
　平成 19 年中における出火件数は 61 件で、前年に比べ 24 件の大幅な増加となりました。
これは、およそ６日に１件の割合で火災が発生したことになります。
　火災種別ごとにその構成比をみると、建物火災 33 件で全火災の 54％と最も高い比率を
占めています。次いで、その他火災（道路、空地、土手および河川敷の枯草の火災など）12
件で 20％、車両火災 10 件で 16％、林野火災６件で 10％の順となっています。
　出火原因については、第１位は枯草焼き 14 件、車両の事故等７件、放火・放火の疑い７
件、たばこ５件、ストーブ４件の順となっています。火災による損害額は 9,748 万 7 千円で、

前年に比べ 5,557 万 6 千
円と大幅な増加となって
います。また、火災１件
当たりでの損害額はおお
よそ 159 万 8 千円となり
ました。
　火災による死者は車両火災で１人、その他火
災で１人、負傷者は５人です。

項　目 平成19年 平成18年 増　減

火災件数

建物火災 33 16 17
林野火災 6 3 3
車両火災 10 13 △ 3
その他火災 12 5 7
合　計 61 37 24

焼損面積 建物火災（㎡） 3,373 315 3,058
林野火災（ａ） 168 10 158

死傷者 焼死者　　（人） 2 1 1
負傷者　　（人） 5 2 3

主な原因など

枯草焼き 14 7 7
車両の故障・事故など 7 10 △ 3
放火・放火の疑い 7 3 4
たばこ 5 2 3
ストーブ 4 0 4

損害額（千円） 97,487 41,911 55,576

　平成 19 年中における救急出場件数は 3,949 件であり、前年
に比べ 467 件増加となっています。これは、１日平均約 11 件
出場したことになります。
　救急出場件数を事故種別ごとにみると、急病が 2,524 件で
64％と半数以上を占め、次いで交通事故 517 件で 13％、一般
負傷 511 件で 13％の順となっています。

　搬送人員については 3,889 人で、
前年に比べて 521 人の増加となりま
した。これは、管内の住民およそ 26
人に１人が救急車によって搬送され
たことになります。

　平成 19 年中における救助出場件数は 58 件であり、前
年に比べ 5 件の増加となっています。
　救助出場件数を事故種別ごとにみると、交通事故が 49
件で、全件数の約 84％を占めています。
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焼損棟数 平成19年 平成18年 増　減
建
物
火
災

全　焼 9 4 5
半　焼 2 1 1
部分焼 16 2 17
ぼ　や 10 10 0
合　計 40 17 23

罹災世帯 29 4 25
罹災人員 67 15 52

救助の概要 平成19年 平成18年 増減

事
故
種
別
（
件
）

火　　災 0 1 △ 1
交通事故 49 45 4
水難事故 2 0 2

機械による事故 2 3 △ 1
建物などによる事故 2 1 1

その他 3 3 0
合　計 58 53 5

【問い合わせ】
◦火災関係　　　消防本部予防課　　　☎２４－９１０５
◦救急救助関係　消防本部消防救急課　☎２４－９１１６

※平成 19年 4月 1日から青山支所管内が伊賀市消防
本部管轄となり、それ以降の件数が本統計の平成１９
年分に含まれています。

平成１９年伊賀市消防本部の火災・救急救助の概要平成１９年伊賀市消防本部の火災・救急救助の概要平成１９年伊賀市消防本部の火災・救急救助の概要
　１．火災概要

　２．救急概要

　３．救助概要

救急の概要 平成19年 平成18年 増　減

事
故
種
別
（
件
）

火　　災 4 2 2
自然災害 0 0 0
水　　難 1 0 1
交　　通 517 469 48
労働災害 68 69 △ 1
運動競技 25 21 4
一般負傷 511 455 56
加　　害 20 26 △ 6
自損行為 45 60 △ 15
急　　病 2,524 2,191 333
その他 234 189 45
合　計 3,949 3,482 467
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〔
第
一
部
〕

心
に
日
向
を
求
め
て

　

一
般

　
　
　
　
　
　

石い
し
ば
し橋　

容よ
う
こ子

さ
ん

　

