
ふ
《
野
市
報

御
挨
拶

大
野
市
助
役
池
田
重
親

大
野
市
の
助
役
に
就
任
す
る
に
当
り
ま

し
て
、
市
報
念
裂
希
民
の
皆
様
方
に

　

一
言
御
挨
拶
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま

す
。

先
般
市
長
の
御
推
薦
に
依
り
市
議
会
の

御
承
認
を
得
ま
し
て
十
二
月
一
日
か

ら
助
役
と
い
た
し
ま
し
て
皆
様
方
と
共

に
市
政
に
参
与
さ
せ
て
戴
い
て
い
ま
す

こ
と
は
私
1
藷
に
感
m
＜
s
＞
し
叉
深
く

感
惣
藪
し
て
居
r
Q
処
で
あ
り
ま
す
。

当
地
は
七
月
一
日
、
四
万
五
千
市
民
の

御
理
解
と
熱
意
に
依
り
ま
し
て
目
出
度

く
発
足
し
ま
し
て
以
来
着
λ
と
新
市
の

建
設
に
邁
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
兼
ね

て
か
ら
他
所
乍
ら
見
守
っ
て
い
た
訳
で

あ
a
ま
・
k
f
c
れ
共
、
今
回
図
ら
ず
も
自

分
の
仕
事
の
一
端
と
し
て
当
市
の
仕
事

に
直
接
関
係
さ
せ
て
頂
き
ま
す
こ
と
は

私
の
生
涯
を
辱
笛
し
て
最
も
痛
快
事

だ
£
好
ん
で
い
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

特
に
此
の
市
が
証
S
ず
る
に
当
り
ま
し

て
私
ゑ
一
一
L
’
ハ
モ
の
御
相
談
相
手
に
な
り

ま
し
た
と
石
っ
関
係
上
に
て
、
そ
の
情

一
に
於
き
ま
し
て
は
ど
こ
ま
で
も
此
の
市

　
　
を
今
後
立
派
に
育
て
上
げ
K
c
役
割
を
私

も
一
端
を
背
負
わ
し
て
頂
く
と
石
つ
大

き
な
責
任
と
又
誇
を
も
感
£
）
て
い
る
次

第
で
あ
り
ま
す
。

し
か
も
こ
の
大
野
市
は
今
後
の
発
展
の

専
累
と
石
つ
も
の
は
福
井
県
内
の
ど
の

市
町
村
よ
り
も
私
は
非
常
に
多
い
と
云

う
事
を
深
く
信
じ
て
居
り
ま
す
。

と
申
し
ま
す
の
は
、
こ
の
拡
大
な
る
地

域
の
中
に
多
種
多
様
の
産
業
既
ち
米
作

山
材
、
資
源
及
び
現
在
県
が
行
っ
て
居

り
ま
す
処
の
真
名
川
総
合
開
発
に
よ
る

電
力
1
源
叉
は
未
開
発
の
ま
ま
に
深
ぐ

埋
蔵
さ
れ
て
い
る
地
下
資
源
吏
に
今
後

必
ず
開
通
さ
れ
る
こ
と
を
予
定
さ
れ
て

い
ま
す
越
美
線
と
云
う
も
の
を
綜
合

し
て
考
え
た
場
合
、
今
後
こ
の
市
が
こ

れ
ら
の
多
種
多
様
な
資
源
を
活
用
し
之

を
開
発
す
る
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
最
も

将
来
性
の
あ
る
産
業
都
市
と
し
て
の
発

展
を
は
つ
き
り
と
約
束
さ
れ
て
い
る
と

云
う
様
な
こ
の
W
派
な
市
に
勤
め
さ
せ

て
載
く
こ
と
は
非
常
に
私
と
致
し
ま
し

て
仕
事
の
仕
甲
斐
が
あ
る
事
を
痛
感
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

然
し
乍
何
を
申
し
ま
し
て
も
此
の
大
野

市
を
痛
派
に
建
設
ず
る
た
め
に
は
先
般

出
来
ま
し
た
大
野
市
建
設
五
ヶ
年
計
画

童
岩
に
お
き
ま
し
て
、
こ
れ
を
各
関

係
の
方
L
″
が
市
長
を
中
心
と
し
市
議
会

の
御
協
力
と
市
民
各
位
の
熱
意
に
依
り

ま
し
て
一
日
も
早
く
此
の
要
素
を
生
し

乍
ら
実
現
に
邁
進
せ
ね
ば
苓
b
な
い
の

で
あ
り
ま
す
。

私
助
役
と
い
た
し
ま
し
て
市
長
の
良
き

女
房
役
と
し
て
、
過
去
の
い
さ
さ
か
の

経
験
を
こ
こ
に
生
か
し
及
ば
ず
乍
ら
大

野
市
建
設
の
た
め
に
今
後
四
ヶ
年
間
奈

努
力
を
傾
注
し
て
行
き
た
い
と
云
う
喜

を
は
つ
き
抄
御
誓
い
申
し
上
げ
た
い
L
″

信
じ
ま
す
。

モ
の
為
に
は
何
を
申
し
ま
し
て
も
私
禾

だ
大
野
の
事
に
つ
き
ま
し
て
は
非
常
に

ぶ
案
内
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
か
市
民
名

位
の
公
私
共
の
御
庇
護
と
御
理
解
が
充

分
な
け
れ
ば
、
と
う
て
い
私
の
様
な
と

ぼ
し
い
才
能
で
も
っ
て
は
此
の
責
任
を

果
さ
れ
無
い
事
を
深
く
感
ず
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

叉
大
野
市
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
勿

論
非
常
な
困
難
も
予
想
さ
れ
ま
す
。
而

し
、
モ
の
反
面
先
程
も
甲
し
た
通
昨
非

常
な
輝
か
し
い
希
望
も
あ
る
わ
け
で
あ

り
ま
r
。

市
民
各
位
と
共
に
此
の
大
野
市
建
設
の

た
め
に
困
難
も
自
ず
か
ら
受
け
て
7
ち

希
望
も
互
に
わ
け
て
相
共
に
う
け
る
と

云
う
風
に
致
し
ま
し
て
皆
様
方
と
共
に

新
市
建
設
の
御
仲
問
入
り
を
是
非
さ
せ

て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
こ
れ
か
ら
此

の
大
f
f
i
！
市
を
第
二
の
人
生
の
新
し
い
ス

タ
ー
ト
と
し
て
叉
墳
墓
の
地
と
な
る
こ

と
m
悟
致
し
ま
し
て
粉
骨
砕
4
市
民

の
皆
様
方
の
た
め
に
努
刀
数
し
た
い
と

云
う
こ
と
を
更
に
御
誓
い
し
て
御
挨
拶

に
か
え
る
次
第
で
あ
び
ま
す
。

（写真は池田重親氏）
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松浦印刷所

就
任
の
御
挨
拶

大
野
市
収
入
役
松
田
利
吉

（写真は松田利吉氏）

去
月
二
十
七
日
の
臨
時
市
議
会
に
於
て

満
場
一
致
を
以
て
不
肖
私
が
大
野
市
収

入
m
攘
任
の
御
同
意
を
得
ま
し
た
こ
と

は
誠
に
身
に
酔
る
光
栄
と
存
じ
衷
心
よ

り
感
激
致
し
て
居
る
も
の
で
御
座
居
ま

す
。

顧
み
ま
す
れ
ば
先
に
市
収
入
役
職
務
執

行
者
と
し
て
忍
忙
の
間
、
五
箇
月
を
閲

し
ま
し
た
が
素
よ
り
浅
学
非
才
モ
の
器

で
御
座
居
ま
せ
ん
の
で
今
こ
の
雷
一
貫
に

思
い
を
致
し
ま
す
と
き
改
め
て
一
段
と

新
年
名
刺
交
換
會

市
最
初
の
年
賀
会
を
次
の
通
り
開
朗
し

ま
す
か
ら
市
民
の
皆
さ
ん
に
は
な
に
と

ぞ
御
賛
同
下
さ
い
ま
し
て
ぜ
ひ
参
加
さ

れ
る
よ
う
お
待
ち
し
て
居
り
ま
す
。

　
　
　

記

一
、
日
時
昭
和
三
十
年
一
月
一
日

　

午
前
十
時

一
、
会
場
有
終
中
学
校

一
、
会
費
一
人
金
壱
百
円
也

一
、
申
込
各
区
長
さ
ん
に
会
費
を
添

　

え
て
申
込
ん
で
下
さ
い

臨
時
市
議
会
開
催

十
一
月
二
十
七
日
午
前
九
時
よ
り
臨
時

市
議
会
が
開
か
れ
次
の
議
案
が
議
決
せ

ら
れ
た
。

　
　

議
案

第
四
八
号
大
野
市
印
鑑
条
例
の
制
定

　
　
　
　

に
つ
い
て

第
四
九
号
大
野
市
青
少
年
間
警
備

　
　
　
　

会
設
置
条
例
の
制
定
に
つ

　
　
　
　

い
て

第
五
〇
号
大
野
市
助
役
選
任
の
同
意

　
　
　
　

に
つ
い
て

第
五
号
大
野
市
収
入
m
廻
任
の
同

　
　
　
　

意
に
つ
い
て

第
五
二
号
一
時
借
人
に
つ
い
て
（
国

　
　
　
　
　

民
健
康
保
険
資
必
一
繰
り
の

　
　
　
　
　

た
め
）

第
五
三
号
大
野
市
専
門
委
M
設
置
条

　
　
　
　
　

例
制
定
に
つ
い
て

商
店
街
年
末
謝
恩

　
　
　
　

