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図1　高齢化率の推移と将来推計 
ず　　　　  こうれいかりつ　　  すいい　　 しようらいせつけい 

 しりよう　　  へいせい　　　　 ね ん　　　　　　　　　こくせいちようさ　　　　　へいせい　　　　　ねんいこう　　 こくりつしやかいほしよう　　じんこうもんだい 

　　　　　　 けんきゆうしよ　　　　と ど う ふ け ん 　　しようらいすいけいじんこう 

資料：平成１２年までは「国勢調査」、平成１７年以降は国立社会保障・人口問題 

　　　研究所の「都道府県の将来推計人口」による。 

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0
Ｓ50 Ｓ55 Ｓ60 Ｈ2 Ｈ7 Ｈ12 Ｈ17 Ｈ22 Ｈ27 Ｈ32 Ｈ37

34.334.0

29.6
28.7

33.2
31.1

27.2

24.5

22.2

19.0

15.9

26.0

15.9

13.3
11.6

10.2

27.8
26.0

22.5

19.9

17.3

14.5

12.0

9.1
7.9

Ｈ42

年 度 

％ 

山 口 県 

全　国 

山 口 県 
全　国 

10.310.3

３　行動指針作成の背景 

（１）社会環境の変化 

 

高齢者の増加 

 

　誰でも年をとれば、日常生活や社会生活で、身体の機能低下に伴う制

約を受けやすくなります。 

 

　本県の総人口は 1,527,964人で、このうち６５歳以上の高齢者の人

口は 339,836人です。（平成１２年１０月１日現在、「国勢調査」）

　総人口に占める６５歳以上の高齢者の人口の割合（以下「高齢化率」）

は、２２．２％で、全国平均の１７．３％を４．９ポイント上回り、全

国で６番目に高い水準にあります。 

　また、今後の高齢化率の推移は、平成２２年（２０１０年）に、２７．２

％で４人に１人が高齢者になり、平成３７年（２０２５年）には３４．０ 

％で、３人に１人が高齢者になると予想されています。 

　 　 　 　 　 　 しやかいかんきよう　 　 へ ん か  

 

こ う れ い し や 　 　  ぞ う か  

 

　 　 だ れ 　 　 　 　 と し 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 に ち じ よ う せ い か つ 　 　 し や か い せ い か つ 　 　 　 　 し ん た い 　 　 き の う て い か 　 　 ともな　 　 せ い  

や く 　 　  う  

 

　 　 ほ ん け ん 　 　 そ う じ ん こ う 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 に ん 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 さ い い じ よ う 　 　 こ う れ い し や 　 　 じ ん  
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　 　 　 　 　 　 に ん 　 　  ひ と り 　 　 こ う れ い し や 　 　 　 　 　 　 　  へ い せ い 　 　 　 　 ね ん 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　ね ん  

　 　 　 　 　 　 　 　 に ん 　 　  ひ と り 　 　 こ う れ い し や 　 　 　 　 　 　 　 　 よ そ う  

こ う ど う し し ん さ く せ い 　 　 は い け い  
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　また、市町村別に見た場合では、高齢化率が５０％を超える町が１つ

あります。５６市町村のうち半数を超える３６市町村において高齢化率

が２５％を超えており、１町を除く５５市町村で高齢化率が全国平均よ

り高くなっています。  

　このように、本県、あるいは県内各市町村は、日常生活や社会生活で、

身体の機能低下に伴う制約を受けやすい高齢者の割合が全国的に高く、

今後もますます増えていくと考えられます。したがって、高齢者や、高

齢者を介護する人が快適に暮らしていける、生活環境の整備が必要にな

っています。 

 

障害のある人の増加 

 

　本県の身体障害のある人の状況をみると、身体障害者手帳所持者が平

成１５年１月末現在で、74,431人であり、人口1,000人当たり49.1人

となっています。 

　平成７年度の調査では、身体障害者手帳所持者が59,254人であり、

人口 1,000人当たり38.3人で、身体障害のある人は実数、総人口に占

める割合とも増加の傾向にあります。 

 

　また、障害者（児）実態調査（平成１３年１１月）によれば、障害が

発生した時期は４１歳から６４歳までの間が３６．７％と最も高くなっ

ており、４０歳を超えて脳血管障害や疾病等で障害が発生する人が多く

なっています。 

　 　 　 　 　 　 　 　 し ち よ う そ ん べ つ 　 　  み 　 　  ば あ い 　 　 　 　 　 　 こ う れ い か り つ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  こ 　 　 　 　  ま ち  
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  こ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  ちよう　 　 の ぞ 　 　 　 　 　 　 し ち よ う そ ん 　 　 こ う れ い か り つ 　 　 ぜ ん こ く へ い き ん  

