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第
一
期
分
の
工
事
は
完
成

第
一
号
幹
線
水
路
の
一
期
工
事
は
九
月
に
着
工
い
ら
い
工
事
を

急
い
で
い
ま
し
た
が
、
十
一
月
初
旬
こ
れ
が
完
成
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
こ
れ
で
市
街
地
に
発
生
し
た
火
災
は
豊
富
な
水

量
に
よ
っ
て
消
防
力
を
十
二
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

て
い
ま
す
。
（
写
真
は
春
日
野
住
宅
附
近
の
用
水
路
）

第1号

幹線水路
第
一
号
幹
線
水
路
は
本

年
度
新
た
に
設
け
ら
れ

ま
し
た
「
都
市
計
画

税
」
の
収
入
に
よ
っ
て

行
わ
れ
る
都
市
計
画
事
業
の
一
つ

で
市
街
地
を
貫
ぬ
く
二
千
余
米
の

防
火
用
水
路
で
す
。
こ
れ
は
木
本

原
開
拓
地
の
排
水
を
引
用
1
母
子

寮
（
小
山

地
域
）
附

近
を
起
点

に
右
近
次

郎
、
篠
座

旭
町
、
昭

和
町
を
経

て
鋸
町
か

ら
一
番
、

二
番
、
三
番
、
四
番
、
五

番
通
り
へ
と
分
流
さ
せ
て

市
街
地
の
消
火
水
に
利
用

す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り

ま
す
。

市
街
地
は
水
路
の
設
備
に

恵
ま
れ
な
が
ら
も
最
近
水

量
が
ぐ
ん
と
減
り
、
こ
の

た
め
ま
ち
の
人
び
と
か
ら

非
常
の
際
の
消
火
用
水
の

確
保
を
市
に
望
ん
で
い
た

も
の
で
す
が
市
当
局
も
こ

れ
を
重
視
し
、
第
一
号
幹

線
水
路
二
千
米
の
計
画
を

た
て
、
こ
の
早
期
実
現
に

努
め
て
き
ま
し
た
。

第
一
期
工
事
は
工
費
一
千
五
百

万
円
で
延
長
八
百
メ
ー
ト
ル
、

幅
七
十
セ
ン
チ
で
九
月
十
三
日

着
工
、
冬
期
を
目
前
に
ひ
か
え

て
こ
の
工
事
の
完
成
は
、
玄
ち

の
人
た
ち
に
大
き
な
安
心
を
与

え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

第一号幹線水路施設図

（第1号幹線水路略図）

火
災
シ
ー
ズ
ン
に
備
え
て

消
防
体
制
を
一
段
と
強
化

火
災
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
市
民
の
防

火
心
と
消
防
団
員
や
消
防
署
員
の

士
気
を
た
か
め
る
た
め
の
秋
季
消

防
演
習
は
、
十
月
二
十
四
日
か
ら

十
一
月
五
日
ま
で
の
間
に
各
地
域

ご
と
に
行
れ
れ
ま
L
だ
。

大
野
地
域
は
十
月
二
十
六
日
午
前

八
時
三
十
分
か
ら
有
終
中
学
校
校

庭
で
行
わ
れ
、
日
ご
ろ
の
訓
練
で

実
戦
さ
な
が
ら
の
機
敏
さ
を
発
揮

し
中
継
操
法
（
遠
距
離
の
場
合
自

動
車
ポ
ン
プ
を
継
ぎ
合
わ
せ
て
送

水
す
る
方
法
）
に
お
い
て
は
見
事

六
分
と
い
う
ス
ピ
ー
ド
で
送
水
完

了
す
る
な
ど
優
秀
な
成
績
を
収
め

ま
し
た
。

し
か
し
最
も
大
切
な
こ
と
は
市

民
一
人
一
人
の
防
火
心
を
高
め

る
こ
と
で
す
。
ち
な
み
に
昨
年

中
に
起
き
た
市
内
の
火
災
発
生

件
数
は
な
ん
と
二
十
四
件
で
損

失
額
は
三
千
五
百
万
円
と
な
っ

て
い
ま
す
。
な
お
万
一
、
火
事

が
あ
り
ま
し
た
ら
「
火
事
、
ど

こ
ど
こ
」
と
は
つ
き
り
電
話
し

ま
し
よ
う
。
（
大
野
地
域
1
有

終
中
学
校
で
の
模
凝
演
習
）