大
賢
出
し

期
間
一
二
月
一
八
曰
－
十
二
月
二
十
八

日
抽
籤
券
は
補
助
券
五
枚
に
て

特
等
（
一
本
）
酒
三
斗
六
升
五
合

一
等
（
三
本
）
光
三
六
五
個

二
等
（
五
本
）
映
画
無
料
招
待
券

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇
〇
枚

三
等
（
h
O
ぶ
）
醤
油
一
斗
五
升

四
等
（
千
本
）
タ
オ
ル
一
本

五
等
（
二
千
本
）
せ
ん
だ
く
石
鮫
一
個

六
等
（
三
〇
ぶ
）
千
円
空
く
じ
を
抽
籤

身
の
引
き
締
ま
る
思
い
が
致
T
の
で
御

座
居
ま
す
。

幸
に
し
て
推
載
せ
る
名
市
長
の
許
に
新

生
〈
野
市
の
発
■
m
成
の
為
に
四
万
五

千
の
市
民
皆
様
の
意
を
体
し
ま
し
て
細

心
の
注
意
と
渾
身
の
努
力
を
傾
け
て
、

こ
の
職
務
に
邁
進
致
し
度
い
と
の
決
意

を
新
に
す
る
も
の
で
御
座
居
ま
す

何
卒
皆
様
の
絶
大
な
る
御
指
導
と
御
鞭

鎧
を
賜
り
ま
す
様
お
願
申
上
げ
ま
し
て

一
言
就
任
の
御
挨
拶
ｙ
致
し
ま
す
。

歳
末
た
す
け
合
い
運
動

皆
さ
ん
の
温
い
心
の
古
新
聞
一
枚
持
ち

よ
り
で
県
下
の
各
種
収
容
施
設
に
わ
び

し
き
生
活
を
お
ぐ
る
方
L
″
が
M
い
年
の

瀬
を
越
し
更
に
希
望
と
更
正
の
意
欲
を

燃
や
し
て
楽
し
き
新
年
が
迎
え
ら
れ
る

の
で
す
こ
ぞ
っ
て
協
力
致
し
ま
し
よ
う

名
称
歳
末
た
す
あ
い
古
新
聞
一
枚
持

　
　
　

ち
よ
り
運
動

主
唱
福
井
県
社
会
福
祉
協
議
会

期
間
十
二
月
一
日
よ
り
廿
日
ま
で

　

尚
運
動
実
施
の
詳
細
は
区
長
さ
ん
に

　

通
知
済
み
で
す
か
ら
連
絡
し
て
下
さ

　

い
。

美
翠

　

歳
末
義
損
金
と
し
て

大
野
市
水
落
二
二
九
ノ
ー
二

　
　

李
仁
錫
氏

氏
は
本
月
八
日
市
役
所
民
生
誤
を
訪
れ

ご
金
四
千
円
也
を
提
出
し
寄
付
を
依
頼
し

た
。
市
で
は
氏
の
厚
意
を
深
謝
し
て
早

速
、
日
の
出
｀
師
舘
え
I
C
目
ｗ
目
）
円
共

同
脊
金
え
二
Q
日
｀
‥
肖
と
分
配
し
た
。
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洞
雲
寺
の
巻

大
野
市
の
古
刹
と
し
て
第
一
に
指
か
屈

す
る
も
の
は
大
龍
山
洞
雲
寺
で
あ
る
。

惣
奢
屑
派
で
今
よ
り
四
百
九
十
九
年

前
の
康
正
元
年
（
足
利
時
代
）
元
勅
和

尚
の
創
立
で
あ
る
。

元
勅
は
薩
摩
の
国
万
年
山
金
鈴
寺
第
四

世
を
相
続
し
た
。
次
い
で
能
登
の
国
総

持
寺
（
曹
洞
派
の
一
本
山
）
に
転
じ
康

正
元
年
越
前
に
来
り
羽
生
の
庄
縫
原
村

に
一
宇
を
建
て
た
。
こ
れ
当
山
の
創
め

で
あ
る
。
文
明
年
中
土
橋
庄
（
今
の
大

野
市
）
亀
山
東
麓
に
移
っ
た
。
天
正
元

年
朝
倉
義
景
、
織
田
信
長
に
攻
め
ら
れ

本
拠
一
乗
谷
城
亡
び
る
や
一
族
郎
党
わ

ず
か
十
数
人
を
連
れ
難
を
こ
の
寺
に
避

け
た
。
け
れ
ど
も
土
橋
城
主
朝
食
景
鏡

に
詐
は
ら
れ
、
あ
わ
れ
天
正
元
年
八
月

］
干
旦
ハ
坊
賢
松
寺
に
て
自
尽
し
朝
食

氏
は
滅
亡
し
た
。

天
正
三
年
金
森
長
近
公
、
大
野
初
代
領

主
と
な
る
や
亀
山
城
盈
雷
チ
る
た
め

洞
雲
寺
を
現
地
の
砂
山
東
麓
に
移
し
た

爾
来
今
日
に
至
る
ま
で
三
百
八
十
一
年

寺
運
年
と
共
に
盛
に
な
り
代
々
の
領
主

を
は
じ
め
庶
民
信
仰
の
中
心
で
あ
っ
た

随
っ
て
当
山
に
は
朝
倉
氏
、
下
間
氏
、

原
氏
、
士
屋
氏
、
小
栗
氏
、
松
平
氏
そ

の
他
諸
領
主
の
拝
領
状
の
あ
る
こ
と
は

本
市
寺
院
中
随
一
で
あ
る
。
又
崇
聖
寺

西
方
寺
、
小
林
寺
、
城
腰
寺
、
那
隔
庵

洪
泉
寺
、
藤
昌
庵
等
の
末
寺
或
は
庵
が

あ
っ
た
。
更
に
遠
ぐ
信
濃
の
真
福
寺
、

出
雲
の
洞
由
寺
等
も
当
山
末
流
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
如
何
に
盛
大
で

あ
っ
た
か
察
す
る
に
鈴
り
あ
る
。

檜
ば
ら
な
る
鈴
の
ひ
び
き
に

世
の
人
の
夢
お
ど
ろ
か
す

　
　
　
　
　

し
の
の
め
の
寺

こ
れ
は
大
野
の
国
学
者
、
岡
田
輔
幹
が

詠
ん
だ
も
の
で
「
し
の
の
め
の
寺
」
と

は
東
雲
寺
の
こ
と
で
古
元
は
当
山
を
東

雲
寺
と
書
い
た
も
の
で
あ
る
。

境
内
は
山
に
か
x
り
城
廓
の
岬
兄
を
な

し
、
老
杉
枝
を
交
え
見
る
か
ら
に
荘
厳

そ
の
も
の
で
あ
る
。
山
門
の
額
（
大
龍

山
）
客
殿
の
額
「
洞
雲
寺
」
何
れ
も
月

舟
の
筆
、
万
霊
碑
の
文
は
一
滴
の
筆
「

帯
酒
ぶ
苛
ハ
山
門
」
の
禁
札
は
佐
E
’
ぺ
木

玄
龍
の
筆
で
あ
る
。
モ
の
他
宝
物
に
は

代
々
領
主
の
黒
印
状
、
出
目
満
照
作
の

開
山
元
勅
の
像
、
義
景
の
護
持
仏
、
笈

等
が
あ
る
。

幕
末
の
志
士
内
山
七
郎
右
衛
門
、
内
山

隆
佐
を
は
じ
め
幾
多
名
士
の
墳
墓
百
少

く
な
い
。
寺
背
の
小
丘
、
砂
山
七
面
山

蛭
子
山
は
古
来
絶
勝
の
地
、
春
秋
登
臨

の
客
が
堪
え
な
い
。
前
景
茜
川
は
蛍
の

名
所
、
初
夏
の
夕
散
策
涼
を
と
る
も
一

興
で
あ
る
。
名
所
旧
蹟
と
し
て
一
度
足

を
運
ぶ
こ
と
も
決
し
て
無
駄
で
な
い

洪
泉
寺
の
巻

昔
か
ら
土
用
丑
の
日
で
灸
で
有
名
な

洪
泉
寺
、
霊
験
あ
ら
だ
な
る
延
命
地
蔵

で
有
名
な
洪
泉
寺
。
飯
降
山
の
麓
鍬
掛

に
あ
瞎
開
基
は
諸
説
紛
立
説
に
は
行

基
菩
薩
の
創
草
と
も
ま
い
わ
れ
て
い
る
。

史
上
で
は
恍
明
年
間
（
足
利
時
代
）
に

建
ち
最
初
は
加
函
陀
寺
と
称
し
法
相
宗

で
あ
っ
た
が
後
、
曹
洞
宗
に
暫
っ
た
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
寺
地
は
古
く
飯
降

山
の
支
脈
に
あ
っ
た
戌
山
城
の
南
麓
山

腹
に
あ
り
、
今
も
こ
の
附
近
に
鐙
匹
敷

ら
し
い
跡
が
い
く
つ
も
残
っ
て
い
る
。

9
b
ぐ
戌
山
城
隆
盛
時
代
の
週
跡
で
な

か
っ
た
か
と
思
う
。

現
在
の
本
堂
は
今
よ
り
約
三
百
五
十
年

前
大
野
城
主
松
7
直
基
の
再
建
と
伝
え

ら
れ
相
当
古
い
ま
も
の
で
あ
る
。
一
時
衰

微
し
洞
雲
寺
の
隠
居
場
と
な
っ
た
こ
と

も
あ
る
。
境
内
は
閑
雅
静
寂
鴬
や
ほ
と

と
″
子
の
啼
か
ぬ
日
な
き
如
何
に
も
禅

寺
ら
し
い
風
光
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
。

古
文
書
と
し
て
加
羅
陀
寺
年
貢
帖
、
義

景
昼
判
の
寺
領
目
録
、
下
間
頼
照
、
原

茂
政
の
領
地
状
及
び
制
札
、
松
平
直
政

松
平
直
基
、
松
平
成
政
等
の
寄
進
状
が

残
っ
て
い
る
。

本
尊
の
地
蔵
尊
は
江
州
木
の
木
、
勢
州

関
の
地
蔵
尊
と
同
木
で
霊
現
あ
ら
た
で

あ
り
諸
病
難
を
救
い
た
ま
い
、
現
在
も

そ
の
御
夢
想
灸
治
、
こ
の
寺
に
伝
わ
り

功
験
百
薬
に
勝
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（洪泉寺の山門j）

＼．＜i＾i54－りjtノノμ」1・jノ

生
活
を
豊
か
に
す
る
た
め

　
　

