が開かれ

ました。この日の献立は豚肉の

ソースマリネや三色とろろなど

高血圧の予防食です。

「豚肉は一口大に切って下さ

い…」栄養士の指導を受ける約

20人の主婦たちは、包丁さばき

ｌも慣れたもの。

高血圧の予防は、塩分を減ら

すちと、バランスの良い食事を
とることがポイント。

一食分の塩分を3ｇ以下に抑

えた料理に、「こんなに薄味な

の－」ど驚きの声をもらす人も

いました。

高血圧予防食
はいかが

キッチンカー料理教室

めずらしい
普ろばんだネ
そろばんの歴史展

中央公民館のロビーでそろば

んの歴史展がありました。

電卓におされ今ではあまり見

かけなくなりましたが、そろば

んは数千年もの間、計算に用い

られてきた人類の偉大な発明な

のです。

日本へは室町時代に、お隣の

中国から伝わったのが始まりで

昭和になって五つ珠から四つ珠

に変わりました。

自然木を利用した「自然そろ

ばん」や2刑もの長いそろばん

盲人用そろばんやロシアそろば

んなど、めずらしいそろばんが

展示され、見物に来た人の目を

楽しませてくれました。

ｅ
　
⑳
　
◎
　
⑳
　
⑳
　
⑳
◎
　
⑳
　
⑳
　
⑳
　
⑳
　
⑳
⑳
ｌ
　
⑳

しばた　きとこ

柴田智子ちゃん：去蒼範簑くん
昭和62年4月28日生：昭和62年4月2日生

（美学江）さんの長女：（

は
じ
め
ま
し
て
　
智
子
で
す
。

ち
ょ
っ
ぴ
り
　
や
せ
っ
ぽ
ち
だ
け
ど

食
欲
旺
盛
で
す
。

ア
ン
ヨ
は
ま
だ
だ
け
ど

散
歩
が
大
好
き
で
す
。

（
古
賀
）

耕太良
香里り さんの長男

新
人
類
と
い
わ
れ
る
中
で

強
く
、
心
の
暖
か
い

思
い
や
り
の
あ
る
子
に

育
つ
よ
う
に
…
…
。

（
二
　
六
一
三
－
二
）
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先輩さようなら
984人が卒業

三月は別れの季節。今春も、小学校511人、中学校473

人の卒業生が学舎を巣立ちました。

ここ水巻中学校では、松下校長先生から、「21世紀の

主役として活躍することを願います」と祝いの言葉が贈

られた後、在校生による「卒業生を送る会」が催されま

した。

上半身裸になってのアトラクション「エッサッサ」に

威勢よく送り出された卒業生たちも、花束のプレゼント

には思わず涙ぐむ姿も…校門の前には、いつまでも別れ

を惜しみあう姿がみられました。

ラケットさばきも鮮やかに
ハトミントン選手権大会

手軽にできるスポーツとして愛好者の多いバドミント
ンの大会が3月13日、町民体育館で開かれました。熱戦
の結果は次のとお
■一般男子Ａ級

車一般男子Ｂ級

■一般女子Ａ級

■一般女子Ｂ級

■混　　　　合

りです。
【優　勝】
【準優勝】
【優　勝】
【準優勝】
【優　勝】
【準優勝】
【優　勝】
【準優勝】
【優　勝】
【準優勝】

本永　和志
清家　秀敏
江口　和子
西上　正裕
尾自　洋子
本田　由美
山口　恵子
木下　都子
茂野　邦雄
玉村　秀雄

荒巻　和徳
広渡　秀樹
清家　千代
松下　良治
有働　隆子
茂野　恵美
山口　博美
大只　事子
中村三重子
茂野　恵美

ｅ

一万匹の鮭を放流
遠賀川河口堰

ぜさ　　　　　　　さけ

遠賀川河口堰で3月21日、鮭の放流が行われました。

この放流は、「遠賀川に鮭をよびもどす会」が毎年行

っているもので今年で3年目。
▲

北海道から取り寄せられた卵から婚化した稚魚は、井

戸水で約百日間大切に育てられ、体長5センチメートル

に成長、ポリ容器の中をところ狭Ｌと泳ぎ回ります。

この日放流された約一万匹の稚魚は、遠くオホーツク

海の自然とたたかいながら成長します。そして再び産卵

のためにこの川を訪れるのは4年後のこと。

元気に成長した鮭が戻ってくるといいですね。

歯訃がき上手に奪った加害
母と子の虫歯予防教室

乳歯といっても虫歯は禁物、歯並びが悪くなる原因に

も……3月10日、三歳児の親子60組を対象に「母と子の

虫歯予防教室」が開かれました。

虫歯のなりやすさテストやフッ素洗口が行われた会場

では、白衣姿に驚いて「ママー」と泣き出してしまう子

供が続出。「幼児はとにかく歯磨きが大郷い、習慣がつ

くまで根気よく頑張ってください」と、指導にあたった

先生の弁。

かわいい歯ブラシをプレゼントされ、泣き顔だった子

にもようやく笑顔が戻りました。



こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
町
民
の
み
な
さ
ん
か
ら
「
健

康
」
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
な
原
稿
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
ど
ん
な
小
さ
な
こ
と
で
も
け
っ
こ
う
で
す
。