産業遮観光・叫天蒼な擾剽j

々上阪谷橋々明春にはふヽ目見え

市
道
伏
石
●

唯
野
線
に
架

か
る
上
阪
谷

橋
は
昭
和
三

十
年
九
月
取

り
付
け
道
路

の
着
工
に
始

ま
り
三
ヵ
年

の
継
続
事
業
と
ｔ
て
、
一
千
二
百

万
円
の
巨
費
を
投
じ
こ
の
工
事
の

完
成
が
急
が
れ
て
い
ま
1
た
が
本

年
十
月
架
設
工
事
に
着
手
し
明
年

三
月
に
は
こ
の
全
工
事
が
完
成
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
で

こ
の
方
面
の
産
業
と
観
光
の
開
発

に
大
き
な
期
待
が
か
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

合
併
当
初
か
ら
の
計
画
で
あ
り
ま

し
た
上
阪
谷
橋
は
六
呂
師
高
原
と

九
頭
竜
川
渓
谷
、
荒
島
高
原
、
真

名
峡
な
ど
の
奥
越
高
原
県
立
公
園

一
帯
を
結
び
付
け
、
さ
ら
に
上
君

が
代
橋
（
市
道
黒
谷
●
木
落
線
）

の
架
設
に
よ
っ
て
東
南
部
地
域
を

一
手
に
っ
な
ぐ
大
動
脈
と
も
な
り

ま
す
。

こ
の
橋
は
市
道
蕨
生
・
下
荒
井

線
、
同
黒
谷
●
木
落
線
に
結
ば

れ
る
市
の
一
大
環
状
道
路
に
連

な
り
広
い
市
内
の
距
離
短
縮
と

さ
ら
に
産
業
と
観
光
面
に
新
た

な
開
拓
が
見
込
ま
れ
年
間
二
百

余
万
円
の
経
済
効
果
が
あ
る
ｔ
‥

の
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
写
真
は
上
阪
谷
橋
の
ピ
ー
ヤ
）

風
見
鶏

毎
年
「
文

化
の
日
」

に
な
る
と

や
り
き
れ
な
い
こ
と
が
一
つ
あ
り

ま
す
。
文
化
祭
と
称
L
て
日
本
中

の
町
や
村
の
ほ
と
ん
ど
が
、
ま
る

で
オ
モ
チ
ャ
箱
を
ひ
つ
く
り
返
し

た
よ
ら
な
に
ぎ
わ
い
を
呈
し
ま
す

が
、
果
し
て
そ
の
う
ち
幾
つ
の
行

事
が
そ
の
地
方
個
有
の
文
化
を
誇

ら
か
に
示
1
て
い
る
で
し
ょ
う
か

▼
昔
か
ら
日
本
人
は
そ
5
だ
つ
た

ら
し
い
の
で
す
が
、
都
会
人
は
外

国
の
マ
ネ
を
、
地
方
人
は
都
会
の

マ
ネ
を
す
る
の
が
得
意
で
す
。
地

方
に
は
ロ
ー
カ
ル
文
化
と
い
う
も

の
が
あ
り
ま
す
。
父
祖
が
残
し
て

く
れ
た
伝
統
芸
術
、
民
俗
文
化
が

そ
れ
で
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
都
会

の
ウ
ス
ッ
。
ヘ
ラ
な
文
化
と
違
つ

て
、
比
較
に
な
ら
ぬ
程
の
深
さ
と

豊
か
さ
を
も
つ
た
数
々
の
遺
産
が

荒
削
り
の
玄
ま
ひ
め
ら
れ
て
い
る

の
で
す
▼
社
交
ダ
ン
ス
よ
り
I
）

部
落
に
伝
わ
る
民
踊
が
、
豪
壮
な

ビ
ル
よ
り
も
貧
し
い
わ
ら
屋
根
が

ど
ん
な
に
私
た
ち
に
深
い
血
の
つ

な
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
で
し

ょ
う
か
。
ど
う
か
、
t
j
ノ
ー
度
、

自
分
の
身
の
廻
り
を
見
ま
わ
し
て

く
だ
さ
い
。
都
会
の
て
不
を
す
る

人
は
、
し
ょ
せ
ん
都
会
以
上
の
も

の
に
は
な
れ
つ
こ
あ
り
ま
せ
ん

▼
自
分
の
郷
土
の
艮
さ
を
知
ら
な

い
の
は
全
く
こ
つ
け
い
で
あ
り
悲

劇
で
す
▼
「
文
化
の
日
」
を
む

か
え
て
特
に
若
い
諸
君
に
一
つ
考

’
え
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。



わ
す
の
繁
栄
と
幸
福
を

　

