
 
 
 

「
新
米
安
価
」 

新
米
が
各
地
の

ス
ー
パ
ー
店
頭
に

並
び
始
め
た
。
昨
年

産
米
よ
り
安
い
。
今

の
と
こ
ろ
全
国
で

平
年
並
み
以
上
の 

収
穫
に
な
る
と
み
ら
れ
、
農

協
が
農
家
か
ら
買
い
取
る
新

米
の
価
格
は
、
昨
年
よ
り
１

割
以
上
も
下
が
っ
た
。
高
齢

化
と
人
口
減
で
コ
メ
を
食
べ

る
量
も
減
っ
て
い
く
中
、
１

３
年
産
米
が
余
っ
て
い
る
こ

と
も
響
く
。 

都
内
の
ス
ー
パ
ー
で
は
、

高
知
産
や
宮
崎
産
の
新
米
コ

シ
ヒ
カ
リ
５
キ
ロ
を
税
込
１

８
０
０
円
前
後
で
売
る
。
昨

年
の
同
じ
頃
よ
り
一
割
ほ
ど

安
い
。
ス
ー
パ
ー
「
ラ
イ 
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自
然
環
境
と
建
造
物
群
が

一
体
と
な
っ
た
宗
教
空
間
と

家
康
公
の
霊
廟
と
し
て
知
ら

れ
る
徳
川
幕
府
の
聖
地
。
そ

れ
ら
の
名
所
を
順
次
紹
介
し

ま
す
。
（
順
不
同
） 

 

日
本
の
世
界
遺
産
め
ぐ
り 

そ
の
十 

日
光
の
社
寺
（
文
化
遺
産
）
① 

  
 

 

ま
わ
な
い
よ
う
、
江
戸
時
代

に
考
え
ら
れ
た
工
法
。
こ
う

し
た
工
法
が
可
能
で
あ
っ
た

の
は
、
五
重
塔
の
心
柱
が
構

造
上
塔
身
か
ら
独
立
し
て
、

先
端
の
相
輪
だ
け
を
支
え
て

い
る
た
め
だ
が
、
一
方
で
、

そ
の
塔
身
と
分
離
し
た
心
柱

は
、
免
震
の
機
能
を
果
た
す

と
も
考
え
ら
れ
た
。
東
京
ス

カ
イ
ツ
リ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
監

修
者
で
あ
る
元
東
京
藝
術
大

学
学
長 

澄
川
喜
一
氏
に
よ

れ
ば
、
こ
の
五
重
塔
の
免
震

機
能
は
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
の
制

振
シ
ス
テ
ム
（
心
柱
制
振
）

に
も
応
用
さ
れ
た
と
い
う
。

五
重
塔
は
地
震
に
強
い
と
い

わ
れ
る
通
り
、
日
光
東
照
宮

の
五
重
塔
も
幾
度
か
の
大
地

震
を
乗
り
越
え
て
健
在
そ
し

て
今
も
、
標
高
６
４
５
ｍ
の

日
光
山
に
あ
っ
て
ス
カ
イ
ツ

リ
ー
の
高
さ
に
呼
応
す
る
が

如
く
屹
立
し
て
い
る
。 

 

フ
」
近
畿
地
区
で
は
、
三
重

県
産
コ
シ
ヒ
カ
リ
５
キ
ロ
は

昨
秋
よ
り
２
割
ほ
ど
安
い
１

６
０
０
円
前
後
。
特
売
を
始

め
た
。
円
安
で
輸
入
の
乳
製

品
や
食
肉
が
値
上
が
り
す
る

な
か
、
国
産
の
米
の
安
さ
が

目
立
つ
。 

西
日
本
の
大
半
が
今
夏
、

長
雨
と
日
照
不
足
で
作
柄
が

悪
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
が
、

東
日
本
で
は
８
月
１
５
日
現

在
「
良
」
や
「
や
や
良
」
が

多
い
。
１
３
年
産
米
が
７
月

末
時
点
で
国
内
消
費
量
の
１

５
％
に
あ
た
る
１
２
０
万
ト

ン
ほ
ど
が
余
っ
て
い
る
こ
と

も
響
き
、
安
値
に
拍
車
を
か

け
て
い
る
。 

余
っ
て
い
る
米
は
、
粉
に

し
て
麺
に
し
た
り
、
食
品
以 

 
葵
友
の
会 広

報
コ
ー
ナ
ー 

世評・時評 
 

 