ど
し
ど
し
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

今
回
は
、
町
の
成
人
病
検
診
で
出
会
っ
た
西
村
さ

ん
の
老
い
る
こ
と
へ
の
警
句
に
対
す
る
「
私
の
答
」

を
紹
介
し
ま
す
。

ー
に
の
せ
て
口
ず
さ
み
な
が
ら
歩
き
続

け
て
い
ま
す
。

試
み
に
、
お
好
き
な
曲
で
ロ
に
で
も

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
望
外
の
幸
で
す

養．妻蛍村 壬

．．巌
・ウ

漱

爪　　　っ

章 ＿：・…．、

83・・。
′　競 、．

′　‰ぞ

・こ・三＿－＿・は＿－＿－ニーｉｊ 十Ｉ

毎
月
の

老
人
検
診
と
、
年
一
、

二
回
の
成
人
病
検
診

は
欠
か
さ
な
い
つ
も
り
で
す
。
い
た
だ

い
た
記
録
に
よ
っ
て
、
お
お
よ
そ
の
体

調
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
保
健
婦
さ
ん

に
心
か
ら
感
謝
い
た
し
ま
す
。

い
つ
ま
で
も
社
会
に
適
応
で
き
る
よ

う
な
健
康
を
願
う
気
持
ち
は
、
み
な
同

じ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
の
脳
細

胞
も
早
や
三
分
の
一
は
死
滅
し
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
最
近
は
物
忘
れ
も
随
分