人
間
は
人
知
れ
ず
悩
み
、
苦
し

む
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
か
ら
何
と

か
解
放
さ
れ
た
い
。
そ
う
願
う
こ

と
が
、
な
ん
と
も
い
じ
ら
し
く
可

愛
ら
し
い
。
そ
の
救
わ
れ
た
安
堵

感
を
心
の
中
に
ほ
っ
こ
り
と
日ひ

な
た向

の
よ
う
に
持
っ
て
生
き
る
存
在
を

私
は
『
日
向
』
と
い
う
作
品
に
登

場
す
る
「
私
」
に
見
つ
け
た
。

　
「
私
」
の
悩
み
の
種
は
「
私
」

自
身
の
癖
だ
っ
た
。「
傍
に
い
る

人
の
顔
を
じ
ろ
じ
ろ
見
て
」
し
ま

う
癖
だ
。「
直
そ
う
と
常
々
思
っ

て
い
る
が
、
身
近
の
人
の
顔
を
見

な
い
で
い
る
こ
と
は
苦
痛
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
」
く
ら
い
だ
。

習
慣
と
頻
度
か
ら
し
て
、
立
派
な

癖
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、「
私
」
の
癖
の
苦
し

み
は
癖
自
身
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ

る
も
の
と
い
う
よ
り
、癖
の
原
因
、

由
来
を
「
私
」
が
あ
あ
か
な
こ
う

か
な
と
悶
着
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も

た
ら
さ
れ
る
の
が
興
味
深
い
。
幼

い
時
、
両
親
や
家
を
失
っ
て
他
家

に
厄
介
に
な
っ
て
い
た
頃
に
、
人

の
顔
色
ば
か
り
う
か
が
っ
て
い
た

か
ら
、
こ
の
癖
が
つ
い
た
の
で
は

と
自
己
嫌
悪
を
感
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
私
の
癖
は
ど
う
だ

ろ
う
。
私
の
長
年
の
癖
は
爪
を
噛

む
こ
と
で
あ
る
。
指
の
先
端
は
ぎ

ざ
ぎ
ざ
で
、
断
面
は
さ
さ
く
れ

だ
っ
て
い
る
。
深
爪
が
普
通
の
状

態
で
あ
る
。
伸
び
て
白
く
な
っ
た

爪
の
先
端
を
見
る
と
噛
ま
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
。
落
ち
つ
か
な
い
。

　

今
思
い
返
し
て
み
る
と
、
こ
の

爪
は
幼
少
時
の
自
分
の
姿
、
心
の

在
り
方
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
か
な

と
い
う
気
が
し
て
く
る
。

　

ぎ
ざ
ぎ
ざ
し
て
、
さ
さ
く
れ
て

い
る
。
何
か
満
た
さ
れ
な
く
て
、

自
分
の
最
も
身
近
な
部
分
を
噛
む

固
い
感
触
で
注
意
を
そ
ら
せ
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
ん
な
に

寂
し
か
っ
た
の
か
、
か
わ
い
そ
う

か
と
想
像
は
ナ
ル
シ
ス
ト
の
域
ま

で
達
し
て
し
ま
う
。

　