　 　 た か  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ほ ん け ん 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 け ん な い か く し ち よ う そ ん 　 　 　 　 にちじようせいかつ　 　 し や か い せ い か つ  

し ん た い 　 　 き の う て い か 　 　ともな　 　 せ い や く 　 　  う 　 　 　 　 　 　 　 　  こ う れ い し や 　 　 わ り あ い 　 　 ぜ ん こ く て き 　 　 た か  

 こ ん ご 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　ふ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  かんが　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ う れ い し や 　 　 　 　 こ う  

れ い し や 　 　  か い ご 　 　 　 　  ひ と 　 　 か い て き 　 　  く 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  せ い か つ か ん き よ う 　 　 せ い び 　 　 ひ つ よ う  

 

 

しようがい　 　 　 　 　 　ひ と 　 　  ぞ う か  

 

　 　 ほ ん け ん 　 　 し ん た い し よ う が い 　 　 　 　 　  ひ と 　 　 じようきよう　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し ん た い し よ う が い し や て ち よ う し よ じ し や 　 　 へ い  

せ い 　 　 　 　 ね ん 　 　 が つ ま つ げ ん ざ い 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  に ん 　 　 　 　 　 　 　 　 じ ん こ う 　 　 　 　 　 　 に ん  あ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 に ん  

 

　 　 へ い せ い 　 　 ね ん  ど 　 　  ち よ う さ 　 　 　 　 　 　  し ん た い し よ う が い し や て ち よ う し よ じ し や 　 　 　 　 　 　 　 　 　  に ん  

じ ん こ う 　 　 　 　 　 　 　 に ん  あ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 に ん 　 　 　 　 し ん た い し よ う が い 　 　 　 　 　 　ひ と 　 　 じ つ す う 　 　 そ う じ ん こ う 　 　   し  

　 　 　 　 わ り あ い 　 　 　 　  ぞ う か 　 　 け い こ う  

 

　 　 　 　 　 　 　 　 しようがいしや　 　 　 じ 　 　  じ つ た い ち よ う さ 　 　 へ い せ い 　 　 　 　 ね ん 　 　 　 　 が つ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 しようがい 

は つ せ い 　 　 　 　  じ 　 き 　 　 　 　 　 　 　さ い 　 　 　 　 　 　 　 　 さ い 　 　 　 　 　 　 あいだ　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 もつと　 　 た か  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 さ い 　 　   こ 　 　 　 　  のうけつかんしようがい　 　 し つ ぺ い と う 　 　しようがい　 　 は つ せ い 　 　 　 　 ひ と 　 　 お お  
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図2　身体障害者手帳所持者の推移（山口県）（障害者（児）実態調査（Ｈ13）から） 
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※平成14年度は、平成15年1月末、他は3月末の身体障害者手帳所持者数 
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　知的障害のある人については、平成１５年2月末現在で、療育手帳所

持者が 8,247人と年々増加してきており、人口1,000人当たりの所持者

数も年々増加してきています。 

　精神障害のある人についても、１３年度末において、精神障害者保健

福祉手帳所持者数が 2,976人と年々増加しており、人口1,000人当たり

の所持者数も年々増加する傾向にあります。（入院・公費負担通院患者

　　 ち て き し よ う が い 　 　 　 　 　 　 ひ と 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 へ い せ い 　 　 　 　 ね ん 　 　 が つ ま つ げ ん ざ い 　 　 　 　 り よ う い く て ち よ う し よ  

 じ し や 　 　 　 　 　 　 　 　 　 に ん 　 　 ね ん ね ん ぞ う か 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 じ ん こ う 　 　 　 　 　 　 に ん  あ 　 　 　 　 　 　 し よ じ し や  

す う 　 　 ね ん ね ん  ぞ う か  

　 　せ い し ん し よ う が い 　 　 　 　 　 　ひ と 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ね ん ど ま つ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 せ い し ん し よ う が い し や ほ け ん  
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図4　療育手帳所持者の推移（障害者（児）実態調査（Ｈ13）から） 
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※平成14年度は、平成15年2月末、他は3月末の療育手帳所持者 
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図5　精神障害者保健福祉手帳所持者の推移 
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数でみた場合、１３年度末において、入院患者数は 5,391人であり横ば