上
手
に
な
り
ま
し
た
。
幸
い
残
る
細
胞

じ
ゆ
じ
よ
う
と
つ
ｈ
テ

の
各
々
が
一
個
で
も
多
く
の
樹
状
突
起

を
出
し
て
、
そ
れ
が
よ
り
長
く
長
く
伸

び
、
脳
を
充
満
し
、
老
化
を
防
い
で
く

れ
る
よ
う
に
と
念
じ
て
お
り
ま
す
。

老
しヽ

る

こ
と
へ
の
贅
告
と
で

も
申
し
ま
す
言
葉
「

人
間
は
血
管
と
共
に
衰
ゆ
」
　
「
あ
き
ら

め
は
衰
え
に
通
ず
る
」
　
「
人
の
急
所
は

眼
と
卿
」
　
「
痴
呆
は
患
者
か
ら
心
を
奪

い
家
族
の
心
を
破
る
」
な
ど
耳
に
し
ま

す
が
、
ど
の
警
句
も
安
閑
と
見
逃
せ
な

い
も
の
ば
か
で
す
。
こ
れ
ら
貴
重
な
警

句
は
、
多
く
の
人
々
の
体
験
あ
る
い
は

医
学
研
究
の
生
産
物
と
思
い
ま
す
。
私

が
ん
み

た
ち
は
よ
く
よ
く
玩
味
し
、
こ
れ
に
応

え
る
姿
勢
が
必
要
で
し
ょ
う
。

へ
い
ぜ
い

健
康
は
平
生
の
摂
生
、
根
気
な
ど
の

積
み
重
ね
…
一
朝
一
夕
に
は
得
ら
れ
な

い
で
し
ょ
う
。
早
き
に
失
す
る
養
生
は

な
い
よ
う
で
す
。

私
は
臓
腑
僧
綱
塁
錮
摘
錮

く
の
友
情
に
支
え
ら
れ
て
ゲ
ー
ト
ボ
ー

ル
を
楽
し
み
、
週
に
五
日
く
ら
い
は
四

キ
ロ
ほ
ど
の
コ
ー
ス
を
次
の
駄
作
「
歩

こ
う
会
」
を
奥
飛
騨
慕
情
の
メ
ロ
デ
ィ

（

遠
賀
の
里
に
草
萌
え
て

し

わ
が
踏
む
足
に
緑
泌
む

い
ざ
や
手
を
取
り
は
が
ら
か
に

こ
と

遠
賀
の
春
を
寿
は
が
ん

遠
賀
の
春
を
寿
は
が
ん

ぎ

こ

は

活
き
流
れ
に
雑
魚
跳
ね
て

お
ど

吾
等
の
心
も
跳
る
な
り

い
ざ
や
手
を
取
り
健
や
か
に

ゆ
あ

遠
賀
の
夏
を
浴
み
せ
ん

遠
賀
の
夏
を
浴
み
せ
ん

秋
の
七
草
踏
み
分
け
て

進
む
吾
等
の
脚
軽
し

い
ざ
や
手
を
取
り
さ
わ
や
か
に

遠
賀
の
秋
を
楽
し
ま
ん

遠
賀
の
秋
を
楽
し
ま
ん

銀
嶺
つ
ら
な
り
は
て
も
な
し

い
だ
た
き

そ
の
頂
に
光
あ
り

光
求
め
て
手
を
取
り
て

吾
等
歩
か
ん
歩
こ
う
会

吾
等
歩
か
ん
歩
こ
う
会

こ
れ
ら
の
日
課
が
、
老
い
る
こ
と
へ

の
警
句
に
対
す
る
私
の
答
え
で
す
。
健

や
か
に
老
い
る
こ
と
を
夢
見
つ
つ

曲川風景（昭和29年頃）
当時の川は、その名のとおり蛇行
した川で、まわりの水田は陥没し
レンコン掘りでした。
水は清く、魚も豊富で、夏は水泳
もできました。

◎
現在の曲川
水巻南中学校付近
（上井地橋）

⑳四つ手網漁

⑳脚風景投げ認
鯉、ふな、うなぎなど、とれた魚
は甘露煮にして食卓に

◎



昭
和
六
十
一
年
九
月
に
決
定
し
た

「
町
営
住
宅
家
賃
滞
納
整
理
方
針
」

に
も
と
っ
く
、
悪
質
滞
納
者
一
掃
と

家
賃
納
入
意
識
向
上
へ
む
け
て
の
積

極
的
な
対
策
が
功
を
奏
し
、
滞
納
家

賃
が
大
幅
に
減
少
し
ま
し
た
。

で
は
下
表
の
説
明
を
い
た
し
ま
す
。

①
は
現
年
度
分
収
入
率
の
推
移
で
、
鮒

・
4
軒
は
統
計
上
は
じ
め
て
の
快
挙
で

す
。
　
㊥
は
現
年
度
と
過
年
度
の
合
計

収
入
率
で
9
5
・
9
㌫
。
⑨
は
過
年
度
分

収
入
率
で
5
3
・
6
㌫
、
い
ず
れ
も
十
一

年
ぶ
り
で
す
。
　
④
の
滞
納
金
額
の

一
千
五
十
万
円
は
九
年
ぶ
り
に
昭
和
五

十
四
年
度
の
一
千
二
百
万
円
を
下
回

り
、
⑤
の
年
間
督
促
状
発
送
件
数
八
百

四
十
件
と
、
㊥
の
滞
納
者
実
件
数
百
二

十
件
は
、
昭
和
五
十
年
度
以
来
十
二
年

ぶ
り
に
減
少
し
ま
し
た
。

現
年
度
収
入
率
は
、
鱒
㌫
以
上

と
す
る
こ
と
。

滞
納
家
賃
を
一
千
万
円
以
下
と

す
る
こ
と
。

現
年
度
四
か
月
以
上
の
滞
納
者

を
な
く
す
こ
と
。

滞
納
者
実
件
数
を
百
件
以
下
と

す
る
こ
と
。

吉
田
・
高
松
・
鯉
口
団
地
入
居
者
の
う

ち
、
炭
住
取
壊
わ
し
に
よ
る
町
営
住
宅

入
居
者
は
、
当
時
の
社
会
的
、
経
済
的

理
由
か
ら
、
町
条
例
に
規
定
す
る
入
居

の
際
納
入
す
べ
き
敷
金
（
家
賃
の
三
か

月
分
）
を
徴
収
猶
予
し
て
き
ま
し
た
。

入
居
後
す
で
に
、
七
年
～
十
八
年
を

経
過
し
、
世
代
交
代
や
転
出
・
死
亡
な

ど
で
退
去
者
が
増
加
し
、
多
額
の
退
去

費
用
を
一
度
に
支
払
う
こ
と
が
困
難
な

状
況
