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護
者
か
ら
は
「
大
久
野
島
で
毒
ガ
ス
資

料
館
を
見
学
す
る
こ
と
は
子
供
達
の
教

育
に
と
っ
て
如
何
な
も
の
か
」
と
の
意

見
が
あ
り
、
学
校
か
ら
五
候
補
ほ
ど
を

提
案
し
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施

し
た
。
そ
の
結
果
、「
秋
吉
台
・
宮
島
」

が
圧
倒
的
多
数
と
な
り
、
変
更
す
る
こ

と
を
決
断
し
た
。
実
際
に
、
子
供
達
は

秋
吉
台
の
自
然
を
満
喫
し
、
宮
島
で
は

厳
島
神
社
を
参
詣
し
た
。
子
供
達
は
海

に
浮
ぶ
厳
島
神
社
の
鳥
居
を
見
て
驚
き
、

ま
た
神
社
を
参
詣
し
て
、
と
て
も
感
激

し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
従
来
と
は
ま
た

違
っ
た
味
は
ひ
の
あ
る
修
学
旅
行
に

な
っ
た
か
と
思
ふ
。
秋
吉
台
で
は
夜
の

星
空
を
眺
め
、
ま
た
化
石
発
掘
の
勉
強

を
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

子
供
達
に
は
、
事
前
に
祈
り
や
参
詣

に
つ
い
て
、「
信
仰
す
る
神
仏
に
よ
っ

て
教
へ
が
異
な
る
こ
と
、
神
道
、
仏
教
、

キ
リ
ス
ト
教
等
の
信
仰
に
よ
っ
て
拝
礼

方
法
も
異
な
る
こ
と
」
を
話
し
て
聞

か
せ
た
。
彼
ら
は
と
て
も
真
面
目
に
聞

い
て
ゐ
た
が
、
何
人
か
が
宮
島
の
お
寺

で
二
拝
二
拍
手
一
拝
を
し
て
ゐ
た
こ
と

に
は
、
礼
に
添
は
ぬ
形
で
あ
る
が
、
微

笑
ま
し
く
思
っ
て
し
ま
っ
た
。
当
時
の

子
供
達
は
二
十
歳
半
ば
と
な
っ
て
ゐ
る
。

ど
の
や
う
な
道
を
歩
み
、
当
時
の
学
び

に
つ
い
て
、
今
ど
の
様
に
思
っ
て
ゐ
る

の
で
あ
ら
う
か
。
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あ
っ
た
。
保
護
者
に
は
、
小
生
か
ら