加
え
て
、情
報
が
多
い
現
在
だ
。

私
に
聞
き
か
じ
っ
た
心
理
学
、
占

い
や
行
動
学
の
知
識
が
侵
入
し
て

く
る
。「
癖
か
ら
分
か
る
あ
な
た

の
タ
イ
プ
」「
こ
ん
な
行
動
を
示

す
相
手
と
の
交
渉
術
」
等
は
最
近

よ
く
見
る
本
の
タ
イ
ト
ル
や
雑
誌

の
小
見
出
し
だ
。
そ
こ
で
私
は

「
爪
を
噛
む
癖
の
あ
な
た
は
、
甘

え
ん
坊
で
、
欲
求
不
満
」
な
ど
と

私
の
こ
と
を
知
る
は
ず
も
な
い
記

者
の
記
事
を
読
む
。
自
分
の
た
く

さ
ん
あ
る
性
格
の
そ
の
部
分
だ
け

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
、
鵜
呑
み
に

す
る
。
そ
の
結
論
に
合
う
適
当
な

理
由
を
く
っ
つ
け
る
。か
く
し
て
、

安
易
な
自
己
分
析
は
完
成
だ
。
し

か
し
、
こ
れ
で
は
自
分
の
内
面
を

つ
か
む
の
に
は
適
切
で
は
な
い
だ

ろ
う
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
私
も
「
私
」

も
出
し
て
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き

な
い
内
面
に
理
屈
を
つ
け
自
己
認

識
を
し
た
い
。
自
分
の
癖
を
特
別

な
も
の
と
感
じ
、
そ
こ
に
何
ら
か

の
意
味
付
け
を
し
た
い
、
自
分
に

愛
着
を
も
つ
人
間
の
性
格
の
よ
う

な
も
の
を
感
じ
る
。
な
の
に
自
分

の
こ
と
を
愛
せ
な
い
自
分
、
肯
定

的
に
見
ら
れ
な
い
自
分
が
い
た
。

「
私
」
は
孤
児
故
に
、
卑
屈
な
の

だ
と
自
己
否
定
す
る
。
悩
み
逡
巡

す
る
「
私
」
を
見
て
、
当
の
私
は

ふ
っ
き
れ
た
。
客
観
的
だ
と
見
え

て
く
る
。
そ
し
て
「
私
」
と
私
に

❖
❖ 

特　

選  

❖
❖

〔
第
１
部
〕（
高
校
生
・
大
学
生
・
一
般
）

　

石
橋
容
子　
（
一
般
）

〔
第
２
部
〕（
中
学
生
）

　

森
永
侑
樹　
（
成
和
中
３
年
）

〔
第
３
部
〕（
小
学
生
）

　

岡
森
峻
一
郎
（
古
山
小
６
年
）

❖
❖ 

入　

選 

❖
❖ 

〔
第
１
部
〕

　

福
沢
義
男　
（
一
般
）

　

青
山
愛　　
（
上
野
高
校
１
年
）

　

宮
本
真
帆　
（
上
野
高
校
１
年
）

〔
第
２
部
〕	

　

清
水
祥
太
朗
（
崇
広
中
２
年
）

　

藤
山
雅
士　
（
丸
山
中
２
年
）

　

五
嶋
亜
友
美
（
霊
峰
中
２
年
）

〔
第
３
部
〕

　

廣
岡
和
佳　
（
神
戸
小
１
年
）

　

城
陽
介　　
（
西
柘
植
小
１
年
）

垣
内
政
真　
（
久
米
小
２
年
）

松
生
侑
莉　
（
猪
田
小
２
年
）

栗
原
理　　
（
三
田
小
３
年
）

楠
本
海
斗　
（
府
中
小
３
年
）

竹
原
茉
優　
（
壬
生
野
小
３
年
）

西
田
千
尋　
（
玉
滝
小
３
年
）

市
橋
日
向　
（
上
野
西
小
４
年
）

森
永
元
希　
（
古
山
小
４
年
）

竹
矢
真
優　
（
青
山
小
４
年
）

藪
中
柚
輝　
（
依
那
古
小
５
年
）

岡
田
亜
子　
（
上
野
西
小
６
年
）

安
田
一
貴　
（
上
野
東
小
６
年
）

福
井
花
奈　
（
花
之
木
小
６
年
）

松
田
崇
志　
（
府
中
小
６
年
）

山
根
奈
生
子
（
府
中
小
６
年
）

北
原
麻
乃　
（
府
中
小
６
年
）

川
部
晃
典　
（
中
瀬
小
６
年
）

加
藤
沙
苗　
（
友
生
小
６
年
）

高
田
真
太
郎
（
依
那
古
小
６
年
）

藤
室
真
央　
（
依
那
古
小
６
年
）

　

上
野
図
書
館
で
募
集
し
た
読
書
感
想
文
コ
ン
ク
ー
ル
に
、
市
内
の
小
・

中
学
校
、
高
校
お
よ
び
一
般
の
皆
さ
ん
か
ら
合
わ
せ
て
３
２
６
点
の
応
募

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
審
査
結
果
と
特
選
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】　