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
次
の
理
由
に
よ
り
四

月
以
降
、
敷
金
を
徴
収
す
る
こ
と
に
決

ま
り
ま
し
た
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

・
吉
田
・
高
松
・
鯉
口
団
地
で
は
空

後
書
家
募
集
に
よ
る
敷
金
納
入
世
帯

が
2
5
・
9
㌫
を
超
え
、
敷
金
未
納
者
と
の

間
に
不
公
平
感
が
生
じ
て
い
る
こ
と
。

2
．
錯
絹
賎
拍
縞
は
い

表
替
え
、
フ
ス
マ
の
張
り
替
え
、
天
井

・
壁
等
の
修
繕
代
を
加
え
る
と
、
退
去

費
用
が
平
均
世
帯
で
約
十
二
万
円
程
度

か
か
る
。
し
た
が
っ
て
引
越
し
費
用
を

含
め
る
と
多
額
に
な
り
、
一
括
支
払
が

困
難
な
た
め
、
退
去
者
か
ら
も
事
前
に

町
が
敷
金
を
徴
収
す
べ
き
で
あ
る
と
の

意
見
が
数
多
く
出
て
い
る
こ
と
。

3
．
錮
摘
相
関
㌣
錮
錮
班

等
に
よ
る
退
去
費
用
の
徴
収
が
困
難
に

な
り
、
保
証
人
か
ら
多
額
の
費
用
を
一

括
徴
収
す
る
こ
と
が
、
退
去
者
や
そ
の

家
族
、
保
証
人
間
に
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因

と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

4
．
…
摘
摘
雛
㌫
紹
…

去
費
用
徴
収
困
難
な
者
と
の
間
に
不
均

衡
が
生
じ
て
き
て
い
る
こ
と
。

昭
和
六
三
年
四
月
中
に
未
納
者

へ
詳
し
い
納
入
依
頼
文
書
送
付

■

2
納
入
金
額
は
家
賃
の
三
か
月
分

ｌ
ｈ
納
入
方
法
は
、
一
括
ま
た
は
十

3

二
か
月
の
分
割
払

4
．
鍋
澗
謂
玩
結
納

更
の
場
合
等
は
、
昭
和
六
三
年
四
月
か

ら
納
入5

．
…
摘
絹
錮
錮
錮
緋
絹
帖

入
居
し
て
お
り
、
最
初
に
改
良
住
宅
に

入
居
し
た
世
帯
主
お
よ
び
妾
）
　
へ
は
、

積
極
的
に
納
入
依
頼
を
要
請
す
る
。

6
．
…
相
識
掴
甥
…
鮮
掴

儀
変
更
等
の
場
合
は
、
敷
金
納
入
を
原

則
と
す
る
。
た
だ
し
、
す
で
に
名
儀
変

更
し
て
い
る
者
は
初
代
入
居
者
と
同
様

と
し
、
契
約
更
新
時
に
必
ず
納
入
す

る
。

ｅ
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国
民
健
康
保
険
証
の
切
替
え
を
三
月

に
行
い
ま
し
た
が
、
ま
だ
手
続
き
を
さ

れ
て
な
い
万
が
お
ら
れ
ま
す
。

古
い
保
険
証
（
桃
色
）
で
は
、
病
院

で
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

今
す
ぐ
役
場
住
民
課
の
国
保
年
金
係

（
窓
口
7
番
）
で
切
り
替
え
を
し
て
く

だ
さ
い
。

●
持
っ
て
く
る
も
の

①
「
保
険
証
」
と
「
印
か
ん
」

⑧
遠
隔
地
被
保
険
者
の
方
は
、
㊨
ま

た
は
⑳
の
国
民
健
康
保
険
証
を
ご

持
参
く
だ
さ
い
（
⑳
の
被
保
険
者

は
在
学
証
明
者
を
添
付
の
こ
と
）

詳
し
く
は
、
役
場
住
民
課
の
国
保
年

金

係

　

審

2

0

1

局

4

3

2

1

番

へ

少
年
教
室
が
は

申
し
込
み
は
4
月
2
0

キ
ャ
ン
プ
あ
り
、
楽
し
い
陶
器
づ
く

り
あ
り
、
『
少
年
教
室
』
が
五
月
か
ら

開
か
れ
ま
す
。
君
も
参
加
し
て
み
ま
せ

ん
か
。

●
研
修
期
間
　
5
月
か
ら
来
年
3
月
ま

で
（
学
習
内
容
表
の
と
お
り
〕

●
参
加
で
き
る
人
　
小
学
校
五
年
生
・

六
年
生
と
中
学
生
の
男
女
。
応
募
多

数
の
場
合
は
抽
選
。

少年教室学習内容

●
申
込
み
先
水
巻
町
教
育
委
員
会
に
「

4
月
加
日
」
ま
で
。

広
報
み
ず
ま
き
で
は
、
今
年
、
初
節

句
を
迎
え
る
お
子
さ
ん
を
掲
載
し
ま
す

ご
希
望
の
万
は
、
①
お
子
さ
ん
の
写

真
一
枚
、
⑧
お
子
さ
ん
の
名
前
・
生
年

月
日
・
任
所
と
電
話
番
号
を
書
い
て
、

役
場
総
務
課
庶
務
係
ま
で
お
送
り
く
だ

さ
い
。
締
め
切
り
は
4
月
2
5
日
、
先
着

4
2
名
ま
で
。

毎
年
春
に
開
設
さ
れ
て
い
た
戦
傷
病

者
巡
回
相
談
は
、
今
年
か
ら
春
と
秋
に

分
け
て
開
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
水
巻
町
（
遠
賀
郡
）
は
、
1
0
月
1
4