雑
記
帳 

「
が
ん
予
防
の
あ
る
説
」 

ヨ
ッ
チ
ャ
ン 

に
交
換
・
交
代
す
る
働
き
）
に

異
常
が
起
き
る
と
、
が
ん
が
発

症
し
ま
す
。
が
ん
は
代
謝
障
害

の
体
質
が
招
い
た
慢
性
代
謝
病

で
す
』 

食
事
を
改
善
し
て
代
謝
を

正
常
に
し
、
が
ん
体
質
を
変
え

れ
ば
、
が
ん
に
は
な
ら
な
い
と

い
う
わ
け
で
す
。 

『
が
ん
予
防
で
一
番
の
ポ
イ

ン
ト
は
、
体
内
の
ミ
ネ
ラ
ル
バ

ラ
ン
ス
を
整
え
る
こ
と
。
そ
の

た
め
に
は
、
で
き
る
だ
け
塩
分

を
控
え
る
こ
と
だ
』
塩
分
の
摂

り
す
ぎ
は
ミ
ネ
ラ
ル
バ
ラ
ン
ス

を
崩
し
、
そ
の
結
果
細
胞
が
傷

み
、
が
ん
化
が
進
み
、
さ
ら
に

は
胃
壁
を
傷
つ
け
、
ピ
ロ
リ
菌

の
繁
殖
を
促
し
て
胃
を
荒
ら

し
、
胃
が
ん
の
リ
ス
ク
も
高
め

る
と
云
い
ま
す
。 

『
次
に
控
え
る
の
は
四
足

歩
行
動
物
（
牛
や
豚
、
馬
）

の
肉
類
で
、
動
物
性
蛋
白
質

や
脂
肪
は
人
間
の
身
体
で
は

代
謝
さ
れ
に
く
く
、
体
内
に

カ
ス
が
生
じ
、
こ
れ
が
発
が

ん
物
質
と
結
び
つ
い
て
発
生

を
高
め
る
』
一
方
、
積
極
的

に
摂
り
た
い
食
品
は
、
野
菜
、

果
実
、
玄
米
、
豆
、
芋
類
、

ヨ
ー
グ
ル
ト
、
海
藻
、
き
の

こ
等
。
野
菜
と
果
実
に
含
ま

れ
る
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
成
分

は
体
内
の
サ
ビ
や
毒
素
を
一

掃
し
、
細
胞
の
新
陳
代
謝
を

促
し
ま
す
。
睡
眠
時
間
を
７

～
８
時
間
と
る
、
お
風
呂
や

軽
い
運
動
で
身
体
を
温
め
る

と
い
っ
た
こ
と
を
心
が
け
る

と
、
予
防
効
果
は
尚
一
層
高

ま
る
そ
う
で
す
。 

✽
東
照
宮
五
重
塔 

日
光
東
照
宮
の
五
重
塔

は
、
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）

に
初
代
若
狭
小
浜
藩
主
の
酒

井
忠
勝
が
寄
進
し
た
も
の
だ

っ
た
が
、
文
化
十
二
年
（
一
八

一
五
）
に
焼
失
し
た
。
そ
の
後

文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
に
十

代
酒
井
忠
進
が
再
建
し
た
の

が
、
現
在
の
五
重
塔
で
あ
る
。

高
さ
は
３
６
ｍ
、
極
彩
色
の
日

本
一
華
麗
な
五
重
塔
で
、
初
層

軒
下
に
は
富
田
宿
（
現
大
平

町
）
の
名
工
、
後
藤
正
秀
が
手

が
け
た
十
二
支
の
彫
刻
が
あ

る
。
ま
た
、
初
層
内
部
に
も
漆

塗
り
・
彩
色
・
漆
箔
が
き
ら
び

や
か
に
施
さ
れ
て
い
る
。 

塔
を
貫
く
心
柱
は
事
例
の

少
な
