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　地
域
の
皆
様
の
見
守
り

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　
地
域
の
皆
様
方
に
は
、
子
供
た
ち
の
登

下
校
の
折
に
見
守
っ
て
く
だ
さ
り
、
ほ
ん

と
う
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、

オ
レ
ン
ジ
色
ベ
ス
ト
を
着
用
さ
れ
て
い
る

ス
ク
ー
ル
ガ
ー
ド
の
皆
様
に
対
し
て
は
、
子

供
た
ち
も
安
心
と
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ

ぱ
い
で
す
。

　
今
後
も
、
地
域
や
保
護
者
の
方
々
と
連

携
し
、
子
供
た
ち
の
心
身
と
も
に
健
全
な

育
成
に
全
力
で
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
の

で
、
引
き
続
き
皆
様
の
温
か
い
お
力
添
え

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。　

上
の
写
真
は
、
六

月
十
三
日
の
一
斉
下

校
時
に
、
通
学
路
に

あ
る
「
子
ど
も
見
守

り
１
１
０
番
の
家
」

の
場
所
を
確
認
し
、

通
学
班
長
が
リ
ー
ダ

ー
と
な
っ
て
、
お
礼
と
見
守
り
を
お
願
い

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
ま
た
、
六
月
二
十
八
日
の
授
業
参
観
後

に
も
、
親
子
で
通
学

路
を
歩
い
て
下
校

し
、
ま
わ
り
か
ら
死

角
と
な
る
危
険
箇
所

や
、「
１
１
０
番
の
家
」

の
場
所
を
、
親
子
で

再
確
認
し
ま
し
た
。

多
く
の
方
々
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い

て
い
ま
す

　
六
月
十
七
日
、
十
八
日
の
二
日
間
、
五

霞
中
学
校
生
徒
、
町
青
少
年
相
談
員
、
子

ど
も
会
育
成
会
、
元
栗
橋
駐
在
所
な
ど
、

た
く
さ
ん
の
皆
様
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、

「
朝
の
あ
い
さ
つ
運
動
」
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
小
・
中
学
生
が
、
笑
顔
で
元
気
に
あ
い

さ
つ
を
交
わ
し
ま
し
た
。
今
後
も
、
す
す

ん
で
あ
い
さ
つ
で
き
る
子
供
を
育
て
て
い

き
た
い
と
考
え
ま
す
。

　
右
下
の
写
真
は
、
六
月
十
四
日
に
行
わ

れ
た
交
通
安
全
教
室
の
様
子
で
す
。
当
日

は
、町
交
通
安
全
協
会
、交
通
安
全
母
の
会
、

境
警
察
署
、
さ
ら
に
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
皆

様
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
一
年
生
か
ら
六
年
生
ま
で
、
安
全
な
歩
き

方
や
自
転
車
の
乗
り
方
を
ご
指
導
い
た
だ

き
ま
し
た
。
実
際
に
、
大
型
の
ト
ラ
ッ
ク

の
運
転
席
に
乗
せ
て
も
ら
い
、「
死
角
」
の

存
在
を
学
び
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
も
交
通
安
全
に
気
を
付
け
、

「
自
分
の
命
は
自
分
で
守
れ
る
」
子
供
た
ち

に
育
て
た
い
と
考
え
ま
す
。

　
今
後
も
、
地
域
や
保
護
者
の
皆
様
の
ご

支
援
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
西
小

学
校
の
教
育
活
動
に
全
力
で
取
り
組
ん
で

参
り
ま
す
。

The

　
少
子
高
齢
化
が
進
み
、
五
霞
町
の
高
齢

化
率
は
今
年
４
月
時
点
で
32・8
％
と
な

り
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
も
人
口
は
減
少
し
て
い
き
ま

す
が
、
高
齢
者
は
増
え
、
認
知
症
の
人
も

増
え
ま
す
。
団
塊
の
世
代
が
75
歳
を
迎
え

る
２
０
２
５
年
に
は
、
全
国
で
高
齢
者
の

五
人
に
一
人
が
認
知
症
に
な
る
と
予
想
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
認
知
症
は
、
何
ら
か
の
病
気
に
よ
っ
て

脳
の
神
経
細
胞
が
壊
れ
た
り
働
か
な
く
な

る
こ
と
で
、
認
知
機
能
が
低
下
し
、
そ
れ

ま
で
で
き
て
い
た
社
会
生
活
が
で
き
な
く

な
る
状
態
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

　
厚
生
労
働
省
の
研
究
で
、
年
齢
ご
と
の

認
知
症
有
病
率
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

95
歳
以
上
で
は
約
８
割
の
人
が
認
知
症
に

な
る
そ
う
で
す
。
他
人
事
と
思
っ
て
い
ま

す
が
、
長
生
き
す
る
と
誰
で
も
認
知
症
に

な
る
よ
う
で
す
。

　
認
知
症
に
な
る
と
「
物
忘
れ
」
が
ひ
ど

く
な
っ
た
り
、
時
間
や
場
所
の
把
握
が
難

し
く
な
っ
た
り
し
ま
す
。　

　
こ
れ
を
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
当
た

り
前
の
こ
と
と
捉
え
る
と
、
認
知
症
へ
の

考
え
方
も
変
わ
っ
て
き
ま
せ
ん
か
。

　
「
困
っ
て
い
る
こ
と
を
少
し
手
伝
っ
て

い
く
。
」
そ
れ
だ
け
で
、
認
知
症
の
方
も

そ
の
家
族
も
安
心
し
て
生
活
で
き
ま
す
。

　

例
え
ば
、「
お
家
に
帰
れ
な
く
な
っ
た
高

齢
者
に
声
を
か
け
る
。」、一人
で
は
勇
気
が

い
り
ま
す
。で
も
、当
た
り
前
の
こ
と
と
な

れ
ば
、「
ど
う
か
し
ま
し
た
か
。」と
気
軽
に

声
か
け
で
き
ま
す
。

　

一
人
ひ
と
り
の
ち
ょ
っ
と
の
心
が
け

で
、
認
知
症
の
人
に
優
し
い
ま
ち
づ
く
り

に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
町
で
は
、
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講

座
を
開
催
し
、
認
知
症
の
症
状
や
接
し
方

な
ど
を
お
伝
え
し
て
い
ま
す
。
興
味
の
あ

る
方
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
健

康
福
祉
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

（
健
康
福
祉
課　
保
健
師
）

認
知
症
に
や
さ
し
い
町
に
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昨年実施した養成講座の様子