日
に
岡
垣
東
部
公
民
館
で
実
施
さ
れ
ま

す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
社
会
課
民
生
係
へ

次
の
万
々
か
ら
社
会
福
祉
協
議
会
に

ご
寄
付
い
た
だ
き
ま
し
た
。

金
一
封
あ
り
が
と
う

●
大
月
　
董
様
　
（
猪
熊
）

●
水
巻
町
み
な
み
保
育
所
父
母
の
会
様

香
典
返
し
と
し
て

●
頃
末
　
　
　
故
・
寺
尾
富
士
堆
様

寺
尾
タ
ネ
子
様

●
猪
熊
　
　
　
故
・
竹
下
　
エ
ダ
様

竹
下
　
俊
郎
様

●
高
松
団
地
　
故
・
榎
　
　
定
様

榎
　
ス
ヱ
　
様

◎



［

ｒいちょう」を植栽

桑原　　尚　　吉田団地
ク

第三保
下二
頃末

高松団地
猪熊
頃末

鯉口団地

中川　真理
松尾みな子
水岡　和恵
山本　昭親
佐藤　牧男
武瀬初次郎
丸山　貴之
矢野　栄次
塩川　和子
丸山　京子　　　頃末
池本華緒里　　　〃
安田　賢治　梅ノ木田
馬場　セイ　　高松団地
安部　久喜　　　頃末
古川　重書　　　古賀
森木　猛元　　　噴末
森田冨美男　　吉田ノ二
生野　洋子　　立屋敷
金井　誠奉　　　頃末
松尾　尚美　　　　ヶ
原　菜穂子　　　〃
岡田　　覚　　　租
安井　友浩　　　頃末
平城　敏子　　高松団地
山中父子章　　緑風園