い
懸
垂
式
で
、
礎
石
に
は

据
え
ら
れ
ず
、
四
重
か
ら
吊
り

下
げ
ら
れ
て
浮
い
て
い
る
。
こ

れ
は
時
を
経
て
重
み
で
塔
身

が
縮
ん
だ
際
に
も
心
柱
が
五

重
の
屋
根
を
突
き
抜
け
て
し 

※
五
重
塔
は
、
仏
塔
の
形
式

の
一
つ
、
重
塔
と
呼
ば
れ
る

楼
閣
形
式
の
仏
塔
の
う
ち
、

五
重
の
屋
根
を
持
つ
も
の
を

指
す
。
下
か
ら
地
（
基
礎
）

水
（
塔
身
）
、
火
（
笠
）
風

（
請
花
）
、
空
（
宝
珠
）
か
ら

な
る
も
の
で
そ
れ
ぞ
れ
が
五

つ
の
世
界
を
示
し
、
仏
教
的

な
宇
宙
観
を
表
し
て
い
る
。 

日
光
山
内
の
世
界
遺
産
に

は
、
《
日
光
東
照
宮
・
輪
王

寺
・
大
獣
院
廟
・
二
荒
山
神

社
・
滝
尾
神
社
・
本
宮
神
社
・

四
本
龍
寺
》
の
社
寺
が
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
。 

９
月
度
行
事
の
結
果 

江
戸
東
京
博
物
館
お
出
か
け 

４
日
（
木
）
両
国
の
名
所

へ
、
定
員
２
１
名
に
３
０

名
も
の
応
募
が
。
外
れ
た

方
は
次
回
の
優
先
権
が
あ

り
ま
す
。
お
許
し
を
…
。 

カ
ラ
オ
ケ
会 

１
９
日(

金)

バ
ン
バ
ン
に

て
、
１
０
名
の
参
加
。 

 

１
０
月
度
行
事
の
予
定 

袋
田
の
滝
・
喜
連
川
温
泉
・

日
光
江
戸
村
一
泊
旅
行 

 

１
０
、
１
１
日
（
金
、
土
） 

 

の
ん
び
り
観
光
、
ゆ
っ
た

り
温
泉
。
帰
り
に
日
光
江

戸
村
で
遊
び
ま
す
。 

     

カ
ラ
オ
ケ
会 

１
７
日
（
金
）
バ
ン
バ
ン

に
て
。 

 

（
事
務
局
長
） 

 

外
の
製
品
に
し
て
販
売
出
来

な
い
も
の
だ
ろ
う
か
？ 

 
 

Ｋ
・
ド
ラ
ゴ
ン 

が
ん
の
発
生
に
は
、
食
べ

物
３
５
％
、
喫
煙
が
３
１
％

で
係
る
と
さ
れ
ま
す
が
、
実

は
生
活
習
慣
を
改
善
す
る
と

大
半
は
予
防
で
き
ま
す
。
再

発
予
防
の
食
事
療
法
を
取
り

入
れ
れ
ば
、
成
果
が
上
り
ま

す
。
『
身
体
は
毎
日
の
食
事

で
作
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
栄

養
素
を
細
胞
が
取
り
込
む
際

の
代
謝
（
食
べ
物
が
体
内
で

エ
ネ
ル
ギ
ー
や
他
の
栄
養
素 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

      

葵は「心と身体のリハビリ」で元気な「笑顔」を作ります 

 

あおい 通信 第 113 号

 

葵
通
信
―1

0
0

号
記
念 

ド
ラ
ゴ
ン 

 

葵
通
信
―1

0
0

号
記
念 

ド
ラ
ゴ
ン 

 

夏
バ
テ
な
ら
ぬ
秋
バ
テ
に

注
意 

 