（
南
部
地
域
）
新
し
い
む
ら
作
り

　

新
し
い
む
ら
作
り
の
指
定
を
受
け

た
南
部
地
域
（
上
庄
、
小
山
）
は
住

民
の
盛
り
あ
が
る
力
に
よ
っ
て
い
ま

着
実
に
仕
事
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す

　

南
部
地
域
の
新
農
村
建
設
事
業
（

新
し
い
む
ら
作
り
）
は
昨
年
中
に
こ

の
事
業
計
画
を
た
て
て
、
本
年
六
月

農
林
省
か
ら
指
定
を
そ
け
た
の
で
あ

り
ま
す
。
こ
の
計
画
の
大
要
は
次
の

と
お
り
で
す
が
、
新
ら
し
い
ヶ
I
フ

と
し
て

　

第
一
に
肉
牛
の
共
同
出
荷
施
設
が

あ
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
共
同
出
荷

に
よ
っ
て
売
値
の
安
定
を
は
か
る
と

と
も
に
中
間
の
サ
ク
取
を
防
ぎ
、
あ

わ
せ
て
国
民
の
タ
ン
白
質
資
源
の
増

強
を
は
か
る
た
め
で
あ
り
ま
す
。

　

第
二
に
木
炭
の
製
炭
改
善
施
設
が

あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
年

産
十
三
万
余
俵
を
生
産
す
る
大
野
木

炭
の
商
品
価
値
を
一
層
高
め
る
た
め

に
製
炭
技
術
の
向
上
を
目
ざ
す
た
め

で
す
。

　

第
三
に
は
農
地
造
成
事
業
と
し
て

開
田
開
畑
が
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
は
一
応
の
計
画
で
あ
っ
て

佩
に
新
し
い
村
を
つ
く
り
出
す
の
は

地
戦
の
人
々
の
自
主
的
な
努
力
に
ま

た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
関
係

者
同
志
が
力
を
合
わ
せ
て
こ
の
計
画

が
一
日
も
早
く
実
を
結
び
ま
す
よ
う

期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

計
画
事
業
の
内
容

▽
農
地
交
換
整
備
事
業
二
十
六
町

　

歩
、
農
道
四
百
十
六
米
、
暗
き
よ

　

排
水
十
三
町
歩

▽
肉
牛
共
同
出
荷
施
設
四
む
ね

▽
製
炭
改
善
施
設
、
改
良
ガ
ヴ
ー
基

　

カ
マ
小
屋
一
む
ね

▽
共
同
作
業
所
三
む
ね

▽
農
地
造
成
事
業
開
田
九
町
歩
、

　

農
道
八
百
十
五
米
、
総
事
業
費
は

　

六
百
三
十
五
万
一
千
円
で
す
。

（肉牛共同出荷施設の一部）

優
良
乳
児
2
0
名
を
表
彰

　

第
四
回
赤
ち
ゃ
ん
コ
ン
ク
ー
ル

十
月
二
十
三
日
午
前
十
時
か
ら
大
野

公
民
館
に
お
い
て
昭
和
三
十
二
年
度

の
優
良
乳
児
二
十
名
を
表
彰
1
、
母

親
の
養
育
の
功
を
た
た
え
乳
児
の
将

来
を
祝
福
い
た
し
ま
し
た
。

八
月
二
十
六
日
か
ら
九
月
十
二
日
ま

で
の
間
に
市
保
健
課
員
ら
が
各
地
区

を
巡
回
し
I
、
一
五
二
名
の
乳
児
の

う
ち
七
一
〇
名
が
健
康
診
断
を
受
け

養
育
に
つ
い
て
懇
切
な
指
導
も
受
け

ま
し
た
。

　

な
お
表
彰
さ
れ
た
優
良
乳
児
は
次

　