讐
警
琴
品
願
琴
…
票
脚
温
潮
革

区一
．
＼

ノ

彦
文
美
江
隆
子
春
子
治
三
き

邦
良
暗
織
　
典
米
清
俊
櫓
ゆみ

藤
花
部
川
　
木
口

後
立
服
中
林
荒
山

門司　幸子
池上　　博

城戸　　進
小林加代子

船津　澄子
中野いつ子

山中　京子

後藤　淳一
船津やす子

山本カスミ

宮原美枝子
馬場　セイ

古本　伴子

小林　義一
与那覇信子

す．洩
思 聾．　　　　　　　　　　　　　 走　 法

袈扱 ノ．き　　　　　　　　　　　　　　 、＿・き駆 ㌫　 ・
頴．鉾‾；派

第7回
福岡県小学生選抜
ハトミントン大会

3月6日（日）

筑紫野市農業トレー

ニングセンター

第3位

種目　5年男子複

佐藤進一（猪熊小）
増田大輔（机　小）

春 の 交 通 安 全 県 轢 ・′、…；…．、

ただいま春の交通安全県民運動が次の重点で実施され

ています。ドライ／トの皆さん、歩行者の皆さん、交
通ルールとマナーを守り交通安全に努めましよう。

Ｉｌ子供と高齢者の交通事故防止

国二輪車の交通事故防止、特に青少年運転者に

よる無謀運転の防止

国正しい方法によるシートベルト、ヘルメットの着用の徹底

四
月
一
日
付
で
、
次
の
と
お
り
役
場

職
員
の
人
事
異
動
を
行
い
ま
し
た
。

（
　
）
内
は
旧
所
属
課

●
教
育
課
長
＝
原
田
和
儀
（
財
務
係
長
）

●
健
康
対
策
課
長
＝
守
口
洋
五
（
企
画

調
整
係
・
財
政
担
当
係
長
）

●
社
会
課
長
＝
白
石
三
明
（
課
税
係
長
）

●
総
務
課
長
甘
永
沼
英
和
（
財
政
課
長
）

●
住
民
生
活
療
長
＝
石
田
信
夫
（
保
育

園
々
長
）

●
財
政
課
長
＝
吉
永
英
憲
（
健
康
対
策

課
長
）

●
財
政
課
参
事
＝
永
沼
茅
治
（
教
育
課

長
）

●
企
萌
振
興
課
長
＝
細
美
英
明
（
建
設

鉱
害
課
長
）

●
建
設
鉱
害
課
長
＝
伊
務
新
書
（
建
設

鉱
害
課
主
幹
）

●
住
宅
課
長
＝
沢
辺
幸
敏
（
住
民
生
活

課
長
）

●
住
宅
課
参
事
＝
田
中
博
幸
（
住
宅
課

長
）

●
社
会
諌
参
事
・
保
育
園
々
長
＝
杉
本

勝
人
（
社
会
課
長
）

●
社
会
課
参
事
・
母
子
寮
々
長
＝
大
員

朋
之
（
中
央
公
民
館
々
長
）

●
教
育
課
参
事
・
社
会
教
育
指
導
担
当

＝
増
永
龍
之
（
社
会
教
育
主
幹
）

●
教
育
課
参
事
・
中
央
公
民
館
々
長
＝

今
井
久
之
（
企
画
振
興
課
長
）

●
教
育
課
主
幹
・
公
民
館
主
任
主
事
＝

古
海
正
治
（
母
子
寮
々
長
）

●
退
職
（
3
月
か
日
付
）
＝
佐
々
木
一

誠
（
総
務
課
長
）

ｅ
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三
好
徳
松
の
生
涯

「
遠
賀
土
手
の
復
し
ゅ
う
」
　
Ｈ

つ
づ
い
て
第
二
殺
人
事
件
に
移
る
が
、
そ
れ
に
は
助
役
殺
し
の
犯

人
と
い
わ
れ
て
、
こ
の
事
件
で
殺
害
さ
れ
た
伊
津
千
歳
に
つ
い
て
書

く
こ
と
に
す
る
。

伊
津
は
古
賀
村
の
生
れ
で
若
い
と
き
か
ら
気
が
荒
く
、
十
七
歳
の

と
き
に
自
家
の
蓮
根
池
で
魚
を
釣
っ
て
い
る
坑
夫
を
と
が
め
て
ケ
ン

カ
に
な
り
、
こ
れ
を
池
の
中
に
沈
め
て
殺
す
と
い
う
暴
れ
ん
坊
。
こ

の
と
き
伊
津
は
未
成
年
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
鉱
主
三
好
徳
松
の
計

ら
い
で
無
罪
に
な
っ
た
の
が
、
そ
も
そ
も
二
人
の
関
係
の
始
ま
り
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
徳
松
は
、
暴
力
に
は
暴
力
を
も
っ
て
制
す
る
圧

制
ヤ
マ
を
つ
く
っ
た
人
で
、
伊
津
の
度
胸
と
腕
力
を
買
っ
て
人
事
係

員
に
採
用
し
て
、
大
君
炭
坑
の
筆
者
父
要
平
の
配
下
に
配
属
さ
せ
た

が
、
こ
こ
に
お
い
て
も
坑
夫
を
殺
害
し
た
。
そ
れ
は
酒
に
酔
っ
た
坑

夫
が
出
刃
包
丁
で
あ
ば
れ
て
い
る
の
を
、
と
り
押
え
て
の
殺
害
で
、

こ
の
と
き
も
徳
松
は
伊
津
の
正
当
防
衛
を
主
張
し
て
無
罪
に
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
伊
津
の
助
役
殺
し
は
三
人
目
で
、
う
ち
二
人
は
徳

松
の
計
ら
い
で
無
罪
に
し
て
い
る
の
で
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
二
人

の
関
係
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
助
役
殺
し
に
つ
い
て
上
役
で
あ
っ
た
要
平
は
、
彼
の
犯
行
を

ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
当
時
、
徳
松
は
政
友
会
の
代
議

士
、
要
平
は
吉
田
磯
吾
の
所
属
す
る
憲
政
会
（
の
ち
の
民
政
党
）
と

党
派
を
異
に
し
て
い
た
の
で
、
要
平
を
監
視
さ
せ
る
た
め
に
伊
津
を

徳
松
が
送
り
込
ん
だ
も
の
と
、
老
後
に
要
平
は
語
し
て
い
た
が
、
こ

こ
に
お
い
て
も
二
人
の
関
係
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
要
平
は
、
助
役
殺
し
の
翌
年
、
鉱
主
徳
松
と
の
不
和
で
三
好

鉱
業
を
退
職
し
た
。
後
任
は
森
山
某
が
昇
格
し
、
そ
れ
と
共
に
同
僚

の
野
添
芳
尾
は
高
松
炭
坑
の
人
事
係
長
へ
、
ま
た
伊
津
は
梅
ノ
木
炭

坑
の
人
事
係
長
へ
昇
格
し
た
。
と
き
に
野
添
二
十
八
歳
、
伊
津
二
十

七
歳
、
人
望
の
あ
っ
た
野
添
の
昇
進
は
当
然
で
あ
っ
た
が
、
伊
津
に

つ
い
て
は
み
な
自
分
の
耳
を
疑
っ
た
と
い
う
。

案
の
定
、
梅
ノ
木
炭
坑
に
お
け
る
伊
津
は
、
天
下
を
と
っ
た
ば
か

り
に
（
当
時
は
部
課
長
制
は
な
か
っ
た
）
係
長
の
権
限
を
最
大
限
に

利
用
し
、
し
か
も
警
察
権
力
の
と
ど
か
な
い
圧
制
ヤ
マ
で
の
こ
と
、

そ
の
行
動
は
日
増
し
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
坑

夫
の
妻
女
に
器
量
よ
し
が
い
る
と
、
夫
が
坑
内
で
働
い
て
い
る
留
守

に
納
屋
へ
押
し
入
り
、
無
理
や
り
手
ご
め
に
す
る
あ
り
さ
ま
、
そ
れ

も
二
人
や
三
人
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
徳
松
か
ら
カ
ネ
が
出
て
い
た