看
護
師
・
千
葉
え
り
子 

夏
バ
テ
な
ら
ぬ
秋
バ
テ
に

注
意 

 

看
護
師
・
千
葉
え
り
子 

◆
編
集
委
員
会
よ
り 

「
あ
お
い
通
信
」
は
、
皆
様

か
ら
の
原
稿
を
募
集
し
て

い
ま
す
。
係
員
・
飯
島
ま
で 

✽
日
光
東
照
宮 

日
光
東
照
宮
は
、
関
東
地

方
北
部
、
栃
木
県
日
光
市
に

所
在
す
る
神
社
。
江
戸
幕
府

を
神
格
化
し
た
東
照
宮
を
大

権
現
に
祀
る
。 

日
本
全
国
の
東
照
宮
の

総
本
社
的
存
在
で
あ
る
。
正

式
名
称
は
地
名
等
を
冠
称

し
な
い
「
東
照
宮
」
で
あ
る

が
、
他
の
東
照
宮
と
の
区
別

の
た
め
「
日
光
東
照
宮
」
と

呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。 

そ
の
歴
史
は
少
な
く
と

も
源
頼
朝
に
よ
る
日
光
山
造

営
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
得
る
も

の
で
、
源
頼
朝
が
そ
の
母
方

の
熱
田
大
宮
司
家
の
出
身

者
を
別
当
に
据
え
て
以
来
、

鎌
倉
幕
府
、
関
東
公
方
、
後

北
条
氏
の
歴
代
を
通
じ
て
東

国
の
宗
教
的
権
威
と
な
っ
て

い
た
。
こ
う
し
た
歴
史
的
背

景
に
、
徳
川
氏
は
東
照
宮
を

造
営
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

日光東照宮 

五重塔 

http://heiwa-ga-ichiban.jp/sekai/photo/sekai0401.html


 

 

遊
び
で
す
る
者
も
い
れ
ば
、

賭
事
の
一
種
と
し
て
行
う
者

も
い
た
そ
う
で
す
。
ず
い
ぶ

ん
贅
沢
な
話
で
あ
る
。
し
か

し
５
０
枚
、
６
０
枚
も
食
べ

る
の
は
、
ど
う
も
蕎
麦
好
き

の
趣
味
に
合
わ
な
い
。
そ
れ

も
そ
の
は
ず
、
こ
の
噺
の
も

と
は
『
蛇
含
草
』（
じ
ゃ
が
ん

そ
う
）
で
、
こ
ち
ら
は
上
方

の
落
語
の
噺
で
蕎
麦
で
は
な

く
餅
の
大
食
い
の
噺
で
す
。

最
後
に
甚
平
を
着
て
座
っ
て

い
る
シ
ー
ン
も
、
蕎
麦
が
羽

織
を
着
て
座
っ
て
い
る
シ
ー

ン
も
ず
い
ぶ
ん
シ
ュ
ー
ル
で
、

絵
に
し
た
ら
ど
う
な
る
ん
だ

ろ
う
、
と
あ
れ
こ
れ
考
え
て

し
ま
う
が
。「
想
像
を
絶
す
る
」

こ
と
の
起
き
る
の
が
、
落
語

の
面
白
さ
で
す
。 

つ
づ
く 

 
ふ
わ
ふ
わ
亭
わ
び
助 

「
ふ
る
さ
と
の
物
語
」 

ｐ
ｃ
講
師 

山
田
と
し
子 

  

       

    

利
用
者
さ
ん
の 

紹
介
コ
ー
ナ
ー 

 