の
と
お
り
で
す
。

大
門
・
桐
山
陣
幸
、
神
明
下
・
松

山
和
子
、
巾
津
川
・
斎
藤
桂
子
、

旭
・
松
田
憲
夫
、
一
番
下
・
木
戸

口
正
和
、
清
水
上
・
越
田
浩
一
、

木
木
・
加
藤
一
代
、
東
中
・
水
上

武
則
、
土
打
・
犬
塚
将
康
、
芸
道

・
水
上
彰
冶
、
西
山
・
高
m
呻
幸

亀
山
下
・
石
田
忠
久
、
春
・
臼
五
・

篠
島
健
雄
、
深
井
・
朝
倉
秀
美
、

川
上
・
麻
生
信
幸
、
春
日
三
・
伊

坂
研
二
、
神
明
上
・
野
尻
隆
彦
、

橋
爪
・
北
川
幸
二
、
東
9
原
・
小

川
和
子
、
荒
井
三
・
古
山
利
彦

〔
公
民
館
に
お
け
る
優
良
児
表
彰
〕

市営住宅
平
和
の
集
い

　

新
た
に
2
0
戸
建
設

市
民
の
住
宅
難
を
解
消
し
て

福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
に

本
年
も
新
た
に
二
十
戸
の
市

営
庄
宅
の
崖
R
汁
画
を
と
て

ま
し
た
。
国
の
補
助
金
も
決
ま
り
総

工
費
六
百
三
十
万
円
で
第
一
種
住
宅

十
二
戸
、
第
二
種
住
宅
八
戸
、
計
二

丈
戸
を
十
月
中
旬
に
1
工
し
、
今
年

末
に
は
中
港
川
と
新
在
家
と
に
平
和

な
つ
ど
い
が
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
入
居
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

十
一
月
二
十
五
日
ま
で
に
市
役
所
民

生
課
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

△
第
一
種
（
十
一
坪
）
玄
関
付
き

　

六
畳
二
間
、
押
入
れ
、
物
置
、
台

　

所
何
所
付
き

△
第
二
極
（
九
坪
）
玄
関
付
き
六

　

畳
一
間
、
四
畳
半
一
間
、
押
入
れ

　

物
置
、
台
所
、
便
所
付
き

△
入
居
予
定
期
日
三
月
初
め

△
家
賃
一
種
月
一
千
七
百
円
程
度

　

二
腫
月
一
千
二
百
円
程
度

戴
肴
友
晏

　

〔
玉
ネ
ギ
〕

こ
の
月
の
上

中
旬
に
定
植

し
ま
す
。
艮

間
三
寸
、
坪
当
り
I
〇
〇
本
以
上
植

え
ま
す
。
と
う
立
ち
を
恐
れ
て
細
苗

を
植
え
ま
す
と
収
量
が
上
り
ま
せ
ん

石
灰
、
リ
ン
酸
は
ぜ
ひ
元
肥
に
施
し

ま
1
よ
う
。
定
植
後
一
～
二
週
間
し

て
ク
ロ
ー
、
I
P
C
二
五
〇
1
三
〇

〇
瓦
を
四
～
六
斗
の
水
に
薄
め
て
土

誦
全
面
に
散
布
し
ま
す
と
雑
草
お
さ

え
に
大
へ
ん
効
果
が
孔
り
ま
す
。

〔
ナ
タ
ネ
〕
お
そ
い
定
植
で
は
栽

植
密
度
を
高
め
反
当
り
四
、
〇
〇
〇

本
を
下
ら
な
い
よ
う
に
し
室
す
。
石

灰
と
リ
ン
酸
と
カ
リ
を
特
に
十
分
施

し
た
方
が
よ
ろ
し
い
。

〔
ク
ン
炭
床
土
の
準
備
〕
稲
や
野

菜
の
温
床
育
苗
成
功
の
ひ
け
っ
は
良

い
床
土
を
十
分
準
備
す
る
こ
と
で
す

春
先
に
な
っ
て
あ
り
あ
わ
せ
の
土
に

肥
料
を
ま
せ
て
作
っ
た
床
土
で
は
良

い
苗
の
で
き
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん

こ
の
月
に
た
い
肥
、
油
か
す
な
ど
を

十
分
切
込
ん
で
優
良
な
床
土
を
ね
か

せ
て
お
き
ま
し
よ
う
。
保
温
折
衷
苗

代
な
ど
に
必
要
な
く
ん
炭
も
秋
の
う

ち
に
作
っ
て
お
き
玄
し
よ
う
。

火
気
に
十
分
注
意
し
て
く
ん
炭
を
作

り
ま
し
よ
う
。

　

