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第
10
回

乙 

川 

の 

延
米
一
揆

●問合わせ　建築課　８４-0671

地震による家屋の倒壊等で多くの方が亡くなっています。まずは、無料
耐震診断を受けてみましょう。（対象：昭和56年5月以前に着工された木
造住宅）
診断後、地震に対する強さやどこが弱いかの報告をします。また、耐震

改修する場合の概算工事費の提示や補強のアドバイスもします。

すぐに改修するのは難しい場合でも・・・・
・寝室の位置は安全ですか？診断の結果、家の弱点がわかります。寝室は安全な場所に移しましょう。
・家具の固定や寝室には家具を置かないなど工夫をしましょう。
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〜
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を
再
発
見
〜

―

知
多
郡
唯
一
の
農
民
一
揆―

我
が
国
の
地
域
振
興
を
図
る
法
律
に

「
半
島
振
興
法
」が
あ
り
ま
す
。半
島
を
発

展
さ
せ
る
た
め
の
法
律
で
す
が
、こ
の
法

律
の
お
手
本
が
三
浦
半
島
と
知
多
半
島
だ

と
い
う
こ
と
は
余
り
知
ら
れ
て
は
い
ま
せ

ん
。こ
の
よ
う
に
知
多
半
島
は
住
み
や
す

い
素
敵
な
と
こ
ろ
な
の
で
す
。こ
の
傾
向

は
古
く
か
ら
あ
り
、江
戸
時
代
後
期
に
は

既
に
か
な
り
の
人
口
集
中
が
み
ら
れ
、耕

地
が
不
足
す
る
現
象
が
起
き
て
い
ま
す
。

有
名
な
出
稼
ぎ
で
あ
る
「
黒
鍬
稼
ぎ
」
も

農
民
の
智
恵
の
ひ
と
つ
と
い
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
土
地
柄
で
し
た
か
ら
、生

活
苦
か
ら
起
こ
る
農
民
一
揆
は
無
縁
の
こ

と
で
し
た
が
、長
い
あ
ゆ
み
の
中
で
た
っ
た

一
回
だ
け
発
生
し
て
い
ま
す
。乙
川
の
農
民

達
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た「
延
米
一
揆
」
が

そ
れ
で
す
。

明
治
６
年
（
１
８
７
３
年
）
１０
月
２２
日

午
后
１
１
時
頃
、法
螺
貝
の
合
図
で
氏
神

様
へ
集
ま
っ
た
乙
川
村
の
小
前
百
姓（
水

呑
百
姓
）六
百
人
は
、延
米
の
軽
減
を
集

団
強
願
す
る
た
め
簑
笠
を
つ
け
て
愛
知
県

庁
へ
向
か
っ
て
出
発
し
ま
し
た
。ち
な
み

に
、当
時
の
乙
川
村
人
口
は
４
，１
５
２
人

（
戸
数
９
７
８
戸
）、そ
の
内
、土
地
所
有

が
五
〜
六
反
歩
し
か
な
い
貧
農
層（
地
価

１
５
０
円
層
）は
５
６
５
人
で
し
た
か
ら
、

参
加
者
は
全
戸
数
の
６０
パ
ー
セ
ン
ト
、そ

し
て
、貧
農
層
は
全
員
が
集
ま
っ
て
い
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
農
民
達
の
動
向
に
あ
わ
て
た
副
戸

長
天
野
伊
佐
衛
門
は
、動
向
を
県
庁
へ
報

告
す
る
と
共
に
、森
岡
付
近
で
一
行
に
追
い

つ
い
て
説
得
に
努
め
ま
し
た
。そ
の
結
果
、

農
民
達
は
納
得
が
い
か
な
い
ま
ま
翌
日
の

午
後
４
時
頃
帰
村
さ
せ
ら
れ
、そ
の
上
、

要
求
が
満
た
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
強
願
」
と
い
う
違
法
行
為
を
し
た
こ
と

に
さ
れ
て
、全
員
が
謝
罪
文
を
書
か
さ
れ

る
始
末
で
し
た
。

し
か
し
、穏
健
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
当

地
の
農
民
達
に
も
こ
の
よ
う
な
大
き
な
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
潜
ん
で
い
た
事
を
証
明
す
る

大
き
な
出
来
事
で
し
た
。

延
米
と
い
う
の
は
古
く
か
ら
存
在
す
る

付
加
税
の
こ
と
で
す
。物
納
で
あ
っ
た
米

は
、領
主
や
地
主
の
元
に
届
く
ま
で
に
こ

ぼ
れ
る
な
ど
し
て
目
減
り
す
る
た
め
に
、

目
減
り
分
は
最
初
か
ら
農
民
の
負
担
と
さ

れ
、元
和
元
年（
１
６
１
０
年
）か
ら
三
斗

五
升
入
り
の
俵
に
二
升
余
分
に
入
れ
る
よ

う
に
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

２
５
０
年
間
も
お
上
の
指
図
に
黙
々
と

従
っ
て
き
た
農
民
達
で
は
あ
り
ま
し
た

が
、御
一
新
で
明
治
政
府
が
政
権
を
握
っ
た

頃
か
ら
。そ
の
不
合
理
に
目
覚
め
始
め
た

の
で
し
た
。

一
方
、富
国
強
兵
政
策
を
掲
げ
列
強
に

比
肩
し
よ
う
と
し
て
い
た
明
治
政
府
は
、

年
毎
に
税
収
に
変
動
が
あ
る
従
来
の
収
税

法
で
は
歳
入
額
が
不
確
定
で
思
う
よ
う
に

建
国
策
が
講
じ
ら
れ
ず
、更
に
版
籍
奉
還

に
よ
っ
て
大
名
が
家
臣
に
払
う
俸
禄
を
国

が
肩
代
わ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、そ
れ

が
歳
出
額
の
３
分
の
１
を
占
め
る
状
況
で

国
の
先
行
き
に
不
安
が
残
る
状
態
で
し

た
。そ
こ
で
思
い
つ
い
た
の
が
土
地
に
税

金
を
掛
け
て
毎
年
決
ま
っ
た
額
の
税
収
が

得
ら
れ
る
「
地
租
改
正
」
と
い
う
仕
組
み

の
導
入
で
し
た
。

地
租
改
正
の
施
行
に
よ
っ
て
各
地
で

様
々
な
影
響
が
出
て
い
ま
す
。国
民
が
自

己
に
目
覚
め
、封
建
主
義
の
問
題
点
に
気

付
き
始
め
た
の
で
す
。そ
の
一つ
の
現
れ
が

一
揆
が
起
き
そ
う
も
な
い
当
地
で
起
き
た

「
延
米
一
揆
」な
の
で
す
。

地
租
改
正
に
つ
い
て
は
、成
岩
村
、半
田

村
で
も
住
民
集
会
を
呼
び
か
け
る
張
り
紙

が
貼
ら
れ
る
と
い
っ
た
事
件
が
あ
り
ま
し

た
。

の
べ
　
　
ま
い
　
　
い
っ
　
　
　
き