・
不
ズ
ミ
を
捕
リ
ま
し
よ
う

た
か
ジ
ネ
ズ
ミ
一
匹
と
思
っ
て
放
置
し

て
お
き
ま
す
と
、
ネ
ズ
ミ
は
所
謂
ネ
ズ

ミ
算
式
に
増
え
二
匹
の
ネ
ズ
ミ
夫
婦
は

一
ヶ
年
に
一
五
〇
〇
匹
と
な
り
ま
す
。

現
在
我
が
国
に
棲
原
ず
る
ネ
ズ
ミ
の
数

は
家
ネ
ズ
ミ
だ
け
で
も
人
口
の
約
三
倍

つ
ま
り
二
億
五
甲
万
匹
と
云
わ
れ
て
居

り
ま
す
。

之
等
が
皆
そ
の
勢
で
増
え
て
行
く
の
で

す
か
ら
驚
く
べ
竟
雅
一
率
で
す
。

併
し
実
際
に
は
殺
鼠
剤
、
捕
鼠
器
、
天

敵
等
で
殺
さ
れ
て
居
り
ま
す
が
、
そ
れ

で
も
ま
だ
鼠
駆
除
の
方
法
、
意
欲
、
実

施
等
徹
底
し
な
い
た
め
に
益
L
″
増
加
す

る
傾
向
ふ
謂
わ
れ
て
居
り
ま
す
。

◆
一
不
ズ
ミ
の
害

一
、
衛
生
上
の
害

ネ
ズ
ミ
は
危
険
な
病
菌
の
媒
介
者
で
あ

ひ
ま
す
。
発
疹
熱
、
赤
痢
、
チ
フ
ス

、
ペ
ス
ト
、
フ
イ
ル
氏
病
、
恙
虫
病
、

施
毛
虫
病
、
鼠
咬
症
等
の
病
原
菌
を
保

有
し
直
接
間
接
に
人
間
に
伝
染
せ
し
め

ま
す
。

ネ
ズ
ミ
は
塵
芥
の
申
、
ド
プ
の
み
な
ら

ず
人
家
か
ら
人
家
へ
と
渡
り
歩
き
殊
に

人
糞
を
よ
く
喰
べ
る
の
で
便
所
に
出
入

し
ま
す
。
そ
し
て
人
懲
ぷ
体
に
つ
け
た

ま
X
台
所
等
に
か
け
廻
る
の
で
病
原
菌

を
食
物
や
器
具
に
附
着
せ
し
め
人
家
に

伝
染
せ
し
め
る
ば
か
り
で
な
く
姻
虫
卵

ま
で
も
家
の
申
に
ま
き
ち
ら
す
不
潔
な

動
物
で
す
。

二
、
食
糧
の
害

ネ
ズ
ミ
に
食
い
荒
さ
れ
る
食
糧
は
莫
大

な
量
で
あ
ひ
ま
す
。
ネ
ズ
ミ
は
体
重
の

以
’
に
相
当
す
る
餌
を
た
べ
ま
す
か
ら

平
均
体
重
一
六
〇
g
と
ｙ
る
と
一
日

四
〇
g
の
餌
を
食
べ
、
モ
の
食
糧
の

以
’
を
穀
類
（
米
麦
）
と
T
れ
ば
二
億
五

千
万
匹
で
一
年
間
六
（
た
y
た
）
万
石
と
言
う

惹
夭
な
米
と
麦
を
食
い
荒
さ
れ
る
と
云

う
事
に
な
2
＼
ま
す

之
は
丁
度
我
国
が
一
年

間
に
輸
入
す
る
米
の
全

部
に
相
当
す
る
量
で
す

而
も
之
は
家
ネ
ズ
ミ
だ
け
の
喰
害
で
す

か
ら
野
ネ
ズ
ミ
の
分
ま
で
合
わ
せ
る
と

一
ヶ
年
間
一
、
（
た
汽
）
○
億
円
以
上
と
な

り
、
あ
た
か
も
ネ
ズ
ミ
の
食
糧
を
作
る

た
め
に
皿
の
出
る
よ
う
な
お
金
を
而
も

外
国
え
支
払
う
と
云
う
結
果
と
な
り
苦

し
い
日
本
経
済
を
益
々
苦
し
め
乏
し
い

食
糧
事
情
を
益
一
々
悪
化
さ
せ
る
事
に
な

り
重
大
問
題
で
あ
り
ま
す
。

三
、
其
他
衣
類
家
具
蔵
書
等
の
破
凱
。

造
林
の
被
害
、
角
綱
の
被
害
等
ネ
ズ
ミ

の
害
は
枚
挙
に
暇
の
な
い
程
で
あ
a
ま

す
。一

、
フ
ナ
と
毒
餌
の

　
　
　
　

使
い
方

毒
薬
に
は
黄
燐
製
剤
亜
磁
酸
ワ
ル
フ
ァ

リ
ン
（
デ
ス
モ
ア
）
炭
酸
パ
＝
＼
ユ
ー
ム

ク
マ
ジ
ン
薬
に
四
等
が
多
く
使
用
さ
れ
て

い
ま
す
。
器
具
と
し
て
発
条
式
（
パ
チ

ン
コ
）
金
綱
雁
な
ど
が
主
で
動
物
で
は

猫
、
犬
、
蛇
或
は
ふ
く
ろ
鷹
等
は
強
敵

で
す
。
捕
鼠
器
や
毒
薬
を
最
も
効
果
的

に
使
用
す
る
に
は
彼
等
の
習
性
態
に
即

応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
即

ち
ネ
ズ
ミ
の
数
、
大
き
さ
種
類
そ
れ
か

ら
餌
の
吟
味
を
な
し
更
に
彼
等
の
通
路

を
知
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
パ
チ
ン
コ

は
バ
ネ
の
強
い
小
型
が
よ
く
金
綱
箭
は

奥
行
の
深
い
網
目
の
細
か
い
も
の
を
選

ぶ
こ
と
が
肝
要
で
す
。
器
具
は
時
L
’
ぺ
食

用
油
を
塗
る
と
錆
止
め
に
も
な
り
彼
等

も
近
ず
き
易
く
成
績
が
良
く
叉
一
地
域

に
数
多
く
使
用
す
る
こ
と
が
有
効
で
彼

等
の
出
入
す
る
眼
に
つ
き
易
く
安
心
し

て
食
え
る
台
所
の
附
近
か
、
モ
の
床
下

戸
柵
、
押
入
、
物
置
、
倉
庫
等
の
箭
際

の
通
路
品
物
の
陰
に
夜
分
配
置
す
る
こ

と
が
適
切
で
あ
り
ま
す
。

N
H
K

　

歳
末
た
す
け
あ
い

　
　
　
　

還
動

期
間
昭
和
二
十
九
年
十
二
月
六
日
か
ら

二
十
五
日
ま
で

義
損
金
「
み
ん
な
で
明
る
い
正
月
を
」

義
損
金
の
受
付
場
所

一
県
下
各
郵
使
局

二
福
井
放
送
局

三
勧
業
銀
行
福
井
支
店

　
　

福
井
銀
行

四
福
井
県
共
同
募
金
会

五
市
民
生
瀕
厚
生
係



　

農
家
の
皆
さ
ん

自
韓
車
盗
難
に
御
注
意

農
家
の
皆
さ
ん
／
一
母
日
忙
し
い
な
か
に

明
け
暮
れ
た
秋
の
取
入
れ
も
漸
く
終
り

冬
の
仕
度
に
お
忙
し
い
事
で
し
ょ
う
。

皆
さ
ん
に
は
そ
の
準
備
の
た
め
に
函
に

出
る
機
会
も
多
く
な
っ
た
X
め
に
手
軽

な
自
転
車
を
利
用
さ
れ
る
事
が
多
い
と

思
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
最
近
そ
の
目

転
単
か
ら
所
で
頻
々
と
し
て
盗
ま
れ
て

い
ま
す
。
別
表
を
み
る
と
よ
く
お
わ
か

り
の
こ
と
N
思
い
ま
す
が
七
月
か
ら
遂

次
増
加
を
見
て
お
り
、
モ
の
大
半
は
不

注
意
に
起
因
し
て
い
ま
す
。
自
転
車
に

は
錠
を
か
け
な
い
で
放
置
し
な
い
よ
う

叉
盗
ま
れ
な
い
よ
う
注
意
し
て
下
さ
い

家
の
前
に
お
い
て
も
、
か
な
ら
ず
自
転

車
の
鑑
札
番
号
、
記
号
、
特
徴
は
よ
く

知
っ
て
お
き
万
一
盗
ま
れ
た
時
に
は
警

祭
に
9
く
圖
出
て
発
見
出
き
被
害
が
回

復
す
る
よ
う
に
い
た
し
ま
し
よ
う
。

皆
さ
ん
一
人
一
人
が
注
意
さ
れ
犯
罪
の

な
い
明
る
い
郷
土
の
建
設
に
協
力
し
て

下
さ
い
。
以
上

　
　
　
　
　
　
　

大
野
警
察
署

別
表
A
自
転
車
盗
難
発
生
推
挙
一
覧
表

　
　
　
　
　
　
　