〔
メ
ン
羊
、
ヤ
ギ
の
種
付
〕
メ
ン

羊
、
ヤ
ギ
の
種
付
は
最
後
の
月
で
す

か
ら
ま
だ
種
付
の
終
っ
て
い
な
い
も

の
や
受
胎
し
な
か
っ
た
も
の
は
、
i

よ
り
の
家
畜
保
健
所
に
相
談
の
上
、

種
付
を
実
施
1
て
く
だ
さ
い
。

　

〔
畜
舎
の
修
理
〕
寒
さ
も
日
増
し
に

加
わ
り
ま
す
の
で
畜
舎
の
破
損
し
た

箇
所
や
す
き
間
風
の
は
い
る
箇
所
を

修
繕
し
て
お
き
玄
し
よ
ろ
。

　

〔
牛
馬
の
っ
め
切
り
〕
長
い
冬
に

は
い
り
ま
寸
か
ら
晴
天
の
日
に
っ
め

を
切
っ
て
姿
勢
を
正
し
く
し
て
や
り

盛

＿’1；●fg

発展の一途を歩む

　

市の商工業

電
源
開

発
越
美

北
線
な

ど
い
ま

建
設
ブ

ー
ム
に

わ
き
立

つ
・
て
い
ま

す
が
、
こ

の
機
を
の

が
さ
ず
商

工
業
の
健

実
な
発
展

を
は
が
る

た
め
に
、

市
は
一
千
万
円
の
融
資

預
託
制
度
の
設
置
を
初

め
、
商
店
街
の
店
舗
診

断
や
店
舗
改
装
資
金
の

貸
1
付
け
制
度
を
設
け
て
。
新
時
代

に
ふ
さ
わ
し
い
業
態
を
作
る
こ
と
に

努
力
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
グ
ー
フ
フ
に
よ
っ
て
伸
び
つ
つ

あ
る
市
の
商
工
業
の
現
況
を
御
覧
に

な
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
1
て
こ
れ
に

安
ん
ず
る
こ
と
な
く
業
者
の
一
層
の

奮
起
を
望
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

伸ぴる商工業の現況

　　

八業従業者の状況

　　

下商業従県者の状況



鉛讐 枚納価肖
ことしは収納額1億円を割る？

コ
ス
モ
ス
に

や
わ
ら
か
い

日
ざ
し
が
降

り
そ
そ
ぐ
秋

日
よ
り
の
き

よ
う
、
葉
た

ば
こ
の
収
納

に
忙
し
い
農

夫
た
ち
は
絹

新
在
家
の
人

々
で
、
こ
と

し
は
例
年
よ

り
早
く
十
月

二
日
か
ら
始

め
ら
れ
て
い

ま
す
。

富
田
収
納
所

を
訪
れ
ま
す
と
、
ち
よ
う
ど
等
級
検

査
が
行
上
わ
れ
、
一
こ
お
り
ず
つ
収
納

さ
れ
て
い
く
と
こ
ろ
で
し
た
。
忙
し

い
I
と
き
で
し
た
が
、
吉
田
技
術
課

長
に
、
こ
と
し
の
作
柄
や
今
後
の
耕

作
に
つ
い
て
の
注
意
な
ど
を
お
聞
き

し
ま
し
た
。
そ
の
主
な
も
の
を
次
に

あ
げ
て
今
後
の
耕
作
に
つ
い
て
の
参

考
と
し
て
い
た
だ
き
ま
し
よ
う
。

　

（
○
吉
田
技
術
課
長
い
ハ
係
）

×
昨
年
大
野
市
内
で
の
収
納
代
金

　

は
約
一
億
一
千
万
円
で
あ
り
ま
し

　

た
が
、
こ
と

　

し
の
白
標
額

　

は
い
か
ほ
ど

　

で
す
か
。

○
こ
の
分
。
だ

　

と
T
就
円
を

　

割
る
か
も
し

　

れ
ま
せ
ん
ね

×
そ
の
原
因

　

は
？

○
六
月
以
降

　

の
天
候
不
順
と
、
お
そ
で
き
に
な

　

っ
た
の
で
、
耕
作
者
が
あ
わ
て
て

　

牧
穫
直
前
に
多
量
に
肥
料
を
与
え

　