上
野
図
書
館　

☎
21
・
６
８
６
８

審
査
結
果　
（
敬
称
略
）

伊
賀
市「
第
３
回
」読
書
感
想
文
コ
ン
ク
ー
ル
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言
い
た
く
な
る
。「
か
け
が
え
の

な
い
自
分
だ
か
ら
、
そ
の
ま
ま
で

い
い
」
と
。

　

さ
て
、
私
以
外
に
も
「
い
い
で

す
わ
」
と
「
私
」
に
返
す
人
物
が

作
品
に
い
た
。恋
仲
の
娘
で
あ
る
。

　
「
私
」
に
顔
を
見
ら
れ
た
娘
は

持
ち
上
げ
た
袂
を
下
ろ
し
て「
私
」

の
視
線
を
受
け
よ
う
と
軽
い
努
力

を
す
る
。「
私
」
は
「
私
」
で
娘

を
見
ま
い
と
し
て
眼
を
向
け
た
日

向
が
記
憶
を
呼
び
起
こ
す
。

　
「
私
」
は
両
親
の
死
後
、
祖
父

と
二
人
で
暮
ら
し
て
い
た
。
盲
目

の
祖
父
は
明
る
さ
を
感
じ
る
南
の

日
向
ば
か
り
見
る
。「
私
」
も
、

相
手
が
盲
目
だ
か
ら
、
視
線
を
気

に
せ
ず
、
そ
の
顔
を
し
げ
し
げ
と

見
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の

だ
。
そ
れ
が
人
の
顔
を
見
る
癖
に

な
っ
た
と
秋
の
砂
浜
の
日
向
が
思

い
出
さ
せ
て
く
れ
た
の
だ
。

　

夏
よ
り
確
か
に
日
射
し
の
緩
む

秋
の
日
、「
私
」
は
心
を
解
放
さ

せ
て
浜
辺
か
ら
反
射
す
る
光
に

目
を
細
め
る
よ
う
に
し
て
記
憶

を
手
繰
り
寄
せ
た
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
ま
で
に
何
度
も
し
た
よ

う
に
。
そ
し
て
、
自
分
が
孤
児
と

し
て
育
っ
た
た
め
に
卑
屈
な
精
神

を
も
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う

結
論
が
出
な
い
こ
と
を
祈
り
な
が

ら
、
必
死
で
。

　

だ
か
ら
、
祖
父
と
の
記
憶
を
思

い
出
し
た
時
、
ど
ん
な
に
か
嬉
し

か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
。
こ
ん
な

小
さ
な
こ
と
が
と
い
う
こ
と
で
人

は
悩
む
。
私
は
自
分
の
悩
み
や
他

人
の
苦
し
み
に
「
私
」
の
よ
う
に

丁
寧
に
つ
き
あ
っ
て
き
た
だ
ろ
う

か
。
そ
こ
は
違
う
。

　

と
こ
ろ
で
、な
ぜ
今
回
は
「
私
」

は
答
え
を
見
出
せ
た
の
だ
ろ
う

か
。私
は
娘
の
お
か
げ
だ
と
思
う
。

自
分
を
愛
し
て
、
顔
を
見
て
も
い

い
よ
と
妙
な
癖
ま
で
も
受
け
止
め

て
く
れ
る
娘
を
得
て
、「
私
」
は

自
分
に
自
信
を
持
て
た
の
で
は
な

い
か
。
そ
の
余
裕
が
正
し
い
記
憶

を
呼
び
寄
せ
た
。
ま
た
た
と
え
他

人
の
顔
色
を
窺う

か
がう

自
分
だ
っ
た
と

し
て
も
「
安
心
し
て
自
分
を
哀
れ

ん
で
」
や
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
。人
は
他
人
に
愛
さ
れ
、

自
分
を
愛
す
る
よ
う
に
な
る
。
次

に
、
そ
の
気
持
ち
は
他
人
を
幸
せ

に
し
た
い
原
動
力
に
な
る
。「
私
」

は
「
娘
の
た
め
に
自
分
を
綺
麗
に

し
て
置
き
た
い
心
一
ぱ
い
」
に

な
っ
て
い
た
か
ら
、
癖
を
巡
る
悩

み
か
ら
脱
出
で
き
た
の
だ
。

　