『
落
語
の
中
の
蕎
麦
』 

絹
田 

治
夫 

唐
澤 

み
ず
ほ
（
水
） 

ス
ポ
ー
ツ
が
大
好
き
で
、

昔
は
卓
球
を
や
っ
て
い
ま
し

た
。
今
は
も
っ
ぱ
ら
テ
レ
ビ

で
観
戦
し
て
い
ま
す
。 

毎
週
土
曜
日
に
カ
ラ
オ
ケ

を
気
の
合
っ
た
仲
間
で
や
っ

て
い
ま
す
。 

      佐
久
間 

豊
子
（
水
） 

出
か
け
る
こ
と
が
大
好
き

で
旅
行
や
、
デ
パ
ー
ト
な
ど

に
よ
く
行
っ
て
い
ま
し
た
。

今
は
歩
く
と
疲
れ
て
し
ま
う

の
で
、
テ
レ
ビ
を
見
た
り
、

友
達
と
は
電
話
で
話
を
し
て

い
ま
す
。 

      桜
井 

光
子
（
木
） 

庭
い
じ
り
が
生
き
が
い
で

す
。
夏
の
間
は
暑
い
の
で
大

変
で
し
た
。
ラ
ズ
ベ
リ
ー
、

ブ
ラ
ッ
ク
ベ
リ
ー
、
イ
チ
ゴ
、

一
番
の
自
慢
は
し
ゃ
く
な
げ

で
す
。 

面
、
遥
か
に
秩
父
連
山
が
、

そ
の
先
に
は
富
士
山
も
見
え

ま
し
た
。
見
渡
す
限
り
の
麦

畑
と
、
大
根
畑
で
武
蔵
野
情

緒
が
あ
り
ま
し
た
。 

     

阿
寒
湖
に 

ま
り
も
の
神
秘 

秋
の
雲 

 

和
田
輝
子 

杖
止
め
て 

蜻
蛉
群
れ
飛
ぶ 

池
眺
め 

 

穂
刈 

操 

秋
冷
や 

餉
の
匂
う 

散
歩
道 

 

相
川 

誠 

東
北
の 

旅
情
豊
や 

葛
の
花 

 

岸
野
弘
子 

盆
踊
り 

あ
な
た
も
一
緒
の 

帯
締
め
て 

佐
藤 

和 

摘
み
た
て
の 

青
紫
蘇
香
る 

厨
か
な 

 

松
本
幸
子 

朝
ま
ん
じ
ゅ
う
、
晝
う
ど

ん
、
夜
は
田
圃
の
米
の
飯
。

旧
盆
八
月
十
三
日
～
十
五
日

の
三
日
間
仏
様
を
迎
え
て
、

手
づ
く
り
接
待
を
す
る
。
き

ゅ
う
り
は
馬
、
ナ
ス
は
牛
、

十
五
日
の
夜
に
は
送
り
火
を

し
て
盆
は
終
わ
り
。
昔
の
（

現

在
は
公
園
）
白
子
川
の
源
は

井
頭
（
イ
ガ
シ
ラ
）
弁
天
で
、
き

れ
い
な
清
水
に
、
メ
ダ
カ
群
、

フ
ナ
、
ド
ジ
ョ
ウ
、
黄
色
の

水
草
花
吹
き
、
夏
は
ホ
タ
ル

も
夕
暮
に
は
飛
び
か
い
、
ホ

タ
ル
狩
り
、
子
供
達
の
水
遊

び
に
か
っ
こ
う
の
遊
び
場
所
。

 

秋
、
両
側
の
田
圃
、
稲
が

実
っ
て
小
金
波
、
風
情
が
あ

り
ま
し
た
。
又
、
森
林
あ
っ

て
、
快
晴
の
日
に
は
西
の
方 

自
画
像 

ド
ラ
イ
バ
ー 

松
本
安
薫
（
や
す
の
ぶ
） 

  