い傾向にありますが、公費負担通院患者数は 8,512人であり、実数、割

合とも増加の傾向にあります。） 

　また、近年の問題として、学習障害（ＬＤ）児(※P54)、注意欠陥／

多動性障害（ＡＤＨＤ）児(※P57)等の増加もあげられます。 
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　 　 け い こ う 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ う ひ ふ た ん つ う い ん か ん じ や す う 　 　 　 　 　 　 　 　   に ん 　 　 　 　 　 　 　 　 じ つ す う 　 　 わ り  

あ い 　 　 　 　  ぞ う か 　 　 け い こ う  
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た ど う せ い し よ う が い 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  じ 　 　 　 　 　 　 　 　 と う 　 　 ぞ う か  
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図6　精神障害者入院・公費負担通院患者数の推移 
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　高齢化の進展等に伴って、今後も障害のある人は増えていくと見込ま

れることから、障害のある人や、障害のある人を介護する人が快適に暮

らしていける生活環境を総合的に整備していくことがますます重要にな

ってきています。 

 

 

少子化の進行  

 

　本県の合計特殊出生率（注）は、人口を維持していくために必要と言

われている２．０８を下回っており、少子化対策は、本県の重要な課題

となっています。 

　したがって、妊産婦、子ども連れの方、児童などが障壁がなく、快適

に暮らしていけるように、子育てにやさしい環境づくりが求められてい

ます。 

（注）合計特殊出生率：ひとりの女性が一生の間に産む子供の数 

　 　 こ う れ い か 　 　し ん て ん と う 　 　 ともな　 　 　 　 　 　  こ ん ご 　 　 しようがい　 　 　 　 　 　 ひ と 　 　  ふ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 み 　 こ  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 しようがい　 　 　 　 　 　 ひ と 　 　 　 　 しようがい　 　 　 　 　 　 ひ と 　 　 か い ご 　 　 　 　  ひ と 　 　 か い て き 　 　  く  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 せ い か つ か ん き よ う 　 　 そ う ご う て き 　 　  せ い び 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 じゆうよう  

 

 

 

 し よ う し か 　 　し ん こ う  

 

　 　 ほ ん け ん 　 　 ご う け い と く し ゆ し ゆ つ せ い り つ 　  ちゆう　 　 　 　 　 　 じ ん こ う 　 　  い 　 じ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ひ つ よ う 　 　  い  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し た ま わ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し よ う し か た い さ く 　 　 　 　 ほ ん け ん 　 　じゆうよう　 　  か だ い  

 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 に ん さ ん ぷ 　 　  こ 　 　 　 　 　  づ 　 　 　 　 か た 　 　 じ ど う 　 　 　 　 　 　 　 しようへき　 　 　 　 　 　 　 　 か い て き  

　 　  く 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ そ だ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 かんきよう　 　 　 　 　 　 　 　 も と  

 

　 　 ちゆう　 　 ご う け い と く し ゆ し ゆ つ せ い り つ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 じ よ せ い 　 　いつしよう　 　あいだ　 　  う 　 　 　 こ ど も 　 　 か ず 　 　 　  

B 2,002

B 2,989

B 3,219

B 3,607

B 3,968



12

出
生
数 

合
計
特
殊
出
生
率 

年度  

図7　出生数・合計特殊出生率 
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その他 

 

　病気やけがをした時などには、誰もが生活環境の中で様々な制約があ

ることを感じることとなります。病気やけがは、自分自身、あるいは家

族などの身近な人の出来事として起こりうるものであり、ユニバーサル

デザインのまちづくりでは、そのような何らかの事情で日常生活に制限

を受ける人に対しても配慮を行っていくことが望まれます。 

　また、本県では、歴史的に海外との人や物の交流が盛んですが、国際

交流が進む中で、日本語や日本の文化風習がわからない外国の人に対す

る配慮も求められています。 

　 　 　 　  た  

 

　 　 び よ う き 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 と き 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 だ れ 　 　 　 　 せ い か つ か ん き よ う 　  な か 　 　 さ ま ざ ま 　 　 せ い や く  

　 　 　 　 　 　 　 　 か ん 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 び よ う き 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 じ ぶ ん じ し ん 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  か  