（
昭
和
二
十
九
年
一
月
～
十
月
）

4
ト
活
ロ

1
0

Q
｀

Q
U

7 β
り

５
y 4 9

り
n
乙

1
月
別

7
0

Q
U
1

1
Ｌ G

O
9 り
ね

Q
U

7 5 7 ″
Ｄ

発
生

Q
）
″
り

0
1

1
I

只
ｙ

6 1
‘ Q

U

｛
j 4 7 5

検
拳

5
2

0
1

0
―

8 I
D

―Q
J

ｑ
｀ 4 ″

Ｄ
9
り

被
害
者
の
手
に

返
っ
た
も
の

Q
″

1 1 Q
心

1 1 9
．
1

―
朝 時

間
別
（
発
生
）

只
）
1

4 6 1 1 2 Q
U

1

午
前
中
一

Q
）
9
｝

6 ″
Ｄ

n
乙

4 り
４

9
一
・
一

1 1
一

午
后

り
4

1 Q
乙

Q
U

り
４ 1 1 1 1 1 脊

只
）

1 1 1 り
４ 1 2 夜

7
0

り
a

1 1
1

8 q
y 2 ｀

j 757 5 計

B
自
転
車
盗
難
原
因
別
場
所
別

そ
の
他

錠
こ
わ
し

す
り
か
ぇ

置
き
忘
れ

路
上
放
置

無
締

原
因
別
一

Q
）

n
乙

4 q
y

1 7 3
0

件
数
｝

そ
の
仙

自
己
住
宅
前

自
己
玄
関

路
上

映
画
館
前

遊
技
湯
前

場
削
一

5
n
乙

n
Z
・

Q
U

2
4

″
り

1
1

件
数

C
犯
人
は
ど
ん
な
自
転
車
に
目
を
つ
け
る
か

最
古
三
千
円
以
下

々
三
千
円
以
上

中
古
五
千
四
以
上

″
一
万
円
以
上

″
一
万
Ｗ
一
千
円
以
上

－
i
―
一
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
附
砧
二
万
国
．
以
上

汰
に
蔀

n
乙

＜
£
＞

一
り 7 1

1 5

台
数

29年度産米價格

玄米60尨につき

　

］等3、768円

　

2等3、723

　

3等3、648

　

4等3、573

　

5等3、388

依及繩代

98F引F噺・二軍俵とす

そ、ち米加算額

玄米60厄［につき

　　　　　　

45C円

但12月10日まで呉もの

萌ッ60厄につご

i等3、934円

2等3、814円

涙
も
新
た
に
慰
笙
祭

十
一
戸
十
九
日
に
午
前
九
時
大
野
市
西

四
番
、
明
源
寺
で
日
清
戦
後
か
ら
大
東

亜
戦
争
ま
で
幾
度
か
の
戦
に
尊
く
も
祖

国
の
礎
石
と
な
ら
れ
た
旧
大
野
町
の
六

百
余
梓
英
霊
の
慰
霊
」
祭
が
厳
修
さ
れ
た

こ
の
日
晩
秋
の
冷
雨
降
り
注
ぐ
巾
か
谷

遺
族
、
開
係
者
、
一
般
参
詣
者
で
定
刻

前
に
燃
輦
は
狭
く
溢
れ
る
ば
か
り
に

な
っ
た
。

祭
主
斎
藤
市
長
の
祭
詞
に
始
ま
り
各
代

表
の
祭
詞
、
弔
電
の
被
露
、
法
申
の
読

経
れ
の
中
焼
香
の
煙
は
堂
に
満
ち
「
南

無
阿
弥
陀
仏
」
の
念
仏
が
続
け
ら
れ
た

後
市
長
、
市
議
会
諧
長
等
燕
鐙
護
に

万
全
ふ
L
期
す
と
の
挨
拶
を
述
べ
感
激
一

入
の
中
に
式
は
終
っ
た
。

土
の
香
も
新
た
に

皆
様
の
御
協
力
で
ぃ
‥

　
　
　
　
　
　

帚
り
ま
し
た

昭
和
十
四
年

十
二
月
歓
呼

の
声
に
送
ら

れ
て
以
来
十

数
年
ぶ
り
に

ヴ
ェ
ト
ナ
ム

か
ら
帰
っ
た

漏
水
太
吉
君

作
業
服
姿
で

三
番
駅
頭
に

降
り
た
。
漏

水
君
は
十
数

年
ぶ
り
に
郷

土
大
野
の
土

を
踏
ん
だ
嬉

し
さ
に
か
装

を
変
え
た
大

野
に
み
と
れ

て
暫
く
黙
し
て
い
た
が
出
迎
の
部
落
長

の
側
か
見
て
や
が
て
喜
び
に
顔
か
綻
ば

せ
た
。
市
長
代
理
（
総
務
謝
長
）
が
長

い
間
の
苫
労
を
ね
が
り
い
今
後
協
力
を

期
し
た
い
旨
を
述
べ
れ
ば
久
し
く
使
わ

な
か
っ
た
せ
い
か
「
も
ど
か
し
」
そ
う

な
国
語
で
「
私
よ
り
市
民
各
位
の
方
が

禦も
各
位
の
引
揚
促
進
運
動
の
賜
で
あ
り

ま
す
今
後
は
各
位
の
御
指
導
と
御
鞭
飽

に
よ
り
「
よ
き
市
民
」
と
し
て
働
き
た

い
か
ら
御
願
い
し
ま
す
と
の
挨
拶
に
も

S
み
き
れ
な
い
喜
び
が
溢
れ
て
い
た
。

配
給
米
通
知

お
米
の
消
費
者
の
皆
様
に
9
告
し
ま
す

お
正
月
用
と
し
て
、
お
米
の
配
給
を
次

の
要
領
で
先
撹
し
（
内
一
日
分
特
配
）

致
し
ま
す
。

　
　
　
　

記

一
、
期
曰
は
十
二
月
末
日
迄

二
、
三
日
分
（
モ
チ
米
叉
は
ウ
ル
米
）

　

を
先
渡
し
を
な
し
内
二
口
分
は
一
月

　

分
よ
り
差
引
き
ま
す
。

　

尚
今
後
の
名
月
の
配
給
米
は
必
ず
当

　

月
内
に
受
坂
つ
て
下
さ
い
。
翌
月
に

　

配
給
す
る
こ
と
ば
出
来
ま
せ
ん
。

　

右
念
為
申
岬
兄
ま
す

山
林
資
源
の
愛
護

ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
及
び
門
松
の

　
　
　
　

使
用
自
蕭
に
つ
L
い
て

市
報
第
五
号
植
林
の
将
来
性
の
面
に
於

て
申
述
べ
て
あ
り
ま
す
涌
一
ひ
現
在
我
が

国
の
山
林
は
極
度
に
荒
廃
し
森
林
資
源

の
減
少
A
．
’
年
L
々
来
襲
す
る
台
風
は
国
土

に
甚
大
な
諧
答
与
え
益
力
荒
廃
に
拍

車
を
加
え
て
い
る
現
状
で
あ
り
ま
す
。

脱
山
治
水
国
土
緑
化
今
ぱ
や
国
家
百
年

の
恒
久
施
策
と
し
て
政
府
に
お
い
て
も

、
モ
の
根
本
的
対
策
の
確
7
を
急
ぐ
と

共
に
司
及
的
速
か
に
森
林
の
荒
廃
防
止

ふ
資
源
の
維
持
培
養
を
図
る
よ
う
努
め

て
お
り
叉
民
間
に
お
い
て
も
国
土
緑
化

推
進
委
員
会
等
を
始
め
と
方
言
花
関

係
団
体
に
よ
っ
て
強
く
緑
化
啓
蒙
運
動

が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て

山
林
沿
威
服
策
の
推
進
は
関
連
諸
産
栗

の
基
9
と
し
て
も
緊
急
促
進
の
必
要
が

叫
ば
れ
て
居
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
然

る
に
こ
の
よ
’
つ
な
国
土
の
現
状
に
対
し

一
方
で
は
資
源
の
愛
護
と
云
う
面
の
顧

慮
に
欠
け
た
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
慈
に

正
月
用
一
門
松
の
使
用
が
次
第
に
増
加
。
＾
1

て
お
り
関
係
識
者
の
憂
慮
す
る
と
こ
ろ

ｙ
な
っ
て
い
る
こ
と
ぱ
洵
に
葱
感
に
堪

え
な
い
処
で
あ
り
ま
す
。
大
切
な
資
源

を
無
駄
に
使
わ
ず
年
始
に
当
っ
て
は
よ

く
市
民
各
自
が
実
情
m
m
し
瓦
に
モ

の
使
用
を
自
粛
し
、
ま
た
は
門
松
に
代

る
新
し
い
風
習
を
身
に
つ
け
る
こ
た
が

必
要
か
と
存
じ
ま
す
。
ク
リ
ス
マ
ス
ツ

リ
ー
及
び
門
松
の
使
用
に
つ
い
て
は
目

下
全
国
的
に
自
爾
運
動
が
展
開
さ
れ
て

お
り
ま
す
の
で
当
市
と
し
ま
し
て
も
市

報
を
通
じ
皆
さ
ま
に
御
協
力
を
お
願
す

る
次
第
で
あ
り
ま
す
。



（4）昭和29年12月20日大野市報（第6号）

大
野
白
菜
ロ
ー

　
　

京
都
で
食
膳
に
ロ
‥

上
庄
農
協
で
は
従
来
彗
燦
卓
の
襄
作
と

し
て
大
根
や
蕎
麦
の
作
付
予
し
で
い
た

が
今
秋
ぱ
大
根
蕎
宍
一
の
哺
下
が
り
4
貳

越
し
て
、
そ
の
面
積
四
四
町
八
反
の
六

割
4
ま
自
菜
播
種
に
転
換
し
て
「
新
鮮
美

認
’
夭
野
『
菜
』
と
し
て
大
都
会
消
費

地
へ
の
進
出
を
計
圃

し
て
い
た
処
、
今
回

全
販
連
の
幹
旋
で
京

都
市
丸
巣
株
式
会
社

え
壱
万
六
千
貫
の
大

量
移
出
の
実
現
が
で

き
て
大
喜
び
で
あ
る

而
も
そ
の
優
れ
七
品

質
は
大
好
評
の
由
今

後
愈
含
雙
の
向
上

と
生
産
増
大
に
よ
り

大
野
疏
菜
の
基
盤
先

駆
た
ら
ん
こ
と
を
祈

る
。

『
増
産
農
業
』

　