た
た
め
品
質
が
低
下
し
て
い
ま
す

×
以
前
は
大
野
葉
た
ぱ
こ
と
う
た

　

わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
金
沢

　

管
内
で
の
評
判
は
？

○
こ
と
し
は
耕
作
の
前
半
期
ま
で

　

は
品
質
の
良
い
点
で
は
I
位
に
あ

　

げ
ら
れ
る
と
思
わ
れ
ま
し
た
が
、

　

い
ま
申
し
た
よ
う
な
わ
け
で
品
質

　

は
低
下
し
、
管
内
で
最
下
位
に
な

　

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

×
市
で
は
採
択
圃
委
託
補
助
金
を

　

だ
し
て
品
質
の
向
上
を
図
っ
て
い

　

玄
す
が
、
こ
の
効
果
が
現
わ
れ
て

　

い
ま
す
か
。

○
は
っ
き
り
と
効
果
は
現
上
わ
れ
て

　

い
ま
す
。
私
は
こ
れ
を
特
別
指
導

　

圃
地
と
い
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の

　

耕
作
者
で
は
反
収
平
均
七
～
八
千

　

円
は
増
収
し
て
い
ま
す
。

×
た
ば
こ
を
吸
う
人
は
肺
ガ
ン
に

　

な
り
や
す
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

　

が
、
葉
た
ぱ
こ
の
生
産
に
影
響
は

　

あ
り
ま
せ
ん
か
。

○
ガ
ン
の
問
題
は
別
と
し
て
一
般

　

に
愛
煙
家
も
ふ
え
、
こ
と
し
は
中

　

近
東
や
米
国
の
一
部

　

へ
も
約
三
百
四
十
万

　

キ
ロ
を
初
輸
出
ト
ま

　

し
た
、
今
後
も
明
ろ

　

い
見
通
し
が
た
て
ら

　

れ
て
い
ま
す
。

祉
大
野
葉
た
ば
こ
の

　

名
を
取
り
も
ど
す
に

　

は
ど
の
よ
ら
な
点
に

　

気
を
付
け
れ
ば
良
し
‘

　

の
で
し
ょ
う
か
。

○
消
費
者
（
愛
煙
家
）

　

は
良
い
品
を
求
め
て

　

い
ま
す
。
そ
こ
で
消

　

費
者
の
サ
ー
ビ
ス
に

　

あ
た
る
専
売
公
社
や

　

耕
作
者
・
H
サ
ー
ビ
ス

本
意
の
良
い
葉
た
ば
こ
を
作
る
こ

と
が
た
い
せ
っ
で
す
。
そ
こ
で
注

意
し
て
ほ
し
い
こ
と
は

第
一
に
耕
作
指
一
導
員
の
指
示
を
よ

く
聞
い
て
正
し
く
守
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
で
す
。
火
に
曰
1
期
咬
暗
、

高
ウ
ネ
栽
培
、
保
温
キ
ャ
ッ
プ
、

完
熟
タ
イ
肥
の
励
行
と
特
別
指
導

圃
の
増
設
や
耕
作
者
の
研
究
と
努

力
に
よ
っ
て
は
、
金
沢
管
内
一
の

名
を
取
り
も
ど
す
こ
と
も
夢
物
語

り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
収
納
急
ぐ
富
田
収
納
所
）

菊花かかる文化の日

　

菊花かおる文化の日は、年ごとにでかさむ叶会文化

の進展を感謝するとともに、多くの文化財を残して

くださった祖先や、また郷士文化の発展に頁献され

た方々への感訓をおくる日であります。

　

こんごまずます私たちの日常生活をより豊かに、

より楽しい文化生活を築くために絶えず努力を続け

あわせて4万5干市民が力を結集して文化都市大野

の建設に当りましよう（大高園芸部で栽培した菊）

医
療
費
に
困
る
方
へ

　
　

五
万
円
ま
で
貸
し
付
け

今
度
［
医
療
費
貸
付
資
金
］
の
制
度

が
生
れ
ま
し
た
。
そ
の
大
要
は
次
の

と
お
り
で
す
か
ら
希
望
者
は
居
佻
地

の
民
生
委
員
を
通
じ
て
民
生
課
へ
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
目
的
社
会
保
険
な
ど
の
対
象
外

