
防
災
の
日

９
月
と
セ
プ
テ
ン
バ
ー

2018年
9月号
（通算第23９号）

防
災
の
日
は
「
政
府
、
地
方
公
共
団
体
等
関
係
諸

機
関
を
は
じ
め
、
広
く
国
民
が
台
風
、
高
潮
、
津
波
、

地
震
等
の
災
害
に
つ
い
て
の
認
識
を
深
め
、
こ
れ
に

対
処
す
る
心
構
え
を
準
備
す
る
日
」
と
し
て
制
定
さ

れ
ま
し
た
。
大
正
１
２
年
（
１
９
２
３
年
）
に
発
生

し
た
関
東
大
震
災
に
ち
な
ん
で
、
昭
和
３
５
年
（
１

９
６
０
年
）
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
古
く
か
ら
日
本
で
は
立
春
か
ら
２
１
０
日

目
の
日
で
あ
る
「
二
百
十
日
」
は
、
太
陽
暦
で
９
月

１
日
ご
ろ
を
指
し
て
い
て
、
「
二
百
二
十
日
」
と
と

も
に
台
風
が
来
る
厄
日
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

最
近
は
極
端
な
異
常
気
象
が
多
く
、
い
つ
何
が
起

こ
る
か
わ
か
ら
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
防
災
グ
ッ
ズ
を
家

に
用
意
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
。
水
・
長
期
保
存
が
き

く
食
料
・
懐
中
電
灯
・
薬

・
絆
創
膏
・
歩
き
や
す
い

靴
・
ラ
ジ
オ
・
予
備
電
池

な
ど
を
最
低
限
ご
用
意
く

だ
さ
い
。

９
月
の
こ
と
を
英
語
で
「
セ
プ
テ
ン
バ
ー
」

と
い
い
ま
す
よ
ね
。
「S

e
p
te
m
b
e
r

」
と
書
き

ま
す
が
、
こ
の
「s

e
p
te
m

」
と
は
ラ
テ
ン
語

で
「
７
番
目
の
」
と
い
う
意
味
で
す
。
紀
元
前

１
５
３
年
に
新
年
の
始
ま
り
が
３
月
か
ら
１
月

に
変
更
さ
れ
る
ま
で
は
、
現
在
の
９
月
は
７
番

目
の
月
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
新
年
の
始
ま
り
が

１
月
に
変
更
さ
れ
た
後
も
、
月
の
名
前
は
そ
の

ま
ま
残
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。

７
月
と
８
月
に
ロ
ー
皇
帝
の
名
前
（
ジ
ュ
リ

ア
ス
・
シ
ー
ザ
ー
と
ア
ウ
グ
ス
ツ
ス
）
の
月
が

挿
入
さ
れ
た
た
め
、
７
番
目
の
月
が
９
月
に
な

っ
た
、
と
い
う
の
は
俗
説
の
よ
う
で
す
。
と
い

う
の
も
、
７
月
が
「J

u
ly

」
と
な
る
前
の
表
記

は
「Q

u
in
tilis

」
と
い
い
、
こ
の
意
味
は
「
５

番
目
の
」
で
す
。
つ
ま
り
、
ロ
ー
マ
皇
帝
に
よ

る
改
変
以
前
か
ら
、
す
で
に
７
月
は
「
５
番
目

の
月
」
で
、
９
月
は
「
７
番
目
の
月
」
だ
っ
た

の
で
す
。
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別
保
の
由
来

月
見
団
子
の
作
り
方

旧
黒
岩
村
で
富
岡
か
ら
安
中
の
板
鼻
に
通
じ

る
県
道
沿
い
で
、
富
岡
か
ら
北
に
抜
け
る
と
こ

ろ
に
あ
る
地
名
で
す
。
奈
良
