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宮
田
　
裕
紀
枝

東
海
村
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員

　

大
神
宮
へ
の
お
宮
参
り
の
際
に
、
祖
母
は
私
の

名「
裕ゆ

き

え

紀
枝
」に「
い
ぎ
い
」と
振
り
仮
名
を
振
っ
た

と
言
い
ま
す
。
何
故
そ
の
よ
う
に
書
い
た
の
か
を
、

最
近
に
な
っ
て
知
り
ま
し
た
。
そ
れ
は「
雪
」の
こ

と
を
方
言
で
は「
い
ぎ
」と
言
い
、
茨
城
県
特
有
の

「
え
」を「
い
」と
発
音
し
た
こ
と
に
よ
る
よ
う
で
す
。

　

方
言
の
話
は
、
初
対
面
の
人
同
士
で
も
盛
り
上

が
り
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
発

音
し
て
も
土
地
の
人
の
言
い

方
と
微
妙
に
異
な
る
上
、
意

味
に
お
い
て
も
な
か
な
か
表

現
で
き
る
適
当
な
言
葉
が
な

く
、ニ
ュ
ア
ン
ス
が
若
干
違
っ

て
し
ま
う
こ
と
も
多
く
あ
り

ま
す
。
し
か
し
方
言
が
ど
う

い
っ
た
言
葉
に
起
因
す
る
も

の
か
と
い
う
こ
と
は
、
知
ら

れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
、
東
海

村
の
方
言
を
い
く
つ
か
見
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

東
海
村
の
方
言
は
、
古
語

が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
な

か
で
も
一
般
的
に
多
く
使
用

さ
れ
る「
～
だ
っ
ぺ
」･｢

～
だ

べ
ぇ
」な
ど
は
、「
～
た
る
べ

し
」が
訛な

ま

っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
ま
す
。「
～
た
る
べ
し
」の「
た
る
」は「
た
り
」の
連

体
形
で
断
定
す
る
助
動
詞
で
す
。
ま
た「
へ
ん
め・（
へ

び
め・
）」･｢

い
ぬ
め・
」な
ど
の
動
物
名
詞
に
つ
く
接
尾

語「
め
」は「
奴や

つ

」と
す
る
卑い

や

し
め
の
言
葉
で
す
。
ほ

か
に
も「
と
っ
く（
に
）」は
形
容
詞「
と
し
」の
連
用
形

「
と
く
」で
す
。
私
が
子
ど
も
の
頃
は
、「
ま
む
し
」の

こ
と
を「
く
ち
は
び
」と
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ

も
古
語
で
あ
り
、「
ま
む
し
」は『
徒
然
草
』

に「
く
ち
ば
み
」と
し
て
出
て
き
ま
す
。

　

古
語
が
多
く
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
平
安
時
代
に
京
都
で
使
わ
れ
て
い

た
言
葉
が
、京
都
よ
り
遠
い
地
域
に
残
っ

た
と
す
る
柳
田
国
男(

民
俗
学
者)

の

「
方
言
周
圏
論
」に
当
て
は
ま
っ
て
く
る

と
思
い
ま
す
。
柳
田
は
、
デ
ン
デ
ン
ム

シ
の
呼
称
か
ら
文
化
的
中
心
地
の
言
葉

は
周
辺
部
に
伝で

ん
ぱ播
し
、
受
容
さ
れ
て
広

が
っ
て
い
く
た
め
、
中
心
地
か
ら
地
理

的
に
近
い
地
域
に
は
発
生
の
新
し
い
言

い
方
が
分
布
し
、
遠
い
地
域
に
は
発
生

の
古
い
言
い
方
が
残
る
と
し
た
の
で
す
。

　

単
に
方
言
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
、

古
語
で
あ
る
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と

は
、
東
海
村
の
方
言
は
極
め
て
貴
重
な

言
葉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
誇
り

を
持
っ
て
、
大
い
に
使
い
、
残
し
て
い

き
た
い
も
の
で
す
。

【蝸牛異称分布図】（柳田国男著『蝸
か ぎ ゅ う

牛考』の「蝸牛異称分布図」に加筆）

　
2023年度 全国統一防火標語

「火を消して 不安を消して つなぐ未来」「火を消して 不安を消して つなぐ未来」
３月１日～７日は３月１日～７日は

春季全国火災予防運動春季全国火災予防運動   

　春先は空気が乾燥し、強風が吹きやすい季節です。屋外で火の取り扱いを誤る
と、瞬く間に火勢が広がりますので、十分に注意しましょう。
【問い合わせ】ひたちなか･東海広域事務組合消防本部防災指導課（☎283-1119）

消 防 庁「住 宅 防
火 いのちを守る 
10のポイント」

▲

【４つの習慣】
①寝たばこは絶対にしない、させない。
②ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
③コンロを使うときは火のそばを離れない。
④コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

【６つの対策】
①火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロ等は安全

装置の付いた機器を使用する。
②火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的

に点検し、10年を目安に交換する。
③火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝

具や衣類およびカーテンは、防炎品を使用する。
④火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置

し、使い方を確認しておく。
⑤お年寄りや身体の不自由な方は、避難経路と避難

方法を常に確保し、備えておく。
⑥防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地

域ぐるみの防火対策を行う。

住宅防火 いのちを守る 1010 のポイント


