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人
々
は
迅
速
に
正
確
な
内
容
の
情
報

を
伝
え
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を

こ
ら
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
戦
前
・

戦
後
の
間
も
な
い
こ
ろ
に
は
、
手
軽
に

使
え
る
通
信
機
器
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
た
と
え
ば
、
無
線
機
や
電
話
機
は

そ
れ
ほ
ど
一
般
に
普
及
し
て
お
ら
ず
、

当
然
、
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
な
ど
も

な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
な
か

で
、
や
は
り
有
効
な
手
段
と
な
っ
た
の

は
、
人
の
言
葉
を
介
し
て
伝
え
る
「
伝

言
」
や
、
仲
間
ど
う
し
で
あ
ら
か
じ
め

決
め
た
内
容
を
聴
覚
や
視
覚
な
ど
に
訴

え
る
「
信
号
」
を
活
用
す
る
こ
と
で
し

た
。
シ
マ
（
集
落
）
で
の
生
活
で
特
に

情
報
伝
達
が
必
要
と
さ
れ
る
場
面
は
、

シ
マ
で
の
大
事
な
決
ま
り
ご
と
を
決
定

す
る
集
ま
り
や
、
労
働
奉
仕
の
ユ
イ

ワ
ク
な
ど
の
日
取
り
や
内
容
を
伝
え
た

り
、
住
民
の
中
に
不
幸
が
あ
っ
て
そ
の

ト
ム
ラ
イ
（
弔
い
）
に
関
す
る
情
報
を

伝
え
た
り
、
さ
ら
に
は
火
災
や
風
・
水

害
な
ど
の
緊
急
事
態
に
遭
っ
た
り
す
る

よ
う
な
と
き
で
し
た
。
通
信
手
段
を
持

た
な
い
ひ
と
昔
前
に
は
伝
達
役
の
人
を

立
て
て
遣
わ
し
た
り
、
鐘
の
音
を
通
じ

て
知
ら
せ
た
り
し
て
い
た
の
で
す
。

さ
て
、
ご
年
配
の
方
々
は
半
鐘
（
は

ん
し
ょ
う
）
を
覚
え
て
お
い
で
で
し
ょ

う
か
。
そ
の
鐘
の
音
は
、
と
き
に
集
落

の
人
々
に
時
刻
や
事
態
の
急
を
告
げ
る

た
め
に
、
前
も
っ
て
決
め
ら
れ
た
数
を

打
ち
鳴
ら
し
て
い
ま
し
た
。
一
般
に
、

集
落
の
公
民
館
や
青
年
会
場
、
消
防
小

屋
や
倉
庫
、
郵
便
局
、
学
校
な
ど
の
見

晴
ら
し
の
良
い
、
公
的
な
場
所
に
吊
る

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
火
災
な
ど

の
緊
急
時
に
鳴
ら
さ
れ
る
鐘
の

音
は
「
カ
ン
、
カ
ン
、
カ
ン
」

と
い
う
か
ん
高
い
金
属
音
で
よ

く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

サ
ン
テ
ン
シ
ョ
ウ
（
三
点
鐘
）

と
い
っ
て
全
国
共
通
の
打
ち
鳴

ら
し
方
で
、
今
で
は
消
防
車
な

ど
の
緊
急
車
両
が
通
行
時
に
鳴
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島
の
む
ん
が
た
り

町
誌
編
さ
ん
室
の

集
落
内
の
通
信
手
段
・
非
常
時
の

サ
ン
テ
ン
シ
ョ
ウ
（
三
点
鐘
）

ら
さ
れ
る
サ
イ
レ
ン
音
で
お
馴
染
み
で

す
。
今
日
の
よ
う
に
水
道
が
完
備
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
な
く
、
ま
た
消
防
の
機

材
が
乏
し
か
っ
た
往
時
に
あ
っ
て
は
、

よ
り
広
く
、
よ
り
早
く
、
よ
り
多
く
の

人
々
に
現
状
を
伝
え
、
大
勢
の
協
力
を

得
な
が
ら
消
火
に
あ
た
り
被
害
を
最
小

限
度
に
と
ど
め
よ
う
と
単
純
で
明
快
な

音
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
し
た
。

半
鐘
の
多
く
は
、
戦
時
中
に
「
金
属

供
出
」
と
い
う
名
目
で
、
鍋
・
釜
や
日

用
の
金
属
製
品
と
と
も
に
軍
隊
に
提
供

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
住
民
た
ち
は
、

戦
後
に
な
っ
て
か
ら
は
ア
メ
リ
カ
軍
が

落
し
て
い
っ
た
不
発
弾
を
加
工
し
て
利

用
し
て
い
ま
し
た
（
の
ち
に
は
ガ
ス
ボ

ン
ベ
な
ど
も
利
用
さ
れ
ま
し
た
）。
こ

う
し
た
鐘
の
存
在
は
、
物
は
な
く
と
も

迅
速
に
正
確
に
情
報
を
伝
え
少
し
で
も

事
態
を
改
善
し
た
い
と
い
う
、
人
々
の

「
生
活
の
知
恵
」
を
端
的
に
教
え
て
く

れ
る
も
の
で
す
。
な
か
に
は
苦
し
ま
ぎ

れ
と
も
思
わ
れ
か
ね
ま
せ
ん
が
、
往
時

の
人
々
は
そ
の
時
々
で
最
善
の
方
法
を

選
ん
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
。
そ
し
て
何
よ
り
も
忘
れ
て
な

ら
な
い
の
は
、
か
つ
て
徳
之
島
も
戦
時

下
に
あ
っ
た
と
い
う
事
実
。
だ
か
ら
こ

そ
、
物
資
の
乏
し
い
な
か
不
発
弾
か
ら

転
用
し
た
鐘
を
使
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん

で
し
た
。
シ
マ
生
活
の
記
憶
遺
産
で
あ

る
だ
け
で
な
く
戦
争
遺
産
で
も
あ
る
の

で
す
。
こ
う
し
た
鐘
は
町
の
無
線
設
備

が
整
備
さ
れ
る
に
及
ん
で
使
わ
れ
な
く

な
り
、
次
第
に
忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
り
ま

す
。　
　
【
町
誌
編
さ
ん
室　

大
村 
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】

不発弾から転用された半鐘①
（手々小中学校管理）

不発弾から転用された半鐘②
（山集落消防倉庫管理）

時刻を知らせるために使われたガスボンベ
（井之川公民館に所在。現在撤去。）