で
あ
ろ
う
生
活
が
派
手
に
な
り
、
芦
屋
や
折
尾
に
女
を
囲
ん
で
の
豪

遊
。
そ
れ
も
上
役
が
お
れ
ば
意
見
を
し
た
も
の
を
、
こ
れ
で
は
気
違

い
に
刃
物
を
持
た
せ
た
よ
う
な
も
の
。
そ
こ
で
徳
松
は
再
三
、
伊
津

を
呼
び
つ
け
て
の
こ
わ
意
見
、
し
か
し
無
法
者
の
伊
津
に
は
馬
の
耳

に
念
仏
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
カ
ネ
が
な
く
な
る
と
、
植
松
へ
の
タ
カ
リ

は
ユ
ス
リ
へ
転
じ
、
徳
松
の
上
京
す
る
一
等
草
の
な
か
ま
で
カ
ネ
の

無
心
に
行
く
あ
り
さ
ま
、
こ
れ
に
は
徳
松
も
ほ
と
ほ
と
手
を
焼
い
て

い
た
。昭

和
四
年
、
こ
の
年
は
徳
松
の
還
暦
の
歳
に
あ
た
る
。
功
な
っ
た

植
松
は
、
故
郷
の
三
ッ
頭
に
遍
照
院
寺
を
建
立
し
て
周
囲
を
公
園
化

し
、
自
分
の
銅
像
を
建
て
る
計
画
を
実
行
に
移
し
た
。
し
か
し
徳
松

に
す
れ
ば
伊
津
が
い
る
か
ぎ
り
、
い
つ
助
役
殺
し
が
露
見
す
る
か
も

知
れ
ず
、
心
の
な
か
で
伊
津
の
存
在
が
大
き
く
の
し
か
か
り
、
い
っ

と
き
た
り
と
も
安
ら
ぐ
ひ
ま
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
正
月
の
す
ぎ
た

あ
る
日
、
徳
松
は
最
後
の
話
合
い
を
伊
津
と
も
つ
こ
と
に
し
た
。

「
伊
津
、
今
年
は
俺
の
還
暦
に
あ
た
る
が
、
こ
れ
を
機
会
に
お
前

と
の
関
係
を
清
算
し
た
い
と
思
う
。
つ
い
て
は
こ
こ
に
カ
ネ
を
用
意

し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
条
件
が
あ
る
、
会
社
を
や
め
て
遠
賀
郡
に

住
ま
わ
な
い
こ
と
だ
、
職
は
俺
が
世
話
を
す
る
」

こ
の
話
合
い
に
よ
っ
て
伊
津
は
三
月
未
に
て
三
好
鉱
業
を
や
め
、

嘉
穂
郡
上
山
田
町
の
野
上
炭
鉱
の
人
事
係
長
へ
就
職
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
と
こ
ろ
が
伊
津
に
す
れ
ば
不
満
で
あ
っ
た
。

「
こ
れ
っ
ぼ
ち
の
手
切
れ
金
で
縁
を
切
ら
れ
て
た
ま
る
か
、
三
好

鉱
業
が
大
き
く
な
っ
た
の
は
だ
れ
の
お
か
げ
だ
、
み
て
お
れ
…
…
」

こ
の
不
満
は
三
好
鉱
業
を
去
る
と
き
、
徳
松
へ
の
捨
て
せ
り
ふ
と

な
っ
て
現
れ
た
。

「
三
好
さ
ん
、
こ
れ
っ
ぼ
ち
の
カ
ネ
で
縁
を
切
っ
た
と
思
わ
ん
で

く
れ
、
ｌ
　
今
後
も
再
三
お
伺
い
す
る
の
で
、
よ
ろ
し
く
頼
む
」

こ
れ
を
聞
い
て
徳
松
は
、

「
伊
津
が
い
る
か
ぎ
り
、
い
つ
か
は
助
役
殺
し
が
ば
れ
る
、
思
い

切
っ
て
今
の
う
ち
に
…
…
」

こ
の
思
い
は
、
徳
松
の
甥
花
山
五
郎
に
す
べ
て
を
打
ち
明
け
て
、

伊
津
の
始
末
を
依
頼
す
る
こ
と
に
し
た
。
当
時
、
花
山
は
梅
ノ
木
炭

く
り
こ
み
か
た

坑
で
繰
込
万
（
坑
夫
の
入
坑
を
督
励
す
る
係
員
）
を
ル
て
い
た
の
で
、

か
ね
て
か
ら
伊
津
に
う
ら
み
を
い
だ
い
て
い
る
腹
心
の
坑
夫
三
人
に
、

伊
津
殺
し
を
依
頼
し
て
殺
人
を
請
負
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