時
代
か
ら
続
い
た

行
政
区
画
の
「
郷
」
が
豊
臣
秀
吉
の
時
代
に
「
村
」

（
現
在
の
大
字
）
と
い
う
呼
び
名
に
改
め
ら
れ
、

一
方
で
は
五
戸
を
「
保
」
と
い
っ
て
一
つ
の
単

位
と
し
ま
し
た
（
後
の
五
人
組
で
す
）
。
一
つ
の

村
か
ら
出
て
新
し
く
開
発
し
て
で
き
た
村
を
別

保
と
い
い
、
元
の
村
を
本
保
や
本
郷
と
呼
び
ま

す
。
富
岡
市
の
別
保
と
は
、
地
勢
か
ら
み
て
富

岡
か
ら
の
分
村
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
下
黒
岩

村
か
ら
分
か
れ
て
で
き
た
村
だ
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
天
保
三
年
に
は
家
の
数
は
十
四
戸
と
人
口

も
少
な
く
、
神
社
も
寺

院
も
な
い
た
め
、
葬
祭

は
親
村
の
下
黒
岩
村
と

一
緒
に
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

◎
材
料
（
約
１
５
個
分
）

・
だ
ん
ご
の
粉
１
２
０
ｇ
、
水
８
０
～
９
０
ｃ
ｃ

（
上
新
粉
を
使
う
場
合
は
熱
湯
を
使
い
ま
す
）
。

◎
道
具
～
鍋
、
ボ
ウ
ル
（
冷
水
用
）
、
バ
ッ
ト

◎
作
り
方

①
だ
ん
ご
の
粉
に
水
を
混
ぜ
、
耳
た
ぶ
く
ら
い
の
硬

さ
に
な
る
よ
う
に
良
く
こ
ね
ま
す
。
お
砂
糖
を
加
え

て
甘
く
し
て
も
良
い
で
す
。

②
こ
ね
た
生
地
を
１
５
等
分
し
た
ら
手
の
ひ
ら
の
上

で
転
が
す
よ
う
に
し
て
形
を
整
え
ま
す
。

③
た
っ
ぷ
り
の
お
湯
を
沸
か
し
、
沸
騰
し
た
と
こ
ろ

に
②
を
入
れ
ま
す
。
だ
ん
ご
が
浮
き
上
が
っ
て
き
た

ら
、
そ
の
ま
ま
２
～
３
分
ゆ
で
ま
す
。

④
ゆ
で
上
が
っ
た
だ
ん
ご
を
冷
水
に
さ
ら
し
ま
す
。

⑤
冷
え
た
だ
ん
ご
を
バ
ッ
ト
に
と
っ
て
風
に
当
て
ま

す
。
う
ち
わ
な
ど
で
扇
ぐ
と
テ
リ
が
出
ま
す
。

ぜ
ひ
お
試
し
く
だ
さ
い
。

十
五
夜
と
は
「
満
月
の
夜
」
と
い
う
意
味
で

す
。
月
は
満
ち
欠
け
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
が
、

新
月
か
ら
満
月
に
な
る
ま
で
は
約
１
５
日
か
か

り
ま
す
。
そ
れ
で
満
月
の
夜
の
こ
と
を
「
十
五

夜
」
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
旧
暦
の
８

月
１
５
日
に
あ
た
る
満
月
の
日
は
、
空
が
澄
ん

で
月
が
明
る
く
キ
レ
イ
に
見
え
る
と
い
う
こ
と

で
、
十
五
夜
と
言
え
ば
こ
の
旧
暦
の
８
月
１
５

日
の
こ
と
を
指
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
年

は
９
月
２
４
日
が
十
五
夜
だ
そ
う
で
す
。

ま
た
、
団
子
を
お
供
え
す
る
の
は
収
穫
へ
の

感
謝
と
健
康
・
幸
福
を
表
し
て
い
る
そ
う
で
、

お
供
え
し
た
お
団
子
を

食
べ
る
と
健
康
や
幸
福

が
も
た
ら
さ
れ
る
と
の

こ
と
で
す
。

!!