し
ま
す
。 

私
の
趣
味
は
、
日
本
蜜

蜂
飼
育
と
、
シ
ン
ビ
ジ
ュ
ウ

ム
の
仲
間
の
金
陵
辺
の
栽

培
で
す
。
蘭
は
奥
深
い
の
で

程
々
に
し
て
い
ま
す
。 

今
回
は
落
語
や
江
戸
の
蕎

麦
の
話
し
。
蕎
麦
の
流
行
。

救
荒
食
（
き
ゅ
う
こ
う
し
ょ
く

【
非
食
料
の
意
】）
か
ら
都
市

の
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
に
。 

幕
末
、
江
戸
府
内
の
蕎
麦

屋
は
３
７
６
３
軒
と
言
わ
れ

て
い
た
。
落
語
の
『
そ
ば
清
』

の
噺
を
聞
く
と
蕎
麦
が
食
べ

た
く
な
る
。
私
は
歯
ご
た
え

の
あ
る
も
の
を
、
辛
い
大
根

お
ろ
し
と
山
葵
で
い
た
だ
く

の
が
好
き
だ
。
か
き
揚
げ
や

山
菜
の
天
ぷ
ら
と
い
た
だ
く

の
も
香
ば
し
く
て
好
き
で
す
。

色
々
と
食
べ
ま
し
た
が
、
や

は
り
せ
い
ろ
が
一
番
う
ま
い

で
す
。
江
戸
に
は
大
食
会
（
た

い
し
ょ
く
か
い
）
が
あ
っ
て
、 

「
速
算
法
」 

 

下
野 

卓 

   

 

       

    

昔
の
大
泉 

永
井
ツ
ナ
江 

  

    

 

       

    

 

例
③ 

  

試
算
し
て
み
よ
う 

     

さ
あ
、
規
則
を
見
つ
け
ら

れ
た
か
な
？ 

普
通
の
計
算
の

答
え
と
一
致
し
た
で
し
ょ
う

か
？
最
後
に
、
規
則
と
解
法

を
述
べ
て
お
く
。 

例
①
で
は
１
１
の
か
け
算

の
時
、
一
位
数
ど
う
し
の
か

け
算
の
答
え
を
一
の
位
に
書

き
、
１
０
の
位
ど
う
し
の
積

を
百
の
位
に
書
き
、
そ
の
間

の
１
０
の
位
に
は
一
の
位
数

と
１
０
の
位
の
数
の
和
を
書

け
ば
よ
い
。
た
だ
し
、
こ
の

計
算
法
は
数
字
の
組
が
加
え

て
９
を
こ
さ
な
い
と
き
で
あ

る
。 例

②
で
は
一
の
位
ど
う
し

の
和
が
１
０
で
、
１
０
の
位

数
が
同
じ
と
き
、
一
位
ど
う

し
を
か
け
た
答
え
を
書
き
、

１
０
の
位
で
は
一
方
を
１
だ

け
増
や
し
て
か
け
合
わ
せ
る
。

そ
れ
が
計
算
の
答
と
な
る
。 

例
③
で
は
、
２
数
の
関
係

は
一
方
は
一
の
位
と
１
０
の

位
が
同
じ
数
で
、
他
方
は
一

の
位
と
１
０
の
位
の
数
の
和

が
１
０
の
と
き
、
一
の
位
ど

う
し
の
積
を
そ
の
ま
ま
か
き
、

１
０
の
位
で
は
数
の
和
が
１

０
に
な
る
ほ
う
の
数
の
１
０

の
位
を
１
だ
け
ふ
や
し
て
か

け
る
。
そ
れ
が
計
算
の
答
え

と
な
る
。 

 