ぞ く 　 　 　 　 　 　  み ぢ か 　 　 ひ と 　 　  で き ご と 　 　  　 　 　 　お  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  な ん 　 　 　 　 　 　 じ じ よ う 　 　 にちじようせいかつ　 　 せ い げ ん  

　 　  う 　 　 　 　  ひ と 　 　 た い 　 　 　 　 　 　 は い り よ 　 　おこな　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の ぞ  

　 　 　 　 　 　 　 　 ほ ん け ん 　 　 　 　 　 　 れ き し て き 　 　 か い が い 　 　 　 　 ひ と 　 　 も の 　 　 こうりゆう　 　 さ か 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ く さ い  

こうりゆう　 　 す す 　 　 な か 　 　 　 　 に ほ ん ご 　 　 に ほ ん 　 　  ぶ ん か ふ う し ゆ う 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  が い こ く 　 　 ひ と 　 　 た い  

　 　 は い り よ 　 　 も と  
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（２）福祉のまちづくり 

福祉のまちづくりの経緯  

 

　山口県では、障害者をはじめとするすべての人が利用しやすい環境整

備を進めるため、指針を作成して関係者への普及に努めてきました。 

　昭和５４年１２月には「障害者のための施設整備指針」を作成しまし

たが、昭和６３年３月には、障害者を含めたすべての県民を対象にした

「環境整備の手引き」に改訂され、さらに平成７年３月には「福祉のま

ちづくり環境整備指針」に改訂されました。  

 

　これらの流れを受けて、平成９年には「山口県福祉のまちづくり条例」

(※P58)が制定されました。 

　「山口県福祉のまちづくり条例」では、対象者を高齢者や障害のある

人だけではなく、妊産婦、病弱者、乳幼児を連れた人、けが人、児童な

どと幅広くとらえています。 

　そして、新たに施設を整備する際には、山口県福祉のまちづくり条例

に基づく基準に従って、最初から、スロープ（傾斜路）や授乳室を設置

する等の配慮を行うように求めています。  

　また、環境整備の対象についても広くとらえ、施設、物品、役務（サ

ービス）等を、利用しやすく提供するように求めています。 

 

　このため県では条例の趣旨に添って、公共的施設の整備、福祉のまち

づくり賞の表彰、ボランティアの育成、福祉マップのホームページ作成

等、ハード、ソフト両面から、誰もが暮らしやすいまちづくりを進めて

　　 　 　 　 　 ふ く し  

 ふ く し 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  け い い  

 

　 　 や ま ぐ ち け ん 　 　 　 　 　 　 しようがいしや　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　ひ と 　 　 り よ う 　 　 　 　 　 　 　 　 かんきようせい  

 び 　 　  す す 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し し ん 　 　  さ く せ い 　 　 　 　 か ん け い し や 　 　 　 　 ふ き ゆ う 　 　 つ と  

　 　 し よ う わ 　 　 　 　 ね ん 　 　 　 　 が つ 　 　 　 　 　 　 しようがいしや　 　 　 　 　 　 　 　 し せ つ せ い び し し ん 　 　 　 　 さ く せ い  

　 　 　 　 　 　 し よ う わ 　 　 　 　 ね ん 　 　 が つ 　 　 　 　 　 　 しようがいしや　 　ふ く 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 け ん み ん 　 　 たいしよう 

　 　 か ん き よ う せ い び 　 　  て 　 び 　 　 　 　 　 　  か い て い 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 へ い せ い 　 　 ね ん 　 　 が つ 　 　 　 　 　 　 ふ く し  

　 　 　 　 　 　 　 　 か ん き よ う せ い び し し ん 　 　 　   か い て い  

 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 な が 　 　 　 　  う 　 　 　 　 　 　 へ い せ い 　 　 ね ん 　 　 　 　 　  や ま ぐ ち け ん ふ く し 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  じようれい 

　 　 　 　 　 　 　 　 　  せ い て い  

　 　 　 　 や ま ぐ ち け ん ふ く し 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 じようれい　 　 　 　 　 　 　 　 たいしようしや　 　 こ う れ い し や 　 　 しようがい 

ひ と 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 に ん さ ん ぷ 　 　 びようじやくしや　 　 に ゆ う よ う じ 　 　  つ 　 　 　 　  ひ と 　 　 　 　 　 　 に ん 　 　  じ ど う  