珪
酸
石
灰
に
つ
い
て

　

少
し
で
も
増
ぎ
し
た
い
と
心
懸
け
て

い
る
農
家
ば
と
も
す
れ
ば
新
し
い
品
種

震
薬
、
農
法
に
飛
び
つ
い
て
時
と
し
て

思
わ
ぬ
失
敗
を
T
る
こ
と
が
あ
る
。

珪
酸
の
効
巣
に
つ
い
て
は
か
な
り
以

前
か
ら
モ
れ
が
稲
の
表
皮
細
胞
を
珪

化
し
て
稲
熱
病
等
に
極
め
て
粕
者
な
抵

抗
性
を
不
ｙ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
て
笹

葉
の
堆
肥
を
賞
用
す
る
篤
農
家
も
あ
っ

た
位
で
あ
る
。

近
年
各
種
の
珪
酸
き
有
物
を
肥
料
的

に
施
し
て
増
収
効
果
を
狙
い
モ
の
中
の

成
緯
良
好
な
も
の
が
広
く
宣
伝
さ
れ
農

家
の
関
心
も
深
い
も
の
が
あ
る
の
で
現

在
の
段
階
で
判
っ
て
い
る
こ
と
を
記
し

て
大
方
の
参
考
に
供
し
た
い
。
結
論
か

ら
先
に
ぞ
っ
と
珪
酸
は
水
稲
な
ど
禾

本
科
の
舷
物
に
は
効
果
的
で
も
そ
う
で

な
い
一
般
の
作
物
に
は
あ
ま
口
効
か
な

い
よ
う
で
あ
る
叉
一
口
に
圭
酸
と
云

っ
て
も
水
乃
至
根
酸
に
溶
け
て
稲
に
吸

わ
れ
る
有
効
な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も

の
と
が
あ
る
。
両
端
な
云
い
方
を
す
る

と
圭
石
は
九
〇
％
花
励
岩
竺
ハ
○
％

の
圭
酸
を
含
有
し
、
そ
れ
ら
が
風
化
し

た
砂
は
や
は
り
多
量
に
圭
酸
を
含
ん

で
い
る
が
い
づ
れ
も
代
価
を
払
っ
て
購

入
ず
ろ
値
打
は
な
い
。
現
在
市
場
に
出

て
い
る
虫
酸
忿
有
物
の
二
、
三
に
つ
い

て
説
明
す
る
と

一
、
水
溶
性
圭
酸
、
圭
酸
ｙ
－
ダ
、

圭
酸
加
里
が
こ
れ
に
相
当
し
普
通
水

ガ
ラ
ス
と
呼
ば
れ
肥
料
と
し
て
使
用
し

た
場
〈
最
も
効
巣
顕
著
で
あ
る
が
値
段

が
高
く
て
反
当
一
万
二
千
円
見
当
で
実

用
的
で
な
い
。
試
験
場
等
の
試
験
に
使

わ
れ
る
。

二
、
圭
酸
石
灰
、
現
在
圭
酸
石
灰
と

称
ば
れ
大
力
的
に
市
販
さ
れ
て
い
る
主

成
分
は
圭
酸
と
石
灰
で
製
燐
滓
、
製
鉄

滓
等
力
が
あ
る
。

圭
酸
石
灰
施
用
試
験
成
績
表
を
し
め

す
と
た
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
八
〇
貫
区

三
〇
貢
区

無
施
用

施
用
捨

二
升
三
合

二
升
二
介

二
升

坪
当
容
址

三
、
一
六
し

Ξ
、
○
二
三

二
、
七
四
八

反
当
収
量

一
一
五
％

一
一
〇
％

一
〇
〇
％

同
恕
収
率
備
浙収

量
調
査
は
駆
燥

正
を
特
つ
て
肘
算
す

し
か
し
圭
酸
石
灰
か
施
し
て
増
収
を
期

待
す
る
た
め
に
は
他
に
窟
系
、
燐
酸
、

加
里
・
器
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

肥
鉄
土
並
に
風
化
過
程
中
の
蛇
紋
岩
は

従
来
鉄
分
補
給
の
た
め
秋
落
田
に
広
く

使
わ
れ
て
来
た
が
、
こ
れ
等
の
中
に
は

溶
け
易
い
、
圭
酸
が
相
当
含
ま
れ
て
い

て
、
圭
酸
の
効
果
も
併
せ
て
出
て
居
た

の
で
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
に
至
つ
だ

そ
の
他
堆
厩
肥
中
の
圭
酸
は
極
め
て

有
効
で
、
堆
厩
肥
の
管
理
を
十
分
に
し

て
効
果
的
に
施
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。
要
は
手
近
な
資
材
を
活
用
し
て
徒

ら
に
商
人
に
金
を
巻
き
上
げ
b
れ
な
い

よ
う
指
導
者
に
よ
く
相
談
す
る
こ
と
。

そ
れ
を
最
后
に
申
し
上
げ
て
結
言
と
す

る
。

一
票
を
確
め
ま
し
よ
ヽ
つ

農
業
委
員
會
委
員
選
挙
人
名
簿
の

　
　
　
　
　

登
載
申
請
を
お
忘
れ
な
く

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
は
一
班
年

十
二
月
一
日
現
在
に
て
有
樹
者
の
申
請

に
基
い
て
調
製
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お

り
ま
す
の
で
有
m
m
M
れ
な
く
申
1

し
て
下
さ
い
。

一
、
委
員
の
選
挙
権
、
被
選
挙
樹
に

　
　

つ
い
て

選
挙
権
、
被
選
挙
権
は
男
女
の
別
な

く
次
の
要
件
を
備
え
て
い
る
者
に
平

等
に
与
え
ら
れ
ま
す
。

（
一
）
市
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ

る
こ
と

（
二
）
年
令
が
満
二
十
才
以
上
で
あ
る

　

こ
と
（
今
年
は
昭
和
十
年
三
月
四
日

　

ま
で
の
出
生
者
）

　

年
令
の
算
定
は
選
挙
樹
に
っ
い
て
ぱ

　

選
挙
人
名
簿
確
定
の
期
日
（
三
月
五

　

日
）
に
よ
り
、
被
選
挙
権
に
つ
い
て

　

は
選
挙
の
期
日
に
よ
っ
て
算
定
す
る

（
三
）
一
、
一
反
歩
以
上
の
農
地
に
つ

い
て
耕
作
の
業
務
を
営
む
農
業
経
営

者
で
あ
る
か

二
叉
は
モ
む
ら
の
者
の
同
居
の
親

族
叉
は
同
居
の
親
族
の
配
伐
雅
び
一
あ

っ
て
年
間
概
左
八
十
日
の
耕
作
従
一
9

日
数
が
あ
る
と
農
業
委
0
会
が
認
め

た
も
の
で
あ
る
こ
と

同
居
の
観
念
は
住
所
を
一
に
し
且
つ
生

計
を
共
に
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

親
族
の
範
囲
弦
ハ
親
等
内
の
眼
司
配

偶
者
菖
一
親
等
内
の
姻
族
で
あ
り
・
ま
す

二
、
選
挙
揃
及
被
選
挙
幄
の
欠
桁
者
に

　

つ
い
て

（
一
）
禁
治
産
者

（
二
）
禁
固
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ

モ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な

る
ま
で
の
者

｀
箇
以
上
の
荊
に
処
せ
ら
れ
モ
の
執

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で

の
者

三
、
選
挙
人
名
簿
の
調
製
に
つ
い
ま
て

有
樹
者
よ
り
の
申
請
士
一
月
五
日

ま
で

農
業
委
員
会
の
首
采
議
十
二
月

二
十
五
日

名
簿
縦
覧
期
間
一
月
廿
日
よ
り
二

十
日
間

こ
の
間
に
固
姉
ダ
は
誤
載
が
あ
る

場
合
は
異
議
巾
ヅ
ー
が
出
来
ま
す
。

尚
こ
の
決
定
に
不
服
の
場
合
は
通

知
を
受
け
た
日
か
ら
七
日
以
内
に

不
服
の
申
立
が
出
来
ま
す
。

名
簿
確
定
期
日
三
月
石
百

『
土
地
改
良
』

そ
れ
は
明
日
の
大
野
市
を
築
く

　
　
　
　
　
　
　
　

い
し
ず
え
で
あ
る

新
し
く
出
来
た
一
本
の
農
道
が
地
係
関

係
者
に
非
常
に
明
る
い
希
望
を
涵
し
。

こ
れ
が
地
元
民
の
奉
仕
に
よ
っ
て
作
ら

れ
た
場
合
に
於
て
は
事
業
を
な
し
終
え

た
者
の
知
る
喜
び
が
あ
る
。

こ
う
し
た
一
本
の
農
道
や
一
筋
の
か
ん

が
い
排
水
路
の
整
備
事
業
が
農
業
経
営

の
合
理
化
に
大
き
ぐ
役
立
つ
こ
と
を
思

う
に
っ
け
て
も
、
市
内
の
全
耕
地
が
碁

盤
の
目
の
様
に
整
備
さ
れ
て
市
道
少
ま
畷

道
が
四
通
八
達
し
、
こ
れ
に
伴
う
用
水

施
設
が
完
備
さ
れ
た
ら
ど
ん
な
に
都
合

が
良
い
だ
ろ
う
。
モ
の
と
き
こ
そ
大
野

市
の
土
地
改
良
事
業
が
完
成
し
た
と
き

で
あ
り
田
園
都
市
の
基
盤
が
出
来
た
と

き
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。

　

