
稲
わ
ら
製
の
民
具
は
、
古
く
か
ら

日
常
生
活
に
使
用
さ
れ
、
冬
仕
事
や

夜
な
べ
仕
事
と
し
て
製
作
さ
れ
て
き

ま
し
た
。

影
山
さ
ん
も
子
ど
も
の
頃
か
ら
、

稲
わ
ら
細
工
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
、

そ
の
手
先
の
器
用
さ
か
ら
、
現
在
で

も
特
産
品
と
し
て
の
注
連
縄

し
め
な
わ

や
鶴
・

亀
・
宝
船
な
ど
の
縁
起
物
の
制
作
を

続
け
て
お
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
九
州
地
方
や
出
雲
市
内
の

神
社
の
大
注
連
縄
、
出
雲
大
社
へ
の

縁
起
物
の
奉
納
の
ほ
か
、
お
ろ
ち
湯

っ
た
り
館
に
展
示
し
て
あ
る
８
ｍ
の

巨
大
オ
ロ
チ
も
影
山
さ
ん
が
手
が
け

た
も
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
巨
大
な
作
品
の
制
作
に

は
、
同
町
吉
田
地
区
で
わ
ら
細
工
を

制
作
す
る
古
居
力
男
さ
ん
や
古
居
貞

義
さ
ん
ら
と
協
力
し
て
仕
上
げ
ま

す
。影

山
さ
ん
は
、
稲
わ
ら
製
品
の
制

作
の
ほ
か
、
市
内
外
の
学
校
・
福
祉

施
設
や
稲
わ
ら
工
房
（
吉
田
町
吉
田

２
７
２
５
番
地
）
で
実
技
指
導
を
通

し
て
、
昔
な
が
ら
の
伝
統
技
術
を
伝

え
て
い
ま
す
。

影
山
さ
ん
の
稲
わ
ら
製
品
に
使
用

す
る
稲
わ
ら
は
、
地
元
で
「
か
ら
す

も
ち
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
赤
も
ち
米

の
青
わ
ら
で
、
通
常
の
稲
よ
り
背
丈

が
高
く
、
張
り
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
材
料
と
な
る
青
わ
ら
は
、
近

く
の
田
ん
ぼ
で
収
穫
さ
れ
る
も
の
を

使
用
し
、
制
作
に
は
、
力
の
強
弱
や

微
妙
な
手
先
の
調
整
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

影
山
さ
ん
は
、
大
正
８
年
３
月
生

ま
れ
で
現
在
87
歳
。
そ
の
元
気
の
秘

訣
は
「
１
年
を
通
じ
て
携
わ
る
わ
ら

細
工
と
、
自
分
の
気
に
入
っ
た
も
の

が
で
き
上
が
る
喜
び
に
あ
る
」
と
話

し
て
く
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
影
山
さ
ん
は
、「
稲
わ
ら

節
」
や
「
俵
積
み
節
」
な
ど
、
わ
ら

細
工
に
関
す
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
唄
も

手
が
け
ら
れ
、
実
技
指
導
の
際
な
ど

に
披
露
さ
れ
て
い
ま
す
。

作
詞
・
作
曲
　
影
山
茂
利

一
、
米
の
成
る
木
は
ー

粗
末
に
ゃ
な
ら
ぬ
ー

春
の
卯
月
に
　
田
ん
ぼ
に
入
り

雨
や
嵐
に
ー
　
耐
え
て
育
っ
て

お
米
を
作
る
ー

サ
イ
シ
ョ
ネ
ー
　
サ
イ
シ
ョ
ネ
ー

二
、
其
の
後
の
稲
わ
ら
ー

草
履
や
わ
ら
じ
草
鞋
ー

出
雲
大
社
に
　
鶴
亀
上
が
る

八
俣
大
蛇
ー
や
ー

村
の
繁
盛
と
宝
の
船
も
ー

サ
イ
シ
ョ
ネ
ー
　
サ
イ
シ
ョ
ネ
ー

※
３
番
も
あ
り
ま
す

◆
　
◆
　
◆

元
気
な
影
山
さ
ん
の
手
仕
事
に
よ

る
、
昔
な
が
ら
の
あ
た
た
か
み
の
あ

る
作
品
は
、
稲
わ
ら
工
房
（

０
８

５
４
―
７
４
―

０
２
２
３
）
で
展
示
・

販
売
し
て
い
ま
す
。

影
山
さ
ん
と
わ
ら
細
工

独
特
の
稲
わ
ら

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
地
域
に
根
付
い
て
い
る
伝
統
工
芸
や