に
あ
る
者
、
お
よ
び
社
会
保
険
な
ど

の
対
象
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
医
療

費
の
一
部
負
担
を
必
要
・
と
す
7
も
の

が
多
数
ふ
り
ま
す
。
こ
か
ら
の
力
々

の
多
く
は
、
ぽ
旅
費
を
一
時
に
女
払

い
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
た
め

に
必
要
な
と
き
に
、
必
要
な
医
療
が

受
け
ら
れ
ず
に
た
だ
病
状
を
悪
化
さ

せ
て
、
取
り
返
1
の
っ
か
な
い
事
に

な
る
の
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

こ
C
、
こ
れ
ら
の
人
々
に
必
要
な
医

療
費
叱
貸
し
付
け
、
被
保
護
階
噌
に

落
ち
て
い
く
の
を
防
止
す
る
こ
と
に

な
り
ま
I
だ
。

ｙ
貸
し
付
け
の
対
象
者

　

牧
人
の
少
い
者
で
次
に
あ
て
は
ま

る
者

1
傷
い
を
受
け
、
ま
た
は
疾
病
に

　

か
か
っ
て
い
て
六
ヵ
月
以
内
に
治

　

ゆ
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

2
傷
い
、
室
た
は
病
を
治
療
し
て

　

い
る
期
間
中
の
収
入
状
況
で
は
医

　

療
費
の
一
部
ま
た
は
全
部
の
支
払

　

が
不
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

　

者
ろ
貸
し
付
け
を
受
け
た
額
を
五
ヵ

　

年
以
内
で
返
済
し
得
る
と
認
め
ら

　

れ
る
者

▼
貸
し
付
け
の
条
件

1
貸
付
限
度
五
万
円
以
内

2
貸
付
利
子
、
年
三
分
た
だ
し

　

据
置
期
間
中
は
籤
利
子

ろ
償
還
期
間
、
据
置
期
間
終
了
後

　

五
ヵ
年
以
内

4
据
置
期
間
六
ヵ
月
以
内
で
始

　

期
は
最
終
の
貸
付
金
の
交
付
を
受

　

け
た
日
で
す

5
償
還
方
法
年
賦
、
半
年
賦
ま

　

た
は
月
賦
に
よ
り
元
金
均
等
償
還

　

と
し
、
借
受
人
の
申
し
出
に
よ
つ

　

て
は
い
つ
で
も
繰
り
上
げ
償
還
を

　

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

▼
保
証
人
こ
の
資
金
を
借
り
受
け

　

よ
う
と
す
る
者
は
保
証
人
一
名
以

　

上
を
た
て
な
け
れ
ぱ
な
り
ま
せ
ん

生活、家屋補修費なども

世帯更生資金に追加
世
帯
更
生
資
金
の
貸

し
付
け
制
度
の
う
ち

に
新
た
に
生
活
費
、

家
屋
補
修
費
。
助
産

費
、
葬
祭
費
な
ど
の

生
活
資
金
の
貸
し
付

け
制
度
が
加
え
ら
れ

生
活
困
窮
者
に
と
っ

て
は
一
条
の
光
明
と

な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
少
な
い
収
入

に
よ
っ
て
生
活
し
て

い
る
者
で
、
こ
の
資

金
を
借
り
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
被

保
護
階
層
へ
の
転
落
が
防
が
れ
自
立

更
生
が
で
き
る
見
込
み
の
っ
く
者
に

対
1
て
貸
し
付
け
る
制
度
で
、
貸
L

付
け
資
金
の
種
類
、
お
よ
び
限
度
、

償
還
期
間
、
据
置
期
間
は
次
の
と
お

り
で
す
。

△
生
活
費
月
額
三
千
円
以
内
、
世

　

帯
主
は
月
額
一
千
円
以
内
、
世
帯

　

員
は
月
額
一
人
五
百
円
以
内

△
家
屋
補
修
1
三
万
円
以
内

△
助
産
費
二
千
円
以
内

△
葬
祭
費
三
千
円
以
内

△
償
還
期
間
は
い
ず
れ
も
三
年
以
内

△
据
置
期
間
六
ヵ
月
以
内

△
利
子
は
年
利
三
分
で
据
置
期
間
は

　

飢
利
子
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

希
望
さ
れ
る
方
は
市
民
生
課
へ
巾

　