（
写
真
は
市
補
助
農
道
竣
功

一
第
1
号
）
（
平
沢
）

農
道
改
良
事
業
に
対
す
る
市
補
助
金
交
付
額

合
計

西
山

上
野

士
打

田
野

新
田

七
仮

冨
島

下
麻
布
島

レ
U
Ｍ
ま
ま
’

T
V
御
目
L

下
五
条
方

友
賤

平
沢

鄙
落

Ξ
U
、
八
一
三
米

一
三
五

二
八
四
、
六

二
九
三

一
一
〇
七
、
三

一
八
〇

二
五
九

一
西
八九

七

一
三
二

一
〇
八
、
七

五
二
、
六

三
八
四
、
一

延
長
（
米
）

六
五
七
千
六
〇
〇
円

六
七
、
〇
〇
〇

六
一
、
七
〇
〇

三
三
、
三
〇
〇

五
八
、
八
〇
〇

一
七
．
七
〇
〇

三
八
．
一
C
C

四
Ｃ
．
一
C
C

百
二
ー
C
C

八
一
一
コ
ま
し
）
C
C

九
一
．
（
し
｀
一
ま
）
Ｃ

五
回
、
C
O
C

九
八
、
（
た
｀
た
）
○
円

交
付
額
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大
野
郵
便
局
よ
り
か
願
い
／

【
年
賀
状
は
年
の
瀬
の

　
　
　
　

廸
ら
ぬ
中
に
お
早
く
】

年
賀
状
は
年
の
瀬
に
押
し
つ
ま
つ
て
お

出
し
に
な
る
と
一
時
に
郵
使
物
が
ふ
く

モ
う
し
て
元
旦
の
配
達
に
間
に
合
わ
ぬ

こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
な
る
べ
く
千

五
日
ま
で
に
お
出
し
ド
さ
い
。

な
お
年
賀
状
の
差
出
に
使
利
な
様
に
た

記
の
様
な
図
条
ス
タ
ン
プ
を
備
え
て
お

り
ま
す
か
ら
精
L
″
御
利
用
ド
さ
い
。

　

（
図
案
は
有
中
三
年
松
本
弘
君
（
梅
花

　

）
一
年
長
谷
川
寿
子
さ
ん
（
市
章
）
の

　

苦
心
作
で
す
）

政
府
の
食
糧
集
荷

對
策
は
ど
う
か
？

今
迄
行
っ
て
き
た
食
糧
管
理
制
度
を
ど

う
す
る
か
に
つ
い
て
昨
年
の
末
よ
り
内

閣
に
食
糧
対
策
協
議
会
が
置
か
れ
、
こ

と
し
の
七
月
そ
の
結
論
が
ま
と
ま
り
政

府
に
対
し
て
答
申
を
出
し
ま
し
た
。

こ
の
答
申
は
米
の
集
荷
問
題
、
配
給
問

題
、
価
格
U
題
、
金
融
問
題
、
輸
入
食

織
簡
題
、
食
生
活
の
改
善
問
題
、
闇
防

止
問
題
と
い
う
食
糧
管
理
の
全
般
に
わ

た
っ
た
も
の
で
す
が
、
特
に
集
荷
問
題

に
つ
い
て
は
今
迄
に
！
a
年
お
こ
な
っ
て

き
た
供
出
制
度
は
社
会
の
経
済
情
勢
と

農
民
の
気
持
の
上
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
と

困
難
な
点
が
多
く
出
て
来
る
の
で
、
こ

の
際
農
協
な
ど
の
集
荷
団
体
の
は
た
ら

き
を
、
よ
り
良
く
よ
り
以
上
に
活
用
出

来
る
制
度
に
変
る
こ
と
が
一
番
よ
く
、

そ
の
た
め
に
は
集
荷
団
体
で
あ
る
農
協

が
生
産
者
の
申
告
に
よ
っ
て
政
府
に
売

渡
す
数
量
を
取
び
ま
と
め
て
一
括
し
た

売
買
契
約
を
政
府
と
結
ぶ
と
り
つ
予
約

集
荷
制
度
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
っ

て
い
濠
y
。

そ
し
て
こ
の
予
約
集
荷
制
度
は
昭
和
三

十
年
産
米
か
ら
お
こ
な
い
。
今
年
の
米

に
つ
い
て
は
急
に
今
迄
の
供
出
制
度
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

皐
I
I
ま
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
―
や
め
る
こ
と
は
種
－
＜
（
好
ま
し
く
な
い
事

嬰
呉
一
き
お
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
の
で

経
過
的
措
置
と
し
て
今
ま
で
通
り
の
割

当
方
式
と
予
約
集
荷
方
式
と
の
二
つ
の

方
式
を
併
用
し
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う

と
い
っ
て
い
ま
す
。

（
昭
和
二
十
九
年
度
）

大
野
市
の
土
地
改
良
事
業
に
対
ナ
る

　
　
　
　
　
　
　

予
算
額
割
当
決
る

県
よ
け
た
記
事
業
に
対
す
る
予
算
の
割
当
が
決
り
ま
し
た
。

尚
県
費
の
補
助
率
は
次
の
通
り
で
す
。

か
ん
が
い
排
水
四
割

農
道
三
割

区
画
整
理
三
割

記

堂
島

嵐 唯
野

蕨
生

尾
永
見

中
保

新
在
家

上
中
野

下
黒
谷

地
区
名

濯
漑
排
水

濯
漑
排
水

農
道

潅
漑
排
水

農
道

濯
漑
排
水

区
画
整
理
一

濯
漑
排
水
一
　
　

水
墨

濯
漑
排
水

エ
狐

七
五
米

七
九
米

三
〇
〇
米

一
四
〇
米
一

二
二
六
米
一
　
　
　

一

一
五
言

一
〇
町
一
　
　
一

‘
一
米
一
一
ヶ
所
・

二
九
八
米

事
業
量

一
九
九
、
〇
〇
〇

八
七
、
〇
〇
U

三
C
O
、
○
○
○

五
八
Ξ
、
五
〇
〇

八
六
、
〇
〇
〇

三
四
七
、
五
い
○

一
石
○
、
O
）
O

一
五
一
、
〇
〇
〇
一
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
一 五

四
五
、
〇
U
O
円
一

事
栗
費

阪
谷
農
業
協
同
組
合

五
箇
農
業
協
同
糾
か

共
同
施
行
臼
井
主
計
　
　
　
　

（
代
表
者
）

共
同
施
行
帰
山
甚
左
ヱ
門
　
　
　
　
（
代
表
者
）

共
同
施
行
喜
多
山
女
Ξ
　
　
　
　
（
代
表
者
）

共
同
施
行
丿
一
一
S

？
）

下
庄
農
業
協
同
組
合
　
　
　
　

総
工
費
　
　
　
　

八
〇
〇
、
〇
D
O
円

下
庄
農
業
協
同
組
合
一

小
山
農
業
協
同
組
合

事
栗
主
体
備
考

歳
末
、
年
始
の

　

火
災
葦
防
警
戒
に

　
　
　

協
力
致
し
ま
し
よ
う

歳
末
、
年
始
は
人
の
心
も
せ
わ
し
く
思

わ
ぬ
失
態
を
生
じ
て
大
火
に
な
っ
た
事

例
も
多
い
の
で
、
こ
の
際
た
記
事
項
に

っ
い
て
特
段
の
注
意
を
さ
れ
て
無
一
畢
に

正
月
を
過
さ
れ
る
様
お
願
い
致
し
ま
す

記

一
、
こ
た
つ
、
あ
ん
か

イ
完
全
な
金
網
を
設
直
す
る
こ
と

ロ
炭
火
が
多
す
ぎ
て
布
団
が
焦
げ
な

　
　

い
よ
う
に

ハ
跳
ね
火
に
よ
っ
て
布
団
が
燃
え
る

　
　

こ
と
が
な
い
か

ニ
乾
燥
申
の
オ
シ
メ
、
足
袋
な
ど
に

　
　

燃
え
移
る
こ
と
な
い
か

ホ
外
出
の
時
は
布
団
を
ま
く
つ
て
お

　
　

く
こ
と

二
、
火
鉢

イ
破
損
し
た
火
鉢
は
使
わ
な
い
こ
と

ロ
木
製
の
火
鉢
は
底
に
空
間
を
設
け

　
　

る
こ
と

ハ
大
き
い
火
鉢
に
は
鉄
製
の
蓋
を
設

　
　

け
る
こ
と

三
、
ス
ト
L
プ
、
煙
突

イ
鉄
板
の
台
上
に
設
け
下
総
H
間
を

つ
く
る
こ
と

ロ
破
損
個
所
や
、
つ
ぎ
目
か
ら
煙
や

　
　

火
焔
が
も
れ
な
い
か

ハ
壁
、
天
井
、
屋
根
裏
の
接
触
鄙
は

　
　

防
熱
設
備
が
完
全
か

ニ
ス
ト
ー
ブ
、
煙
突
は
一
週
間
に
I

　
　

度
以
上
掃
除
す
る
こ
と

四
、
電
熱
器
の
類

イ
検
査
合
格
品
を
使
用
す
る
こ
と

ロ
耐
熱
性
叉
は
不
燃
性
の
台
上
に
て

　
　

使
用
す
る
こ
と

ハ
コ
ー
ド
は
破
損
し
て
い
な
い
か
又

　
　

ゴ
ム
の
焦
げ
る
臭
い
が
な
い
か

ニ
ス
イ
ッ
チ
の
切
り
忘
れ
の
な
い
よ

　
　

う
に

五
、
い
ろ
り
、
か
ま
と
．
風
呂
場
な
ど

イ
焚
火
申
は
必
ず
一
人
は
モ
の
場
を

離
れ
な
い
こ
と

ロ
跳
ね
火
、
落
火
に
注
意
す
る
こ
と

ハ
焚
き
物
置
き
場
は
囲
い
を
設
け
い

　
　

つ
も
き
れ
い
に
し
て
お
く
こ
と

ニ
長
時
間
火
を
使
用
し
た
時
は
屋
根

　
　