地
域
な
ら
で
は
の
活
動
を
さ
れ
て
い
る
み
な
さ
ん
を
紹
介

し
て
い
き
ま
す
。 わ
が
ま
ち
の巧た

く

み

「
わ
ら
工
芸
士
　
伝
承
の
稲
わ
ら
製
品
」

今
月
は
、
吉
田
町
民
谷
地
区
に
お
住
ま
い
で
、
吉
田
町
の
特
産
品
で
も

あ
る
稲
わ
ら
製
品
の
制
作
と
伝
統
技
術
の
伝
承
活
動
を
し
て
い
る
影か
げ

山や
ま

茂し
げ

利と
し

さ
ん
を
紹
介
し
ま
す
。

元
気
の
秘
訣

稲
わ
ら
節
（
磯
節
調
）
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雲
南
市
で
は
、
11
月
22
日
、
道

路
利
用
者
の
視
点
か
ら
交
通
環
境

の
点
検
、
見
直
し
を
行
な
う
こ
と

を
目
的
と
し
、
大
東
町
海
潮
地
内

の
交
通
安
全
総
点
検
を
実
施
し
ま

し
た
。

点
検
箇
所
の
選
定
に
は
、
市
内

で
通
学
時
間
帯
に
3000
台
を
超
す
車

輌
が
通
行
し
、
事
故
が
毎
年
多
発

し
て
い
る
主
要
地
方
道
松
江
・
木

次
線
と
県
道
大
東
･
東
出
雲
線
の

２
路
線
を
中
心
と
す
る
点
検
エ
リ

ア
を
設
定
。
島
根
県
、
警
察
署
な

ど
の
関
係
機
関
と
協
議
す
る
中
、

点
検
テ
ー
マ
を
「
海
潮
小
学
校
･

中
学
校
通
学
路
を
中
心
と
し
た
交

通
安
全
総
点
検
」
と
し
ま
し
た
。

交
通
安
全
点
検
は
、
通
学
者
、

保
護
者
、
高
齢
者
代
表
、
地
域
沿

線
住
民
、
交
通
安
全
協
議
会
な
ど

が
参
加
し
、
実
際
の
通
学
時
間
帯

に
合
わ
せ
約
40
人
の
参
加
者
が
、

２
班
に
別
れ
通
学
路
沿
線
を
実
際

に
歩
き
、
危
険
な
箇
所
が
な
い
か

詳
細
な
点
検
を
行
い
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
、「
実
際
に
通
学

時
間
帯
に
歩
道
を
歩
い
て
み
る
と
、

体
の
近
く
を
ス
ピ
ー
ド
を
出
し
た

車
が
た
く
さ
ん
通
過
す
る
の
で
怖

い
。」「
危
険
な
状
況
で
子
供
た
ち

が
毎
日
通
っ
て
い
る
こ
と
を
肌
身

で
感
じ
た
。」
な
ど
の
生
の
感
想
が

寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
幼
稚
園
、
小
、
中
学
生

へ
は
、
事
前
ア
ン

ケ
ー
ト
が
実
施
さ

れ
、
保
護
者
の
皆

さ
ん
の
意
見
も
含

め
、
通
学
路
全
般

の
危
険
箇
所
の
把

握
を
行
な
い
ま
し

た
。こ

う
し
た
結

果
、
歩
道
内
の
段

差
や
幅
員
の
改

善
、
歩
道
へ
の
車

輌
の
乗
り
上
げ
防

護
柵
の
設
置
、
歩

道
の
新
設
必
要
箇
所
や
横
断
歩
道

の
新
設
の
他
、
は
み
出
し
禁
止
や

速
度
制
限
区
間
の
見
直
し
検
討
の

必
要
性
な
ど
60
件
を
超
す
指
摘
事

項
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
指
摘
事
項
を
ま
と
め
た
点
検
結
果
を
島
根
県
へ
提
出
し
、
今
後
、

毎
年
１
回
の
改
善
状
況
に
つ
い
て
の
追
跡
調
査
が
行
な
わ
れ
ま
す
。
危
険
箇

所
の
改
善
に
は
、
市
、
県
、
警
察
署
な
ど
が
連
携
し
て
改
善
策
を
講
じ
る
こ

と
に
合
わ
せ
、
地
元
の
皆
さ
ん
の
意
向
調
整
を
図
っ
て
も
ら
い
な
が
ら
改
善

を
進
め
て
ゆ
く
内
容
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。

今
後
も
道
路
利
用
者
の
視
点
を
重
視
し
た
安
全
点
検
の
意
識
を
地
域
に
広

げ
、
雲
南
市
全
体
の
交
通
安
全
の
向
上
に
結
び
つ
く
取
り
組
み
を
す
す
め
て

い
き
ま
す
。

平
成
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◆歩道内段差の解消
◆歩道脇の転落防護
◆横断帯への夜間照明の必要性
◆横断歩道の必要箇所
◆歩道新設の必要箇所
◆自転車通行帯の必要箇所
◆歩道内の支障物件（支柱・ゴミ箱）
◆はみ出し禁止及び速度制限の見直し
◆一時停止規制の検討・区画線の補修

など

地
域
、
利
用
者
の
視
点
で
の
交
通
安
全
向
上
を

主な点検指摘項目