　 　 　 　 は ば ひ ろ  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ ら 　 　 　 　  し せ つ 　 　  せ い び 　 　 　 　 さ い 　 　 　 　 　 　 や ま ぐ ち け ん ふ く し 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 じようれい 

　 　 も と 　 　 　 　 き じ ゆ ん 　 　 したが　 　 　 　 　 　 さ い し よ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 け い し や ろ 　 　 　 　 じゅにゆうしつ　 　  せ つ ち  

　 　 　 　 な ど 　 　 は い り よ 　 　 おこな　 　 　 　 　 　 　  も と  

　 　 　 　 　 　 　 　 か ん き よ う せ い び 　 　 たいしよう　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ひ ろ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  し せ つ 　 　 ぶ つ ぴ ん 　 　 え き む  

　 　 　 　 　 　 　 　 と う 　 　 　 　 り よ う 　 　 　 　 　 　 　 　 ていきよう　 　 　 　 　 　 　 　 　 　も と  

 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 け ん 　 　 　 　 じようれい　 　  し ゆ し 　 　  そ 　 　 　 　 　 　 　こ う き よ う て き し せ つ 　 　 せ い び 　 　  ふ く し  

　 　 　 　 　 　 しよう　 　ひようしよう　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 い く せ い 　 　  ふ く し 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  さ く せ い  

と う 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 りようめん　 　 　 　 　 　 だ れ 　 　 　 　  く 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 す す  
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きました。 

　また、山口県福祉のまちづくり条例の制定に前後して、国においても

ハートビル法(※P57)や交通バリアフリー法(※P55)の制定など、法整

備が進んでいます。 

　このような取組を継承し発展させるため、総合的な推進方策の策定が

求められています。 

 山口県福祉のまちづくり条例適合証  　

　山口県福祉のまちづくり条例の基準に従った、

誰もが利用しやすい施設に対して、適合証が交付さ

れます。  

 適合証は、平成９年１０月の条例施行から、平成

１４年１２月末までの間に、１０７施設に交付され

ました。適合証交付施設は県のホームページに掲載

しています。 

適合証交付施設 

　　　　　　　　　　（いしい記念病院　岩国市） 

　適合証交付施設の一つである写真の病院では、階

ごとにカラーイメージや魚、鳥、花などのテーマを

定めています。各病室の入口にはテーマに応じた絵

を大きな部屋番号とともに掲げる他、ドア脇に縦方

向の手すりを設置するなどの工夫をしています。 

　優れた取組として、山口県福祉のまちづくり賞を

受賞しています。 

 

 

　 　 　 　 　 　 　 　 や ま ぐ ち け ん ふ く し 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 じようれい　 　 せ い て い 　 　 ぜ ん ご 　 　 　 　 　 　 く に  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ほ う 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ う つ う 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ほ う 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　せ い て い 　 　 　 　 　 　 ほ う せ い  

　び 　 　 す す  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 と り く み 　 　 けいしよう　 　 は つ て ん 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  そ う ご う て き 　 　 す い し ん ほ う さ く 　 　 さ く て い  

も と  
 

や ま ぐ ち け ん ふ く し 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 じようれいてきごうしよう

 

　 　

やまぐちけんふくし　　　　　　　　　　　　 じようれい　　きじゆん　　したが 

だれ　　　　 りよう　　　　　　　　 しせつ　　 たい　　　　　　てきごうしよう　　こうふ  

 

　　てきごうしよう　　　　へいせい　　ねん　　　　がつ　　じようれいしこう　　　　　　　へいせい 

　　　　ねん　　　　がつまつ　　　　　　あいだ　　　　　　　　　　しせつ　　こうふ  

　　　　　　　　てきごうしよう こうふしせつ　　けん　　　　　　　　　　　　　　　　けいさい 

て き ご う し よ う こ う ふ し せ つ  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
きねんびよういん　　 いわくにし  

　　てきごうしようこうふしせつ　　 ひと　　　　　　　　しやしん　　びよういん　　　　　　かい 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さかな　　とり　　はな 

さだ　　　　　　　　　　　　かくびようしつ　　いりぐち　　　　　　　　　　　　おう　　　　 え 

　　おお　　　　へ や ば ん ご う 　　　　　　　　かか　　　　ほか　　　　　　わき　　たてほう 

こう　　 て　　　　　　　せつち　　　　　　　　　　 くふう  

　　 すぐ　　　　とりくみ　　　　　　　　やまぐちけんふくし　　　　　　　　　　　　しよう 

じゆしよう 