な
お
、
こ
れ
以
後
に
つ
い
て
は
、
三
人
の
な
か
の
ひ
と
り
小
野
寺

左
吉
（
仮
名
）
が
、
出
所
し
た
の
ち
中
間
の
深
坂
炭
坑
で
働
い
て
い

た
と
き
に
話
し
て
い
た
の
を
、
物
語
風
に
書
い
て
事
件
を
追
っ
て
み

る
こ
と
に
す
る
。

ノ
ヽ
忙
ぎ
ｌ

左
吉
は
大
分
県
国
東
半
島
の
出
身
、
父
が
人
の
証
人
に
た
っ
て
家

が
没
落
し
た
の
で
、
故
郷
を
離
れ
て
梅
ノ
木
炭
坑
で
働
く
身
と
な
っ

た
。
彼
は
農
村
の
出
だ
け
あ
っ
て
真
面
目
で
お
と
な
し
い
青
年
、
そ

の
左
吉
に
は
妾
が
い
て
名
は
志
乃
（
仮
名
）
、
相
思
相
愛
の
す
え
結

ば
れ
た
評
判
の
器
量
よ
し
、
そ
の
う
え
二
人
は
納
屋
の
近
所
つ
き
合

い
も
よ
く
、
人
が
う
ら
や
む
ほ
ど
夫
婦
仲
は
よ
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
志
乃
に
目
を
つ
け
た
の
が
人
事
係
長
の
伊
津
で
あ
る
。
夫
の
左

吉
が
坑
内
で
働
い
て
い
る
留
守
に
納
屋
へ
押
し
入
り
、
「
い
や
よ
、

許
し
て
」
と
い
う
の
を
、
強
姦
同
様
に
無
理
や
り
押
え
つ
け
て
も
の

に
し
て
し
ま
っ
た
。

今
で
も
そ
う
だ
が
、
男
は
い
ち
ど
味
を
し
め
る
と
、
い
や
し
く
な

る
も
の
で
あ
る
。
数
日
後
、
今
度
は
部
下
を
見
張
り
に
立
て
て
の
落

花
狼
籍
、
こ
れ
が
も
と
で
志
乃
は
「
左
書
さ
ん
許
し
て
」
と
書
き
残

し
て
、
つ
い
に
浅
川
越
え
の
大
浦
池
へ
身
を
投
げ
て
自
殺
を
し
た
。

左
書
の
悲
嘆
は
近
所
の
人
た
ち
の
涙
を
さ
そ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
四

か
た
ｌ
°

十
九
日
が
す
ぎ
る
と
気
を
と
り
戻
し
て
、
志
乃
の
敵
を
討
つ
決
心
を

し
た
。「

志
乃
は
俺
の
命
だ
、
み
て
お
れ
、
た
と
え
刺
し
違
え
て
も
生
か

し
て
お
く
も
の
か
」

左
吉
は
志
乃
の
遺
骨
を
故
郷
へ
お
さ
め
て
の
帰
り
、
折
尾
の
質
屋

で
無
銘
の
刀
を
買
い
求
め
て
、
ひ
そ
か
に
伊
澤
を
討
つ
機
会
を
う
か

が
っ
た
。
し
か
し
相
手
は
常
に
二
、
三
人
の
部
下
を
連
れ
て
、
身
か

ら
仕
込
杖
を
離
さ
な
い
人
事
係
長
、
機
会
は
な
か
な
か
到
釆
し
な
か

っ
た
。
そ
う
し
た
と
き
に
花
山
か
ら
伊
津
殺
し
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

花
山
に
し
て
み
れ
ば
、
恨
み
骨
ず
い
に
徹
し
た
左
書
を
計
算
に
入
れ

て
の
頼
み
、
そ
れ
か
ら
の
左
吉
は
花
山
か
ら
の
知
ら
せ
を
待
つ
こ
と

に
な
っ
た
。

昭
和
四
年
四
月
十
五
日
、
こ
の
日
は
水
巻
村
の
村
会
議
員
の
選
挙

で
あ
る
。
当
時
、
村
役
場
は
立
屋
敷
に
あ
っ
て
投
票
所
は
こ
こ
一
カ

所
だ
け
、
筆
者
の
父
も
立
候
補
し
た
が
三
十
票
も
あ
れ
ば
当
選
し
た

時
代
で
あ
る
。
伊
津
は
上
山
田
に
い
た
が
籍
は
水
巻
村
に
あ
っ
た
の

で
、
だ
れ
に
頼
ま
れ
た
の
か
夕
暮
れ
近
く
投
票
所
に
姿
を
み
せ
た
。

、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
（
つ
づ
く
）

（
文
）
郷
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