実
は
、
私
も
だ
。
家
族
を
持
つ

際
、
爪
を
噛
む
癖
を
持
つ
傷
つ
き

や
す
い
私
は
自
信
が
な
か
っ
た
。

こ
ん
な
私
に
も
我
が
子
は「
好
き
」

と
言
っ
て
く
れ
る
。「
私
」
も
私

も
心
中
の
日
向
を
抱
え
て
生
き
て

い
る
。

〔
第
２
部
〕

「
蜘
蛛
の
糸
」
を

　
　
　
　
　
　

再
読
し
て

　

成
和
中
学
校
３
年

　
　
　
　
　
　

森も
り
な
が永　

侑ゆ
う
き樹

さ
ん

　
「
こ
ら
、
罪
人
ど
も
。
こ
の
蜘

蛛
の
糸
は
己
の
も
の
だ
ぞ
。
お
前

た
ち
は
一
体
誰
に
尋き

い
て
、
の

ぼ
っ
て
来
た
。
下
り
ろ
。
下
り

ろ
」
こ
の
言
葉
を
思
い
出
す
た
び

に
心
が
締
め
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な

気
が
し
た
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
言

葉
が
使
え
る
の
か
。
ど
う
し
て
こ

こ
ま
で
自
己
中
心
的
に
な
れ
る
の

か
。
僕
に
は
、
解
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
本
を
も
う
一
度
手
に
取
る
ま

で
は
。

　

こ
の
物
語
は
、
一
言
で
言
え

ば
、「
応
報
」
だ
と
思
う
。
相
手

の
事
を
考
え
た
善
い
行
い
を
す
れ

ば
、
そ
れ
は
自
分
の
身
に
良
い
結

果
と
し
て
返
っ
て
く
る
と
い
う

事
、
逆
に
自
分
勝
手
な
醜
い
行
い

を
す
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
自
分
の

身
に
悪
い
結
果
と
し
て
返
っ
て
く

る
と
い
う
事
を
犍
陀
多
の
過
去
と

現
在
の
行
動
の
違
い
を
通
し
て
訴

え
か
け
て
い
る
作
品
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
こ
の
物
語
に
は
、
二
人
の