十

五

夜



漢
字
読
め
ま
す
か
？

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
は
日
本
発
祥
の
ス
ポ
ー
ツ
で
す
。

漢
字
で
は
「
門
球
」
と
書
き
ま
す
。
も
と
は
ク
ロ

ッ
ケ
ー
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
球
技
が
原
型
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
ク
ロ
ッ
ケ
ー
は
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
の
芝

生
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
球
技
で
す
。
も
と
も
と
ゲ
ー
ト

ボ
ー
ル
は
太
平
洋
戦
争
後
に
北
海
道
の
芽
室
（
め

む
ろ
）
町
で
、
物
資
が
不
足
し
た
頃
の
遊
び
道
具

の
な
い
子
ど
も
達
の
た
め
に
生
ま
れ
た
ス
ポ
ー
ツ

な
の
で
す
。
今
と
は
だ
い
ぶ
ル
ー
ル
が
違
う
よ
う

で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
が
生

ま
れ
ま
し
た
。

今
で
は
体
の
負
担
が
少
な
く
、
頭
を
使
う
ス
ポ

ー
ツ
と
い
う
特
徴
が
あ
る
た
め
、
高
齢
者
の
方
に

向
く
娯
楽
と
い
う
こ
と
で
、
普
及
し
て
い
ま
す
。

ア
ジ
ア
を
中
心
と
し
た
外
国
で
も
、
ゲ
ー
ト
ボ
ー

ル
を
す
る
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
中
で
も
中
国
が

一
番
競
技
人
口
が
多
い
よ
う
で
す
。

各
地
域
ご
と
に
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
が
で
き
る
場
所

が
あ
る
の
で
、
興
味
が
あ
る
方
は
ぜ
ひ
行
っ
て
み

て
く
だ
さ
い
。

ブ
ロ
グ
記
事
ご
紹
介

環
境
美
化
委
員
会
か
ら

当
社
に
は
５
つ
の
委
員
会
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

が
部
門
横
断
的
に
様
々
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
環
境
美
化
委
員
会
は
社
内
と
現
場
の
環

境
美
化
に
努
め
て
い
ま
す
。
現
場
の
環
境
パ
ト
ロ

ー
ル
を
行
っ
た
り
、
駐
車

場
の
除
草
や
保
守
な
ど
を

し
た
り
し
て
い
ま
す
。
社

内
と
現
場
が
、
よ
り
き
れ

い
に
な
る
よ
う
に
活
動
し

て
い
ま
す
。

環
境
美
化
委
員
会

リ
ー
ダ
ー

前
原
慎

次
の
漢
字
を
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

①
火
照
る

②
凡
例

③
拐
帯

④
拙
宅

⑤
従
容

⑥
法
被

⑦
出
藍

⑧
頂
戴

◎
シ
ャ
ッ
タ
ー
取
付
工
事

先
日
、
物
置
の
出
入
口
に
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
取
り
付
け
た