裏
、
天
井
裏
モ
の
附
近
を
何
回
も

　
　

見
廻
る
こ
と

ホ
破
損
し
た
と
こ
ろ
は
早
く
修
理
す

る
こ
と

六
、
取
灰

イ
容
器
や
置
場
は
ぷ
燃
質
の
も
の
で

　
　

あ
る
こ
と

ロ
取
灰
は
風
の
た
め
に
再
燃
し
た
り

　
　

余
熱
で
附
遥
の
も
の
に
燃
え
移
る

　
　

か
ら
注
意
の
こ
と

完
納
で
築
く
明
る
い
市
政

市
税
滞
納
一
掃
運
動
に

　
　
　
　
　
　

御
協
力
下
さ
い

　

年
末
を
控
え
市
民
各
位
に
は
愈
人
御

多
忙
の
事
と
存
じ
ま
す
。

さ
て
標
記
に
関
し
て
は
市
民
各
位
に
は

常
・
≪
（
特
別
な
る
御
配
慮
御
協
力
に
預
り

感
謝
に
耐
え
ま
せ
ん
。

今
迄
発
行
さ
れ
た
二
十
九
年
度
の
市
税

は自
転
車
荷
車
税
全
期

市
民
税
一
、
二
、
三
期

固
定
資
産
税
一
、
二
、
三
期
で
あ
り

ま
す
。

禾
納
の
方
は
直
に
納
入
さ
れ
ま
す
様
お

願
い
し
ま
す
。

ぼ
昏
産
税
四
期
令
書
を
今
月
発
行
し

ま
し
た
。
納
期
は
十
二
月
二
十
日
で
す

期
限
迄
に
完
納
願
い
ま
す
。

　

尚
納
期
を
過
ぎ
た
税
金
に
対
し
て
は

延
滞
＜
i
（
百
円
に
付
四
銭
）
延
滞
加
算

金
（
百
円
に
付
四
銭
）
が
っ
き
ま
す
故

不
利
な
状
件
に
な
ら
ぬ
内
に
全
納
税
義

務
者
の
理
解
あ
る
納
税
思
想
に
よ
っ
て

明
る
く
市
税
素
絹
さ
れ
ま
す
様
格
段

の
御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

尚
叉
十
二
月
十
五
日
よ
び
三
十
一
日

迄
年
末
舎
屋
仮
に
出
向
く
事
に
い
た

し
ま
し
た
故
御
協
力
願
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
税
務
諜

奮
大
野
町
の
投
票
戻
」
を
次
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　

喫
更
し
ま
し
た

第
四
″

第
三
″

第
二
″

第
一
投
票
区

投
票
区
名

春
日
、
篠
座
上
、
篠
座
中
、
春
日
野
、
神
明
上
、
神

明
中

三
番
上
、
四
番
上
、
五
番
上
．
寺
上
、
横
、
篠
座
下

神
明
下

二
番
下
、
＝
一
番
下
、
四
1
下
、
五
番
下
、
寺
下
、

大
和
、
末
広

清
水
，
亀
山
、
水
落
、
清
滝
、
東
一
番
、
酉
一
番

二
番
上
、
七
間

投
票
区
の
区
域
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金
森
長
近
公
の

　
　

人
と
為
り
【
績
】

天
正
三
年
長
近
公
大
野
初
代
領
主
と
な

昨
亀
山
城
m
え
域
よ
削
大
野
を
創
め

民
政
と
産
業
に
力
を
致
し
、
天
正
十
四

年
飛
弾
高
山
に
転
じ
更
に
美
濃
八
幡
に

隠
居
し
至
る
と
こ
ろ
城
廊
を
築
き
城
下

町
か
a
て
一
生
涯
に
三
度
杭
卜
町
を
経

営
さ
れ
た
如
き
全
ぐ
隠
れ
た
る
経
世
家

と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
而
も
三
城

下
町
は
年
と
共
に
栄
え
今
日
の
盛
況
を

示
し
て
い
ま
す
。
隠
れ
た
る
経
世
家
今

や
モ
の
功
績
は
隆
L
″
と
現
わ
れ
て
い
ま

す
。
慶
長
十
一
｝
年
八
月
十
二
日
に
八
十

五
歳
に
て
伏
見
で
逝
長
さ
れ
ま
し
た
。

爾
来
凡
そ
四
百
年
、
隠
れ
た
る
公
の
功

と
徳
は
年
と
共
に
現
わ
れ
ま
し
て
高
山

市
に
お
い
て
は
既
に
モ
の
｀
揚
を
弔
う

た
め
索
玄
寺
を
建
て
、
モ
の
遺
徳
を
現

わ
す
た
め
金
龍
神
社
を
建
て
、
モ
の
遺

墨
を
保
存
す
る
た
め
郷
土
舘
を
備
え
て

い
ま
す
。
八
幡
町
に
は
既
に
破
却
さ
れ

た
天
守
閣
を
城
跡
に
築
き
モ
の
徳
を
現

し
て
い
ま
す
。

大
野
市
に
お
い
て
も
胃
く
を
尋
ね
て
見

ま
す
に
二
百
年
祭
と
二
百
五
十
年
祭
が

長
興
寺
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
の

今
日
に
召
一
昨
亀
山
城
頭
に
銅
像
が
出
来

ま
し
た
こ
と
は
何
れ
も
隠
れ
て
い
た
遺

徳
が
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
。

こ
の
機
会
に
長
近
公
銅
像
建
設
の
一
端

蛮
報
告
し
ま
し
て
皆
さ
ん
の
御
了
承
を

願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
尤
も
収
支
の

決
算
に
関
し
ま
し
て
は
更
め
て
市
報
に

整
吊
上
げ
る
こ
と
に
な
る
と
存
じ
ま

す
。
去
る
昭
和
廿
五
年
四
月
長
近
公
銅

像
建
設
の
議
起
り
同
年
五
月
こ
れ
の
実

行
機
関
と
し
て
同
公
遺
徳
顕
彰
会
を
組

織
し
同
年
六
月
モ
の
発
会
式
を
行
い
ま

し
た
。
同
年
七
月
銅
雙
設
計
を
了
し

予
算
を
定
め
寄
附
金
の
募
集
に
着
手
ｙ

る
と
共
に
工
事
に
取
り
か
x
り
同
年
七

月
十
六
日
亀
山
城
頭
に
お
い
て
地
鎮
祭

盈
膠
甲
尚
年
九
月
モ
の
竣
工
を
見
ま

し
た
。
同
二
十
六
年
五
月
銅
像
設
計
を

了
し
同
二
十
八
年
十
一
月
鋳
造
の
完
成

か
見
、
同
年
十
二
月
高
岡
市
よ
り
移
送

し
大
野
町
石
燈
寵
に
仮
安
置
致
し
ま
し

た
。
こ
の
間
幾
多
の
難
関
も
あ
り
ま
し

た
が
、
こ
の
ま
x
に
置
く
わ
け
に
行
き

ま
せ
ん
の
で
種
力
祭
殿
の
結
果
、
同
二

十
九
年
二
月
割
高
組
織
を
一
新
し
面

目
を
新
に
し
再
出
発
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
茲
に
お
い
て
新
た
に
寄
附
金

募
集
の
方
法
を
審
議
し
爾
来
大
方
各
位

の
絶
大
な
る
賛
同
協
力
を
得
、
旧
大
野

町
の
一
一
千
万
円
旧
七
ヶ
町
村
の
四
十
万

円
を
始
め
と
し
名
会
社
各
団
体
等
の
協

力
を
願
い
、
又
個
人
と
し
て
は
荻
原
ぬ

氏
の
十
万
円
を
始
め
と
し
有
志
諸
賢
の

篁
掌
仰
ぎ
組
織
改
変
後
一
百
二
能
万

円
の
浄
財
か
裁
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

本
会
創
7
当
初
即
ち
改
組
前
の
寄
附
必
一

呈
七
万
能
円
を
加
え
れ
ば
一
百
三
十

三
万
能
円
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

尚
建
設
協
会
工
事
引
受
を
四
万
円
と
見

積
ぴ
加
算
す
れ
ば
総
計
一
百
三
十
五
節

円
と
な
り
ま
す
。

ま
だ
残
っ
て
い
ま
る
区
長
会
（
旧
大
野
町

）
東
京
大
野
会
、
モ
の
他
の
寄
附
命
一
は

只
今
の
と
こ
ろ
確
定
的
に
は
予
想
出
来

な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
何
分
銅
像
建

設
の
総
工
費
は
前
後
を
通
じ
百
五
十
六

万
能
円
（
除
幕
式
を
含
む
）
を
要
し
て

い
ま
る
の
で
あ
り
、
な
お
こ
の
上
と
も
出

来
得
れ
ば
周
囲
の
整
備
も
致
し
た
い
の

で
更
に
一
段
の
御
協
力
を
瞑
わ
ね
ば
な

ら
ぬ
と
思
い
ま
す
。

今
工
事
の
概
要
を
申
し
上
げ
ま
す
な
ら

ば
、
銅
像
は
確
実
な
る
屡
緊
有
す
る

長
近
公
の
肖
像
を
原
本
と
し
高
岡
市
藤

田
太
】
氏
に
製
作
方
を
委
卿
し
、
モ
の

4
長
十
三
尺
二
寸
、
モ
の
目
方
三
百
貨

銅
像
台
は
二
十
三
尺
で
あ
り
ま
す
か
ら

総
高
は
三
十
五
尺
二
寸
と
な
り
恐
ら
く

本
県
最
大
の
銅
像
血
仔
じ
ま
す
。
尚
正

面
額
は
童
蒙
の
ｔ
揚
寺
で
あ
る
京
都

紫
野
臨
砥
夭
本
山
大
徳
寺
管
長
の
染

筆
で
あ
り
ま
す
。
背
面
額
に
は
公
の
略

伝
を
記
入
し
ま
し
た
。

い
ま
だ
事
業
は
完
了
し
ま
し
た
と
は
申

さ
れ
ま
せ
ん
が
十
一
月
一
日
よ
り
大
野

市
制
祝
賀
の
儀
が
行
わ
れ
ま
す
の
で
、

こ
れ
を
幸
に
し
ま
し
て
十
一
月
二
日
銅

像
除
幕
式
を
拳
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
折
か
ら
満
山
は
紅
葉
秋
天
い
よ