犍
陀
多
が
登
場
す
る
。
一
人
は
過

去
に
蜘
蛛
を
助
け
た
心
や
さ
し
い

犍
陀
多
。
も
う
一
人
は
自
分
だ
け

地
獄
か
ら
抜
け
出
た
い
と
い
う
醜

い
心
を
持
っ
た
犍
陀
多
。
言
う
ま

で
も
な
く
、
こ
の
二
人
は
同
一
人

物
で
あ
る
。
だ
が
、
な
ぜ
こ
こ
ま

で
行
動
に
違
い
が
あ
る
の
か
？
僕

は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
第
一
に

二
人
の
犍
陀
多
の
置
か
れ
て
い
た

状
況
が
違
う
と
い
う
こ
と
だ
。
置

か
れ
て
い
る
状
況
が
違
え
ば
、
心

境
に
も
違
い
が
出
る
の
は
明
白
だ

ろ
う
。
そ
の
こ
と
か
ら
僕
は
、
地

獄
か
ら
抜
け
出
す
か
、も
し
く
は
、

再
び
地
獄
に
落
ち
る
か
と
い
う
極

限
状
況
に
置
か
れ
る
こ
と
で
、
犍

陀
多
は
醜
い
心
を
露
に
し
た
の
で

は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
す
な
わ

ち
、
本
当
の
犍
陀
多
は
後
者
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

前
者
は
心
の
中
に
醜
さ
を
宿
し
た

偽
善
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

も
な
る
だ
ろ
う
。
犍
陀
多
は
、
昔

助
け
た
蜘
蛛
の
細
い
細
い
糸
を
の

ぼ
っ
て
一
人
だ
け
地
獄
か
ら
抜
け

出
そ
う
と
し
た
が
、
他
の
罪
人
た

ち
も
そ
の
糸
を
の
ぼ
っ
て
き
た
。

切
れ
て
自
分
ま
で
落
ち
て
し
ま
う

と
焦
っ
た
犍
陀
多
は
文
頭
の
言
葉

を
発
し
、
そ
の
結
果
、
蜘
蛛
の
糸

が
切
れ
、
再
び
地
獄
に
落
ち
て
し

ま
う
。
こ
れ
が
犍
陀
多
の
行
く
末

で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
言
う
と
、
犍

陀
多
は
悪
者
で
あ
る
と
か
、
地
獄

に
落
ち
て
当
然
だ
と
思
う
か
も
し

れ
な
い
。
僕
も
再
び
こ
の
本
を
読

み
返
す
ま
で
は
、
そ
う
思
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
今
度
は
自
分
を
そ

の
状
況
に
置
き
換
え
て
み
た
。
も

し
自
分
が
、
生
き
る
か
死
ぬ
か
の

極
限
状
況
に
置
か
れ
た
時
、
本
当

に
人
を
思
い
や
る
優
し
い
心
を
忘

れ
ず
に
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
？
僕

は
戸
惑
っ
て
し
ま
う
。
蜘
蛛
の
糸

を
の
ぼ
っ
て
い
て
、
下
か
ら
く
る

他
の
罪
人
に
気
付
い
た
時
の
犍
陀

多
に
は
、
二
つ
の
選
択
肢
が
あ
っ

た
だ
ろ
う
。
一
つ
は
、
こ
の
時
の

犍
陀
多
の
よ
う
に
、
自
分
ひ
と
り

で
も
切
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ

か
ら
自
分
だ
け
は
助
か
り
た
い
、

と
他
の
罪
人
を
振
り
落
と
す
。
も

う
一
つ
は
、
自
分
だ
け
で
な
く
皆

が
助
か
れ
ば
い
い
、
糸
は
切
れ
て

し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
分

だ
け
助
か
る
こ
と
な
ど
で
き
な

い
、
と
皆
で
の
ぼ
る
。
こ
の
二
つ

だ
ろ
う
。
が
、
僕
た
ち
は
、
は
た

し
て
後
項
を
選
べ
る
だ
ろ
う
か
？

「
人
間
は
、
欲
の
か
た
ま
り
だ
」

と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
が
、
本
当
に
そ
う
か
も
し
れ
な

い
。
も
し
か
す
る
と
、
人
想
い
の

行
動
で
さ
え
欲
か
ら
き
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
。
な
ら
ば
、
本
当
の

思
い
や
り
な
ど
存
在
す
る
の
か
？

僕
は
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。
そ
う
考
え
て
い
る
と
、
僕
は

一
つ
の
出
来
事
を
思
い
出
す
。
そ

れ
は
八
年
前
の
こ
と
だ
。
僕
に
は

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
が
二
人
い
た
。
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一
人
は
僕
の
祖
母
で
あ
る
。
も
う

一
人
は
祖
母
の
祖
母
で
あ
り
、
そ

の
年
で
１
０
３
歳
に
な
る
長
寿
の

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
で
あ
る
。
僕

は
大
き
い
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
の

事
を
そ
の
ま
ま
「
お
っ
き
ば
あ

ち
ゃ
ん
」と
呼
ん
で
慕
っ
て
い
た
。

僕
は
夕
食
後
、
決
ま
っ
て
「
お
っ

き
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
の
部
屋
へ
行
っ

た
。
そ
し
て
「
お
っ
き
ば
あ
ち
ゃ

ん
」
の
膝
枕
で
寝
る
、
こ
れ
が
僕

の
楽
し
み
だ
っ
た
の
だ
。
僕
が

来
る
と
、
忙
し
く
て
も
座
っ
て
、

笑
っ
て
僕
を
招
い
て
く
れ
た
。
膝

を
枕
に
寝
こ
ろ
ぶ
と
、
僕
の
背
中

を
さ
す
っ
て
く
れ
た
。
と
て
も
温

か
か
っ
た
。
そ
ん
な
事
が
今
思
い

出
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
温

か
さ
は
、
今
思
え
ば
欲
か
ら
き
て

い
る
も
の
で
は
な
く
、
本
当
の
思

い
や
り
か
ら
き
て
い
る
と
確
信
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。
言
葉
さ
え
な

