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第
一
団
地
の
自
主
防
災
組
織
の
結

成
は
、
町
内
で
も
早
く
、
昭
和
55
年

に
発
足
し
ま
し
た
。

　

第
一
団
地
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
、

区
域
内
に
防
災
機
能
を
兼
ね
た
前
久

保
中
央
公
園
が
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
ま
す
。
第
一
団
地
で
は
、
そ
の
立

地
条
件
を
活
用
し
て
、
毎
年
防
災
訓

練
を
行
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
近

年
、
参
加
者
が
減
少
傾
向
に
あ
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
昨
年
は
、
内
容
を
一

新
し
、
大
釜
を
使
用
し
た
炊
き
出
し

訓
練
や
、
電
気
機
器
か
ら
発
生
す
る

火
災
の
実
演
な
ど
を
取
り
入
れ
ま
し

た
。
防
災
委
員
長
の
久
保
き
く
さ
ん

は
「
初
め
て
の
試
み
で
し
た
が
、
多

く
の
人
に
集
ま
っ
て
も
ら
え
た
の

で
、
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
な
か

で
も
身
近
に
あ
る
電
気
機
器
が
原
因

で
発
生
す
る
火
災
の
実
演
に
は
、
多

く
の
人
が
興
味
を
示
し
て
く
れ
た
の

で
、
や
っ
て
よ
か
っ
た
と
感
じ
ま
し

た
」
と
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
新
し

い
こ
と
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
、
多

く
の
人
が
防
災
訓
練
に
参
加
し
て
も

ら
え
る
よ
う
に
工
夫
を
し
た
結
果
だ

と
い
え
ま
す
。

　

ま
た
、
第
一
団
地
で
は
、
高
齢
化

が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ

 

火
災
を
発
生
さ
せ
な
い
た
め
の
啓
発
活
動
に
力
を
入
れ
る

第
一
団
地
自
主
防
災
委
員
会

多くの人が参加して行われた昨年の防災訓練の様子

て
い
ま
す
。
そ
の
対
策
と
し
て
、
久

保
さ
ん
は
「
第
一
団
地
は
、
大
型
消

防
車
の
乗
り
入
れ
が
困
難
な
団
地
で

す
。
そ
の
た
め
に
私
た
ち
は
、
火
災

を
起
こ
さ
な
い
た
め
の
啓
発
活
動
に

特
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

高
齢
の
人
に
は
、
隣
近
所
の
人
が
日

頃
か
ら
声
を
か
け
る
な
ど
、
見
守
っ

て
い
け
る
体
制
作
り
を
急
い
で
い
ま

す
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

第
一
団
地
自
主
防
災
委
員
会
の
今

後
の
目
標
は
、
若
い
人
が
多
く
加
入

し
て
く
れ
る
よ
う
に
、
活
動
内
容
を

更
に
工
夫
し
て
い
く
こ
と
だ
そ
う
で

す
。

日ごろの近所付き合いが身を守る!!

育てよう地域の力 「自主防災組織」

　

