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少
な
い
方
が
い
い
数
字
は

　

交
通
事
故
と
病
気
の
患
者
数
で
す
が
、
生
活
習
慣

病
の
中
で
も
高
血
圧
と
診
断
さ
れ
、
治
療
中
の
方
は

読
者
の
皆
さ
ん
の
身
近
に
も
い
る
と
思
い
ま
す
。
日

本
人
の
中
で
高
血
圧
と
診
断
さ
れ
た
方
の
数
は
、
平

成
26
年
に
１
，０
１
１
万
人
と
厚
生
労
働
省
か
ら
発
表

さ
れ
ま
し
た
。

　

塩
分
の
と
り
過
ぎ
が
高
血
圧
の
原
因
の
一
つ
に
あ

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
平
成
25
年
に
発
表
さ
れ
た
塩
分

の
摂
取
量
は
、
男
性
は
１
１
・
１
ｇ
、
女
性
は
９
・

４
ｇ
で
、
理
想
的
な
摂
取
量
は
男
性
が
８
ｇ
、
女
性

が
７
ｇ
、
推
奨
値
は
６
ｇ
未
満
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
既

往
の
症
状
に
よ
り
数
値
は
異
な
る
よ
う
で
す
）。

日
本
人
は
い
つ
か
ら
ど
の
よ
う
に

　

食
塩
を
摂
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
？
土
器
を
作
る

こ
と
が
で
き
な
い
1
万
2
千
年
以
上
前
の
旧
石
器
時

代
の
人
は
塩
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
現
在

の
と
こ
ろ
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
日
本
で
は
塩
を
採

取
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
な
ど
で
は
岩
塩
が
取
れ
る
こ
と
か
ら
、
ネ
ア
ン
デ

ル
タ
ー
ル
人
な
ど
は
岩
塩
を
舐
め
て
い
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

縄
文
時
代
（
3
〜
4
千
年
前
頃
）
に
は

　

関
東
地
方
の
霞か

す
み
が
う
ら

ヶ
浦
沿
岸
で
も
土
器
で
海
水
を
煮

詰
め
て
塩
作
り
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
、
貝
塚
な
ど

で
出
土
す
る
土
器
か
ら
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
海
水
に

含
ま
れ
る
塩
分
は
約
３
％
で
、
海
水
か
ら
塩
を
採
る

た
め
に
は
、
97
％
の
水
分
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
土
器
に
海
水
を
入
れ
ひ
た
す

ら
煮
詰
め
る
わ
け
で
す
。
水
分
が
蒸
発
し
て
塩
分
が

35
％
に
な
る
と
結
晶
化
し
ま
す
。
製
塩
用
の
土
器
は

皆
さ
ん
が
博
物
館
な
ど
で
観
る
文
様
や
飾
り
の
付
い

た
縄
文
土
器
と
は
全
く
異
な
り
ま
す
。
縄
文
人
も
塩

生
産
の
効
率
を
考
え
た
よ
う
で
、
製
塩
土
器
は
概
し

て
薄
く
、
小
さ
く
、
つ
く
り
も
粗
雑
で
す
。
土
器
の

中
で
結
晶
化
が
進
む
と
土
器
の
内
面
は
ひ
び
割
れ
た

り
、
剥は

く
り離
し
た
り
し
、
外
側
は
煤す

す

に
よ
り
黒
焦
げ
に

な
り
ま
す
。

飛
鳥
・
奈
良
時
代
で
も

　

土
器
で
海
水
を
煮
詰
め
る
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、『
常ひ

た
ち
の
く
に
ふ
ど
き

陸
国
風
土
記
』
に
は
、
信し

だ太
郡ぐ

ん

浮う
き

島し
ま

村む
ら

で
「
居す

め
る
百
姓
は
塩
を
火や

き
て
業

な
り
わ
いと
為
す
」、
行な

め

方か
た

郡
板い

た
こ来
の
村
で
は
「
其
の
海
に
塩
を
焼
く
藻
・
海み

松る

・
白お

貝ふ

・
辛に

し螺
・
蛤う

む
き

、
多さ

わ

に
生お

へ
り
」
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。『
万
葉
集
』
に
も
「
塩
焼
く
」
と
い
う
記