か
っ
た
の
に
、
背
中
を
さ
す
る
手

か
ら
は
、
優
し
さ
が
溢
れ
出
し
て

い
る
よ
う
な
気
さ
え
し
た
の
だ
。

し
か
し
「
お
っ
き
ば
あ
ち
ゃ
ん
」

は
、
二
年
前
に
他
界
し
た
。
喋
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
る
ま
で
「
あ

り
が
と
う
」
と
い
う
言
葉
を
忘
れ

な
か
っ
た
。
僕
は
「
お
っ
き
ば
あ

ち
ゃ
ん
」
の
お
か
げ
で
本
当
の
思

い
や
り
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で

き
た
。
今
ま
で
の
僕
な
ら
極
限
状

況
に
置
か
れ
た
時
、
悪
を
捨
て
き

れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
。
お

そ
ら
く
ど
ん
な
人
間
の
心
の
中
に

も
悪
や
欲
、
醜
さ
は
存
在
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
。
実
力
が
物
を
言
う

社
会
、
ど
う
に
か
楽
を
し
た
い
、

ラ
イ
バ
ル
を
蹴
落
と
す
こ
と
は
で

き
な
い
か
、
そ
う
い
っ
た
考
え
か

ら
心
の
中
の
悪
の
芽
は
伸
び
て
い

く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の

結
果
、
騙
し
合
い
、
憎
み
合
っ
て

生
き
て
い
る
。　

　

し
か
し
、
今
の
僕
に
は
確
か
な

希
望
の
光
が
見
え
る
。
本
当
の
思

い
や
り
を
信
じ
、
そ
の
す
ば
ら
し

さ
を
誇
れ
る
自
分
が
い
る
。
そ
の

違
い
は
、
本
当
の
思
い
や
り
を
実

際
に
受
け
て
き
た
か
ど
う
か
で
あ

る
と
僕
は
考
え
る
。
本
当
の
思
い

や
り
を
受
け
る
こ
と
で
醜
い
心
は

晴
れ
わ
た
る
の
だ
。
そ
し
て
今
、

僕
の
よ
う
に
思
い
や
り
を
受
け
た

人
が
、
犍
陀
多
の
蜘
蛛
の
糸
よ
り

太
く
、
温
か
い
思
い
や
り
の
手
を

た
く
さ
ん
の
人
々
に
差
し
延
べ
て

い
く
べ
き
と
僕
は
思
う
の
だ
。

〔
第
３
部
〕

二
十
一
世
紀
に
生
き
る

君
た
ち
へ

　

古
山
小
学
校
６
年

　
　
　
　
　

岡お
か
も
り森　

峻し
ゅ
ん
い
ち
ろ
う

一
郎
さ
ん

　

ぼ
く
は
、
今
、
二
十
一
世
紀
を

生
き
て
い
ま
す
。
も
し
、
司
馬
遼

太
郎
先
生
か
ら
「
二
十
一
世
紀
と

は
、
ど
ん
な
世
の
中
で
し
ょ
う
」

と
聞
か
れ
た
ら
、
ど
う
答
え
れ
ば

い
い
の
で
し
ょ
う
か
…
…

　

こ
の
本
を
初
め
て
読
ん
だ
と

き
「
難
し
い
な
、
よ
く
分
か
ら
な

い
」
と
い
う
の
が
正
直
な
気
持
ち

で
し
た
。
同
時
に
、「
分
か
り
た

い
」
と
い
う
気
持
ち
が
強
く
わ
い

て
き
ま
し
た
。
何
度
も
読
み
返
し

て
い
く
う
ち
に
、
司
馬
先
生
か
ら

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
わ
っ
て
く
る

よ
う
に
感
じ
、
い
く
つ
も
の
心
に

響
く
言
葉
に
出
会
え
ま
し
た
。

　