著 

入
江
昭
三 

今
や
、
そ
ろ
ば
ん
は
見
か

け
ら
れ
な
く
な
っ
て
久
し
い
。 

計
算
も
、
電
子
計
算
機
・
電

卓
へ
と
、
携
帯
電
話
で
も
使

え
る
よ
う
に
便
利
な
世
の
中

に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
暗
算
は
生
活
の

中
で
今
で
も
つ
か
わ
れ
て
い

る
。
葵
デ
イ
で
も
脳
ト
レ
の

ひ
と
つ
に
「
数
独
」
が
あ
る
。

こ
こ
で
頭
の
体
操
を
し
て
脳

の
活
性
化
を
は
か
り
た
い
。

速
算
法
は
速
算
術
あ
る
い

は
、
簡
便
法
と
い
っ
て
、
あ

る
「
特
定
の
数
」
の
計
算
で

あ
る
。
例
え
ば
３
６
５
＋
９

９
の
よ
う
な
計
算
は
９
９
を

１
０
０
と
み
て
１
を
引
け
ば

よ
い
、
即
ち
３
６
５
＋
１
０

０
－
１
と
や
れ
ば
計
算
は
楽

で
あ
る
。 

で
は
、
左
記
の
そ
れ
ぞ
れ

の
例
を
見
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

計
算
法
を
見
つ
け
て
、
そ
の

方
法
に
よ
っ
て
例
①
～
③
を

速
算
で
や
っ
て
み
よ
う
。 

例
① 

  試
算
し
て
み
よ
う 

     例
② 

  試
算
し
て
み
よ
う 
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×73 
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私
は
三
十
五
年
間
、
宝
石

業
界
で
貴
石
輸
入
の
仕
事
を

し
て
き
た
の
で
す
が
、
世
代

の
交
代
・
消
費
税
の
導
入
な

ど
で
業
界
が
縮
小
し
て
し
ま

い
廃
業
。
一
年
後
、
縁
あ
っ

て
運
転
手
の
派
遣
会
社
に
入

り
、
最
初
郵
政
省
の
幹
部
の

運
転
、そ
れ
か
ら
理
事
長（
外

郭
団
体
）
車
、
政
治
家
の
運

転
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
方
と
の

出
会
い
が
あ
り
、
都
合
十
六

年
間
や
り
ま
し
た
。
今
度
葵

さ
ん
に
お
世
話
に
な
り
、
経

験
を
活
か
し
て
安
全
運
転
を 

あ
お
い
通
信
一
一
一
号

で
紹
介
さ
れ
た
、
高
橋
カ
ツ

さ
ん
の「
ふ
る
さ
と
の
物
語
」

が
で
き
ま
し
た
。
お
人
柄
そ

の
ま
ま
の
優
し
い
語
り
口
の

民
話
で
す
。
秋
の
夜
長
、
幼

い
頃
に
思
い
を
馳
せ
る
の
も

よ
い
で
す
ね
。 

キ
ッ
チ
ン
前
の
本
棚
に

も
置
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、

是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

「
蒲
公
英
」  

句
会 

 

    

葵は「心と身体のリハビリ」で元気な「笑顔」を作ります 

 

あ
お
い
俳
壇
・
歌
壇 

夏
の
夜 

天
の
川
見
る 

夫
婦
か
な 

相
田
美
代
子 

 

終
日
を 

陽
な
た
探
し
て 

老
犬
は 

エ
サ
食
ず 

鳩
を
眺
め
い
る
の
み 

彼
岸
花 

群
れ
咲
く
墓
地
に 

吾
も
孫
も 

集
い
て
香
焚
く 

母
を
語
り
つ 

麻
生
伊
登
子 

み
ち
の
く
の 

茄
子
漬
の
味 

変
わ
り
な
く 

幼
き
頃
の 

想
い
出
深
し 

相
田
美
代
子 

生
み
の
母 

育
て
の
母
と
母
二
人 

 

母
と
な
り
て
も 

忘
れ
得
ぬ
人 

す
ぐ
傍
に 

笑
顔
が
い
つ
も
あ
る
母
ら 

守
ら
れ
な
が
ら 

吾
独
り
生
く 

河
西
千
恵
子 

 

昨
年(

平
成
二
十
一
年)

十
二
月
の
誕
生
日
に
、
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
葵
で
バ
ー
ス

デ
イ
・
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
し

て
さ
や
え
ん
ど
う
の
種
と

小
鉢
を
頂
き
ま
し
た
。 

丁
度
、
寒
い
時
期
で
し

た
の
で
、
今
年
二
月
の
末

頃
に
種
を
二
日
間
水
に
漬

け
て
か
ら
、
鉢
に
埋
め
ま

し
た
。
数
日
後
芽
が
出
た

か
な
と
覗
い
て
み
た
ら
、 

自 

画 

像 

自 

画 

像 

自 

画 

像 

自 

画 

像 