載
は
多
く
、「
藻も

し
お塩
法
」
と
呼
ば
れ
る
海
藻
を
使
っ
た

製
塩
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
焼
か
れ
て
灰

と
な
っ
た
海
藻
で
は
遺
物
と
し
て
現
代
に
残
っ
て
は

い
ま
せ
ん
の
で
、
考
古
学
的
に
そ
の
作
業
方
法
を
確

認
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
す
。

奈
良
時
代
に

　

揚あ
げ

浜は
ま

式
塩え

ん
で
ん田
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る

遺
跡
が
１
９
９
０
年
に
富
山
大
学
と
石
川
県
考
古
学

会
の
共
同
発
掘
調
査
で
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
場
所

は
石
川
県
羽は

く
い咋
市
の
滝た

き

・
柴し

ば
が
き垣
海
岸
Ｅ
・
Ｆ
遺
跡
で
、

海
岸
の
塩
田
と
共
に
海
水
を
煮
詰
め
る
鉄

用
の
大

型
の
炉ろ

あ
と跡
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
揚
浜
式
と
は
、
人

力
で
海
水
を
汲
ん
で
塩
田
に
撒
き
、
塩
分
の
濃
く
な
っ

た
砂
を
集
め
て
木
の
箱
（
沼ぬ

井い

）
に
入
れ
、
更
に
海

水
を
注
ぐ
と
箱
の
下
か
ら
濃
く
な
っ
た
塩
水
が
出
て

き
て
、
そ
れ
を
鉄

で
煮
詰
め
て
製
塩
す
る
や
り
方

で
す
。
今
で
も
宮
城
県
塩

市
の
鹽し

お
が
ま

神じ
ん
じ
ゃ社
に
は
直

径
１
ｍ
規
模
の
大
き
な

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
現

在
で
も
伊
勢
神
宮
「
御み

し
お塩
殿ど

の

神じ
ん
じ
ゃ社
」
で
は
、
古
代
に

か
な
り
近
い
方
法
で
神
様
に
捧
げ
る
た
め
の
塩
を

作
っ
て
い
ま
す
。

沿
岸
の
遺
跡
で

　

各
時
代
の
製
塩
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
内

陸
の
栃
木
県
で
は
塩
を
作
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
下

野
市
内
や
周
辺
の
奈
良
時
代
の
遺
跡
か
ら
は
、
製
塩

土
器
が
出
土
し
ま
す
。
下
野
国
分
尼
寺
跡
の
発
掘
調

査
で
は
、
9
世
紀
後
半
の
竪
穴
住
居
跡
か
ら
製
塩
土

器
の
破
片
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
恐
ら
く
寺
院
の
中

心
の
北
側
に
は
、
お
寺
を
修
理
す
る
「
修す

り

い

ん

理
院
」
や

「
木も

く
ど
こ
ろ

工
所
」
に
相
当
す
る
営え

い
ぜ
ん繕
施
設
が
あ
り
、
こ
こ
で

労
働
す
る
人
々
の
食
事
が
作
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
土
器
の
特
徴
か
ら
茨
城
県
日
立
市
周
辺

で
製
作
さ
れ
た
製
塩
土
器
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
方
面

か
ら
運
び
込
ま
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
下
野
薬

師
寺
跡
周
辺
で
も
こ
れ
ら
の
破
片
が
出
土
し
て
お
り
、

古
代
で
も
一
定
の
流
通
形
態
が
整
備
さ
れ
、
塩
も
運

ば
れ
て
き
て
い
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
塩
は
と
て
も

貴
重
で
し
た
し
、
肉
体
労
働
を
常
と
し
た
古
代
の
人
々

に
は
摂
取
過
多
で
高
血
圧
の
人
は
い
な
か
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
現
代
人
の
皆
さ
ん
、
生
活
習
慣
病
に

は
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

古
代
に
高
血
圧
症
の
人
は
い
た
の
か
？

下
野
市
教
育
委
員
会　
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