中
で
も
、「
人
間
は
自
然
に
よ
っ

て
生
か
さ
れ
て
い
る
」「
自
分
に

厳
し
く
、
相
手
に
は
や
さ
し
く
」

と
い
う
言
葉
が
、
ぼ
く
の
心
に
ず

し
ん
と
き
ま
し
た
。

　

ぼ
く
た
ち
は
、
当
り
前
の
よ
う

に
空
気
を
吸
い
、
水
分
を
と
り
、

大
地
の
上
で
生
き
て
い
ま
す
。
自

然
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
な

ど
と
い
う
こ
と
は
忘
れ
、
感
謝
す

る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
、
大
き
な

天
災
が
起
き
た
と
き
だ
け
自
然
の

偉
大
さ
に
恐
れ
を
感
じ
る
の
で

す
。
自
然
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て

い
る
…
…
当
り
前
す
ぎ
て
忘
れ
て

い
た
大
切
な
こ
と
を
気
づ
か
せ
て

く
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
人
間
は
支
え
合
っ
て

生
き
て
い
る
。
助
け
合
う
気
持
ち

が
大
切
だ
」
と
書
い
て
あ
り
ま
し

た
。
ぼ
く
も
、
そ
の
通
り
だ
と
思

い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
に

厳
し
く
、
相
手
に
は
や
さ
し
く
で

き
る
よ
う
な
人
に
な
ら
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
本
当
に

み
ん
な
が
、
そ
ん
な
気
持
ち
に
な

れ
た
ら
、
人
類
が
仲
良
く
暮
ら
せ

る
時
代
が
、
き
っ
と
来
る
は
ず
で

す
。
だ
け
ど
今
は
…
…

　

先
生
は
、「
人
間
は
決
し
て
お

ろ
か
で
は
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
ぼ
く
は
、
そ
う
な
の

だ
ろ
う
か
と
疑
問
に
思
い
ま
す
。

日
々
、
ぼ
く
た
ち
の
耳
に
飛
び
こ

ん
で
く
る
ニ
ュ
ー
ス
は
い
い
事
ば

か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
然
に

対
し
て
、
人
間
こ
そ
一
番
え
ら
い

存
在
だ
と
い
ば
り
か
え
っ
て
い
る

人
が
、ま
だ
た
く
さ
ん
い
ま
す
し
、

自
分
の
こ
と
も
相
手
の
こ
と
も
大

切
に
で
き
な
い
人
が
い
っ
ぱ
い
い

る
と
思
う
か
ら
で
す
。

　

先
生
、
残
念
な
が
ら
、
二
十
一

世
紀
の
始
ま
り
は
、
先
生
の
望
ま

れ
る
よ
う
な
時
代
に
は
な
っ
て
い

な
い
と
思
う
の
で
す
。

　

今
回
、
こ
の
本
を
読
ん
だ
こ
と

で
、
す
ご
く
大
き
な
も
の
と
出
会

え
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
過
去
、

現
在
、
未
来
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代

に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。ぼ
く
ら
は
、過
ぎ
去
っ

た
歴
史
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
け
れ
ど
、
新
し
い
歴
史
を
創
る

こ
と
は
で
き
ま
す
。
今
と
い
う
時

代
も
過
去
に
な
り
、
歴
史
の
中
の

一
ペ
ー
ジ
と
な
る
の
で
す
。
次
の

時
代
の
人
た
ち
に
歴
史
の
バ
ト
ン

を
つ
な
ぐ
た
め
、
今
、
ぼ
く
た
ち

が
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
を
教
え
て
く
れ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。

　

最
後
に
先
生
は
「
た
の
も
し
い

君
た
ち
に
な
れ
」
と
お
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。
ぼ
く
た
ち
に
託
さ
れ

た
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
と

め
、
ぼ
く
は
、「
た
の
も
し
い
ぼ

く
」
に
な
る
た
め
に
訓
練
し
、
努

力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
い
つ
か
司
馬
先
生
に
、

「
二
十
一
世
紀
は
、
良
い
世
の
中

に
な
っ
て
き
ま
し
た
」
と
、
胸

を
張
っ
て
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に

…
…
。