い
、
と
の
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
既
存
の
外
壁
を

は
が
す
よ
り
も
、
材
木
で
下
地
を
作
っ
た
方
が
工
期
と

コ
ス
ト
を
抑
え
ら
れ
る
、
と
ご
提
案
し
ま
し
た
。
開
口

部
の
高
さ
が
低
く
な
る
こ
と
を
お
客
様
に
説
明
し
、
承

知
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
ち
ら
の
提
案
し
た
こ
と

が
お
客
様
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
と

う
れ
し
い
で
す
。
今
後
も
良
い
提
案
が
で
き
る
よ
う
に

し
て
い
き
ま
す
。

リ
フ
ォ
ー
ム
部

田
貝
洋
興

（７月７日掲載記事）
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漢
字
読
め
ま
す
か
？

解
答

暮らしの雑学・豆知識
●○●○●○●○●○●○●○●○●

～ 食パン ～

食パンの端を「パンの耳」と言いま

すよね。では真ん中の白い部分は何て

いいますか？ 一般的には「身」、「芯」

などと言われることが多いようです。

業界用語では耳の部分を「外皮」、

白い部分を「内相」といいます。

ただし最近では、耳の部分を「クラ

スト（crust）」、白い部分を「クラム

（crumb）」と呼ぶことが多いそうで

す。（食パンの焼き色のことを「クラ

ストカラー」と言うそうです。）

①
火
照
る
（
ほ
て
る
）

・
熱
く
感
じ
る
事
。

②
凡
例
（
は
ん
れ
い
）

・
利
用
の
仕
方
等
に
関
す

る
箇
条
書
き
。

③
拐
帯
（
か
い
た
い
）

・
持
ち
逃
げ
す
る
事
。

④
拙
宅
（
せ
っ
た
く
）

・
自
分
の
家
を
へ
り
く
だ

っ
て
言
う
語
。

⑤
従
容
（
し
ょ
う
よ
う
）

・
平
常
心
を
失
わ
ず
落
ち

着
い
て
い
る
事
。

⑥
法
被
（
は
っ
ぴ
）

・
裾
の
短
い
上
着
。
印
半

纏
。

⑦
出
藍
（
し
ゅ
つ
ら
ん
）

・
弟
子
が
師
よ
り
も
優
れ

て
い
る
事
。

⑧
頂
戴
（
ち
ょ
う
だ
い
）

・
「
も
ら
う
」
の
謙
譲
語
。

求人募集!!
リフォーム営業職
詳しくは下記までご連絡
ください。お待ちして
おります。

0274-67-2721
（担当：都丸）

検
索
サ
イ
ト
最
大
手
の
グ
ー
グ
ル
。
こ
の
名
前

の
も
と
と
な
っ
た
の
は
、
数
学
用
語
の
「
グ
ー
ゴ

ル
（g

o
o
g
o
l

）」
で
、
１
０
の
１
０
０
乗
を
意
味

し
ま
す
。
１
９
９
７
年
（
平
成
９
年
）
、
創
業
者

の
ラ
リ
ー
・
ペ
イ
ジ
と
セ
ル
ゲ
イ
・
ブ
リ
ン
が
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
膨
大
な
情
報
を
検
索
す
る

サ
ー
ビ
ス
に
つ
け
る
名
前
を
「
グ
ー
ゴ
ル
」
と
決

め
た
の
で
す
が
、
登
録
の
際
に
綴
り
を
間
違
え
て

「g
o
o
g
le

」
と
し
て
し
ま
い
、
そ
の
ま
ま
登
録

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
同
様
の
事
例
は
ユ

ニ
ク
ロ
で
も
あ
り
ま
し
た
。
香
港
で
社
名
登
記
の

際
、「U

N
IC
L
O

」
と
す
る
は
ず
が
「U

N
IQ
L
O

」

と
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

時
代
劇
等
で
、
主
人
が
出
か
け
る
時
に
、
お

か
み
さ
ん
が
火
打
石
を
カ
チ
カ
チ
さ
せ
て
切
り

火
す
る
シ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
実
は

こ
の
習
慣
は
明
治
以
降
に
流
行
し
た
も
の
で

す
。
当
時
は
マ
ッ
チ
が
普
及
し
、
火
打
石
業
界

は
低
迷
。
そ
こ
で
販
売
促
進
の
た
め
に
「
切
り

火
の
縁
起
か
つ
ぎ
」
を
発
案
し
宣
伝
し
ま
し
た
。

こ
れ
が
、
と
び
職
や
左
官
な
ど
、
危
険
な
仕

事
に
携
わ
る
人
た
ち
か
ら
、
災
難
除
け
の
お
ま

じ
な
い
と
し
て
人
気
が
出
て
普
及
し
た
の
だ
そ

う
で
す
。
今
で
は
見
か
け
な
く
な
り
ま
し
た
ね
。

グ
ー
グ
ル

火
打
石
と
切
り
火