し
っ
か
り
と
説
明
し
た
の
で
、
問
題
な

く
参
詣
す
る
こ
と
が
出
来
た
。「
一
生

に
一
度
の
お
伊
勢
詣
で
」
と
な
る
子
も

多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

日
本
で
は
、
歴
史
文
化
を
繙ひ
も
と

い
た
り
、

勉
強
す
る
上
で
、
ど
う
し
て
も
寺
社
を

外
す
こ
と
は
出
来
な
い
と
思
ひ
、
子
供

達
の
学
習
の
為
に
取
り
入
れ
た
訳
で
あ

る
。
戦
後
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
っ
て
、「
宗
教

法
人
化
」
が
な
さ
れ
た
が
、
我
々
日
本

人
に
は
、「
神
様
」
と
い
ふ
存
在
は
神

社
の
神
で
あ
る
と
認
識
し
て
ゐ
る
者
が

多
い
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
そ
れ
は

初
詣
や
地
域
の
氏
神
信
仰
が
よ
く
示
し

て
ゐ
る
。
学
校
と
し
て
は
、
決
し
て
無

理
強
ひ
し
た
訳
で
は
な
く
、
多
く
の
保

護
者
の
理
解
と
賛
同
を
得
る
こ
と
が
出

来
た
上
で
の
実
施
で
あ
っ
た
。

日
本
中
の
子
供
達
が
、
奈
良
京
都
や

鎌
倉
の
寺
社
に
行
く
こ
と
を
考
へ
る
と
、

そ
こ
に
は
現
憲
法
か
ら
来
る
後
知
恵
の

や
う
な
「
信
教
の
自
由
」
云
々
で
は
な

く
、
歴
史
・
文
化
に
深
く
関
は
る
と
い

ふ
意
味
合
ひ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

奈
良
の
大
仏
を
見
学
す
る
上
で
、
東
大

寺
に
参
詣
し
て
ゐ
る
の
も
同
様
で
あ
る
。

校
長
と
し
て
赴
任
最
初
の
学
校
で
の

こ
と
で
あ
っ
た
が
、
ｐ
Ｔ
Ａ
役
員
か
ら

「
修
学
旅
行
先
を
変
へ
て
ほ
し
い
」
と

の
提
案
が
あ
っ
た
。「
平
和
教
育
」
の

一
環
と
し
て
、
毎
年
広
島
と
大
久
野
島

と
い
ふ
島
に
行
っ
て
ゐ
た
と
い
ふ
。
保

あ
ら
う
か
。「
信
教
の
自
由
」
と
い
ふ

憲
法
上
の
問
題
か
。
戦
後
も
多
く
の
小

学
校
が
神
宮
参
詣
を
継
続
し
て
ゐ
た
が
、

平
成
の
頃
か
ら
徐
々
に
止
め
て
い
っ
た

ら
し
い
。
小
学
校
は
伊
勢
神
宮
へ
、
中

学
校
は
高
野
山
へ
と
い
ふ
の
が
大
阪
市

の
公
立
小
中
学
校
の
修
学
旅
行
の
行
先

と
し
て
、
ほ
ぼ
恒
例
化
し
て
ゐ
た
や
う

だ
が
、
靖
国
参
拝
問
題
と
の
絡
み
で

変
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
不
思
議
な
こ

と
に
、
教
員
の
多
く
が
組
合
員
で
あ
っ

た
頃
も
、
特
に
問
題
に
し
て
ゐ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
地
域
の
方
か
ら
の
提
案

も
あ
り
、
参
詣
を
決
断
し
た
次
第
で

あ
っ
た
。

私
が
職
員
会
議
で
伊
勢
神
宮
参
詣
の

方
針
を
述
べ
た
と
こ
ろ
、
教
員
か
ら

「
鳥
居
を
く
ぐ
れ
な
い
家
庭
方
針
の
子

は
ど
う
す
る
の
か
」
と
か
、「
砂
利
道

を
歩
く
の
が
大
変
で
あ
る
」「
保
護
者

へ
は
ど
う
説
明
す
る
の
か
、
校
長
は
責

任
を
取
れ
る
の
か
」
等
の
意
見
が
種
々

小
学
校
の
校
長
を
辞
し
て
東
京
に

戻
っ
て
三
年
が
過
ぎ
た
。
先
頃
、
大
阪

で
校
長
と
し
て
最
後
に
勤
め
た
学
校
の

教
職
員
何
名
か
と
会
ふ
機
会
が
あ
っ
た
。

校
長
が
交
代
す
る
と
学
校
の
運
営
も
多

少
は
変
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
ま
し

て
学
校
行
事
と
な
る
と
、
リ
ー
ダ
ー
や

在
籍
教
職
員
の
主
義
主
張
に
よ
る
と
こ

ろ
も
あ
っ
て
、
続
け
て
く
れ
て
ゐ
る
こ

と
は
大
変
嬉
し
く
、
途
絶
え
て
し
ま
っ

た
こ
と
は
と
て
も
残
念
で
あ
る
。
途
絶

え
た
こ
と
の
一
つ
が
修
学
旅
行
先
の
変

更
で
あ
っ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
行
先
を
近

隣
に
変
へ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

大
阪
市
に
は
約
三
百
の
小
学
校
が
存

在
す
る
が
、
そ
の
内
二
百
三
十
校
が
修

学
旅
行
で
「
伊
勢
・
志
摩
方
面
」
へ

行
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
内
、
伊
勢
神
宮
に

参
詣
す
る
学
校
は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
っ
た

が
、
私
は
神
宮
参
詣
を
取
り
入
れ
る
こ

と
に
し
た
。

何
故
、
伊
勢
神
宮
に
行
か
な
い
の
で

 「
小
学
校
の
修
学
旅
行
」

　  —

歴
史
文
化
の
学
習
と
の
関
は
り
に
つ
い
て—
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