毛
呂
山
町
東
部
の
大
類
か
ら
苦
林
、
玉

林
寺
一
帯
は
、
中
世
、
苦に

が
ば
や
し
の

林
野
と
呼
ば
れ

て
い
ま
し
た
。
貞じ

ょ
う
じ治

２
年
（
１
３
６
３
）

６
月
、
苦
林
野
を
舞
台
に
足あ

し
か
が利

基も
と
う
じ氏

と
芳は

賀が

禅ぜ

ん

か可
の
軍
勢
と
の
間
で
大
き
な
合
戦
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

基
氏
は
関
東
統
治
の
た
め
置
か
れ
た
鎌

倉
府
の
長
官
・
鎌か

ま
く
ら倉

公く

ぼ

う方
と
な
り
、
幼
少

の
こ
ろ
自
身
を
補
佐
し
た
上
杉
憲の

り
あ
き顕

に
越え

ち

後ご

守し
ゅ
ご
し
き

護
職
を
与
え
、
関
東
管か

ん
れ
い領

に
も
登
用

し
ま
し
た
。
憲
顕
の
た
め
越
後
守
護
職
を

剥は
く
だ
つ奪

さ
れ
た
宇う

つ
の
み
や

都
宮
氏う

じ
つ
な綱

の
家
臣
・
芳
賀

禅
可
は
、
鎌
倉
に
出

し
ゅ
つ
に
ん

任
す
る
途
中
の
憲
顕

を
迎げ

い
げ
き撃

し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
基
氏
は
芳

賀
軍
を
討と

う
ば
つ伐

す
る
た
め
北
上
し
、
一
方
、

禅
可
は
嫡ち

ゃ
く
し子

・
高た

か
さ
だ貞

、
次
男
・
高た

か
い
え家

に
出

撃
を
命
じ
、
両
軍
は
苦
林
野
で
激
突
し
ま

し
た
。
『
太た

い

平へ
い

記き

絵え

ま

き巻
』
に
は
、
傷
を
負
っ

た
馬
か
ら
降
り
、
敵
方
と
刀
を
交
え
奮ふ

ん
と
う闘

す
る
基
氏
の
姿
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。
結

局
、
基
氏
方
が
勝
利
し
、
芳
賀
軍
は
宇
都

宮
へ
と
退た

い

却き
ゃ
くし

ま
し
た
。

　

時
代
が
く
だ
り
、
15
世
紀
に
入
る
と

関
東
管
領
職
を
巡め

ぐ

る
争
い
や
幕
府
に
対
抗

し
、
関
東
で
政
権
の
基
盤
を
固
め
よ
う
と
す

る
鎌
倉
公
方
の
思お

も
わ
く惑

な
ど
が
入
り
混
じ
り
、

関
東
全
体
の
政

せ
い
じ
ょ
う

情
が
不
安
定
に
な
り
ま
す
。

鎌
倉
公
方
と
関
東
管
領
の
対
立
に
端
を
発
し

た
永

え
い
き
ょ
う

享
の
乱
で
は
、
鎌
倉
公
方
足
利
持も

ち
う
じ氏

が

敗
れ
、
自
害
す
る
に
い
た
り
ま
し
た
。
そ
の

後
、
持
氏
の
遺い

じ児
ら
が
幕
府
に
反は

ん

き旗
を

翻

ひ
る
が
え

し
結ゆ

う

き城
合が

っ
せ
ん戦

を
起
こ
し
ま
す
。
こ
の
時
、
足

利
方
と
対
立
し
た
上
杉
方
の
庁こ

ば

な鼻
和わ

性
せ
い
じ
ゅ
ん順

（
上
杉
憲の

り
の
ぶ信

）
が
、
苦
林
野
に
陣
を
張
っ
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
文ぶ

ん
め
い明

９
年

（
１
４
７
７
）
に
は
、
長な

が

お尾
景か

げ
は
る春

が
乱
を
起

こ
し
、
長
尾
方
の
小こ

づ
く
え机

城
主
矢
野

兵
ひ
ょ
う

庫ご
の
す
け助

が
苦
林
野
に
陣
を
張
り
ま
し
た
。

　

当
時
、
合
戦
の
陣
は
、
五い

か

っ

こ

十
子
陣じ

ん

（
深
谷

市
）
の
よ
う
な
見
渡
し
の
い
い
地
勢
に
優
れ

た
勝し

ょ
う
ち地

を
利
用
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う

で
す
。

　

苦
林
野
も
ま
さ
に
勝
地
の
ひ
と
つ
で
、
坂

戸
市
塚つ

か
は
ら原

か
ら
毛
呂
山
町
の
玉
林
寺
、
大

類
、
川
角
に
か
け
て
の
古
墳
群
の
あ
る
台

地
に
立
つ

と
、
眼
下

に
越お

っ
ぺ
が
わ

辺
川

沿
い
の
低

地
が
広
が

り
、さ
ら
に

比ひ

企き

丘
き
ゅ
う
り
ょ
う陵

を
見
渡
す

こ
と
が
で

き
ま
す
。

勝
しょうち

地・苦
にがばやしの

林野と合戦

5 広報もろやま　６月１日号