い
よ
高
く
天
気
晴
朗
、
金
森
家
遺
族
を

始
め
と
し
朝
野
の
名
士
、
協
力
者
、
関

係
者
約
三
百
名
参
列
、
同
日
午
後
二
時

よ
り
亀
山
城
頭
銅
像
前
に
お
い
て
、
い

と
も
厳
粛
に
神
式
を
以
て
執
行
さ
れ
ま

し
た
。
広
瀬
副
会
長
の
開
式
の
辞
に
始

ま
り
桑
野
理
事
長
の
工
事
報
告
に
つ
ぎ

童
篆
の
末
孫
童
簿
子
令
嬢
に
よ
り

除
幕
の
儀
行
わ
れ
参
列
者
一
同
襟
を
正

し
息
づ
ま
る
感
激
の
一
瞬
で
あ
り
ま
し

た
。
朝
比
奈
祭
主
の
祝
詞
に
つ
ぎ
石
田

会
長
の
式
辞
が
あ
り
ま
し
た
。
式
辞
中

　

「
公
は
亀
山
城
を
構
築
し
区
画
井
然
た

る
城
下
町
大
野
を
創
設
し
進
ん
で
民
心

の
安
定
産
業
の
振
興
に
意
を
用
い
ま
云
L
″

」
と
述
べ
ら
れ
る
や
緊
聾
叢
高
に
達

し
ま
し
た
。
更
に
斎
藤
市
長
の
祝
詞
申

　

「
わ
れ
わ
れ
は
単
に
こ
の
偉
業
に
感
激

す
る
に
と
y
ま
ら
ず
、
い
よ
い
よ
公
の

徳
沢
を
継
述
し
本
市
各
般
の
企
図
を
新

た
に
し
一
致
協
カ
モ
の
成
果
を
発
揚
し

以
て
公
の
徳
に
報
い
ね
ば
尽
り
ぬ
」
と

結
ば
れ
参
列
者
一
同
覚
悟
を
新
に
し
た

次
第
で
あ
り
ま
す
。

続
い
て
本
工
事
に
関
す
る
功
労
者
、
石

田
政
治
、
萩
原
貞
、
藤
田
太
一
、
小
椋

作
次
郎
の
四
君
に
感
謝
状
の
贈
呈
が
あ

昨
抱
岡
副
会
長
の
閉
式
の
辞
に
よ
り
滞

s
＾
な
く
午
後
三
時
式
は
終
了
し
ま
し
た

。
続
い
て
石
田
会
長
よ
り
参
列
者
に
謝

意
と
近
き
将
来
本
銅
像
は
大
野
市
に
移

譲
す
る
こ
と
に
な
敲
苫
旨
挨
拶
が
あ

り
直
会
の
神
酒
み
ま
戴
き
感
激
の
う
ち
に

目
出
た
く
退
散
し
ま
し
た
。

　
　
　
　

金
森
長
近
公
遺
徳
顕
彰
会

（写真は金森長近公銅像．）

国
保
で
守
れ
吾
等
の
健
康

国
民
健
康
保
瞼
記
念
日
に
際
し
て

国
民
健
康
保
険
法
制
定
以
来
既
に
十
六

年
こ
の
間
民
生
安
定
の
基
盤
と
し
て
大

な
る
役
割
を
果
し
て
来
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
毎
年
十
月
一
日
「
本
年
に
限
り
十

二
月
一
日
」
を
国
民
健
康
保
険
の
記
念

日
と
定
め
社
会
保
険
の
精
神
の
宣
揚
国

民
健
康
保
険
制
度
の
強
化
充
実
の
た
め

中
央
に
お
い
て
は
各
種
の
行
事
が
施
行

さ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
国
民
健
康
保
険
の

制
度
の
認
識
を
一
喝
深
め
た
い
と
思
い

ま
す
。
工
場
や
事
務
所
に
勤
め
て
い
る

人
に
は
健
ま
保
険
法
厚
生
年
金
保
険
法

叉
官
公
吏
学
校
の
先
生
其
の
他
に
対
し

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
共
済
組
合
の
制
度
が

設
け
ら
れ
法
的
に
こ
れ
ら
の
制
度
に
加

入
す
る
事
に
な
っ
て
お
り
医
原
、
助
産

埋
葬
の
給
付
か
受
け
る
だ
け
で
な
く
養

老
年
必
一
、
癈
疾
年
金
も
支
給
さ
鉦
俣

の
生
活
な
ど
が
保
障
さ
れ
て
安
心
し
て

生
活
が
営
め
る
の
で
あ
吟
ま
す
が
、
そ

こ
で
勤
め
て
い
な
い
一
般
国
民
の
農
山

村
漁
民
一
般
商
家
な
ど
に
対
し
て
ぱ
国

家
は
い
ま
か
な
る
制
度
に
よ
っ
て
病
気
に

よ
る
生
計
の
苦
し
さ
か
護
る
こ
と
に
す

る
の
で
し
ょ
う
か
一
般
国
民
を
病
気
か

ら
護
っ
て
医
療
の
途
か
与
え
安
心
し
て

働
け
る
様
に
す
る
か
。
皆
さ
ん
御
承
知

の
通
り
国
民
健
康
保
険
と
ま
り
つ
制
度
で

す
。
こ
の
制
度
は
自
治
体
の
長
が
議
会

に
諮
っ
て
こ
れ
を
施
行
す
る
事
を
決
め

な
け
れ
ば
、
ど
ん
な
に
住
民
が
希
望
し

て
も
制
度
の
恩
恵
を
受
け
る
訳
に
行
き

ま
せ
ん
、
只
今
大
野
市
と
し
て
は
旧
大

野
町
か
残
し
て
全
旧
村
に
実
施
さ
れ
て

い
ま
す
。
せ
つ
か
く
実
施
さ
れ
て
い
ま

し
し
て
も
皆
様
の
理
解
が
悪
い
と
休
止

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
健
康
な
る
大

野
市
民
ふ
ぃ
思
い
ま
し
て
も
四
月
一
九
月

ま
ヱ
（
ヶ
月
間
約
一
千
四
百
万
円
を
支

払
つ
の
で
す
。
モ
の
半
額
は
皆
様
か
ら

の
一
部
負
担
金
後
半
額
は
国
県
の
補
助

金
及
佃
険
税
で
補
う
の
で
す
。
こ
う
し

た
一
般
市
民
の
明
る
い
制
度
沓
県
し

市
民
の
福
利
増
進
の
た
め
進
ん
で
皆
様

の
国
保
に
協
力
し
滞
納
の
な
い
明
る
い

国
保
に
致
し
ま
し
よ
う
。
モ
の
事
業
の

一
環
と
し
て
左
記
に
依
瞎
保
険
に
関
す

る
映
画
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

記

十
三
日
阪
谷
小
学
校
午
后
七
時
よ
り

十
四
日
宝
m
寺
小
学
校
夕

十
石
］
日
吉
分
校
夕

士
（
日
五
条
方
分
校
々

十
七
日
木
本
分
校
夕

映
画
題
名

一
、
劇
映
画
社
長
秘
書

一
、
県
政
ニ
ュ
ー
ス

ー
、
村
に
来
た
医
者
、
我
が
ふ
る
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
町

一
般
衛
生

市
辞
令

書
記
補
長
田
貞
子

願
に
依
り
職
を
免
ず
る

　

十
一
月
二
十
日
付

石
川
継
次

大
野
市
使
丁
に
任
じ
本
庁
勤
務
を
命
ず

る

　

士
一
月
一
日
付

　

U
F

　

：
m

　
　

．
H
u
－
c
s

W
＼
＾
r
y
．

あ
わ
た
だ
し

く
年
の
瀬
も

目
前
に
追
り

永
遠
に
記
念

す
べ
き
市
制

の
第
一
年
も

暮
れ
ん
と
し

て
い
ま
す
。
諸
L
″
の
行
事
に
追
わ
れ
乍

ら
市
報
も
よ
ち
よ
ち
歩
き
の
六
ヶ
月
ど

う
に
か
に
げ
き
り
今
二
才
の
新
年
を
迎

え
ん
と
し
て
い
ま
す
。

愈
と
一
年
目
の
歩
み
を
初
め
毒
ｙ
が
我

々
の
前
途
に
何
が
あ
ろ
う
と
益
L
″
団
結

し
て
二
才
に
な
る
市
報
を
育
て
ゝ
行
き

た
い
も
の
で
す
。

市
の
発
展
と
共
に
永
遠
に
相
携
駱
缶

民
皆
様
方
の
手
の
鳴
る
方
え
歩
む
べ
く

準
備
し
て
進
み
た
い
と
思
っ
て
居
り
ま

す
。
地
方
自
治
制
度
に
変
化
の
な
い
限

り
続
く
市
と
共
に
限
り
な
く
正
し
く
鞭

打
つ
愛
情
を
注
い
で
戴
き
た
い
の
で
あ

り
ま
す
。

そ
う
し
て
益
々
筋
骨
も
た
く
ま
し
く
世

に
互
し
て
は
じ
ぬ
一
人
前
に
育
て
て
下

さ
い
。
市
民
の
皆
様
一
九
五
四
年
は
今

ま
さ
に
暮
れ
ん
と
し
て
い
ま
す
。

希
望
の
一
九
五
五
年
幸
福
に
満
ち
た
う

ら
N
か
な
迎
春
を
心
か
ら
お
祈
り
し
て

止
み
ま
せ
ん
。
編
集
子
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