出
て
く
だ
さ
い
。



摺保相談室

⑪

ど
こ
の
医
者
に
で
も
国

保
で
み
て
も
ら
え
ま
す

K
子
市
の
国
民
健
康
保
険
は
ど

こ
の
医
者
に
で
も
診
て
も
ら
え
玄

す
か
。

　

（
答
）
次
の
医
師
会
お
よ
び
病
院
と

診
療
協
定
を
結
ん
で
い
玄
す
か
ら
そ

こ
で
あ
れ
ば
ど
こ
の
医
者
に
で
も
み

て
も
ら
え
ま
す
。
た
だ
し
大
野
郡
市

医
師
会
以
外
の
病
院
や
医
者
で
み
て

も
ら
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
費
用
の

半
額
（
一
部
負
担
金
）
は
そ
の
病
院

ま
た
は
医
者
の
窓
口
で
支
払
っ
て
く

だ
さ
い
。

　

大
野
郡
市
医
師
会
（
大
野
、
勝
山

市
お
よ
び
大
野
郡
内
の
医
者
）

福
井
市
医
師
会
（
福
井
市
内
の
医

者
）

福
井
赤
十
字
病
院

福
井
県
立
病
院

福
井
県
立
精
神
病
院

県
内
お
よ
び
石
川
県
内
国
立
病
院

ま
た
は
療
養
所

K
子
市
と
診
療
に
つ
い
て
の
契

約
を
結
ん
で
い
な
い
医
者
に
や
む

を
え
な
い
事
情
で
み
て
も
ら
っ
た

場
合
の
費
用
は
ど
う
な
り
ま
す
か

　

（
答
）
こ
の
場
合
は
一
応
現
金
で
支

払
っ
て
い
た
だ
い
て
市
役
所
で
定
め

た
領
収
証
に
医
師
の
領
収
証
明
を
書

い
て
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
費

用
に
つ
い
て
は
定
め
ら
れ
た
点
数
で

計
算
し
た
半
額
を
療
養
費
払
と
し
て

あ
な
た
に
お
支
払
い
し
ま
す
。

〔
郷
土
s
ろ
は
か
る
た
〕

蘭
学
の
さ
き
が
け
大
野
藩

大野藩主土井利忠は洋学を奨励し、土田龍湾を

大阪に出して緒方洪庵に、ついで江戸で杉田成

卿に学ぱせ、帰藩tて家中に蘭学を教えさせた

やがて明倫館、および蘭学館を創設して、洪庵

の高弟伊藤慎蔵を招いて藩士に蘭学を教えさせ

た大野藩の洋学は大いにふるい、越前国内の諸

藩はもとより、遠く四国、九州からも遊学した。

声

長
い
浮
き
世
に

短
い
命
で
す

近
ご
ろ
の
快
適
事
は

な
ん
と
い
っ
て
も
国

医
の
再
開
で
す
。
と
こ
ろ
が
あ
る
委

員
の
方
の
話
し
で
は
、
ま
だ
加
入
な

さ
ら
な
い
方
が
あ
る
と
の
こ
と
、
こ

ん
な
よ
い
こ
と
に
な
ん
て
反
対
な
ざ

る
の
で
し
ょ
う
か
。
確
か
に
お
金
持

の
方
に
は
損
に
な
る
で
し
ょ
う
が
、

長
い
浮
き
世
に
短
い
命
で
す
。

　

生
き
て
い
な
さ
る
う
ち
に
人
々
の

喜
ぶ
事
を
し
て
く
だ
さ
い
。
少
し
の

損
で
た
く
さ
ん
の
貧
乏
人
を
救
っ
て

や
る
ん
だ
と
大
乗
的
な
気
持
に
な
ら

れ
て
I
肌
ぬ
い
で
く
だ
さ
い
。
こ
こ

ま
で
進
ん
で
き
た
の
で
す
か
ら
ど
う

か
賛
成
し
て
く
だ
さ
い
。
貧
乏
人
の

私
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。
（
S
生
）

　

（
答
）
大
野
地
域
の
国
保
が
こ
の
九

月
か
ら
実
施
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ま
だ
一
部
に
加
入
な
さ
ら
な
い

方
が
あ
る
こ
と
に
疑
問
を
お
も
ち
の

よ
う
で
す
か
ら
お
答
え
し
ま
す
。

　

ま
だ
加
入
し
な
い
方
は
反
対
し
て

い
る
方
で
あ
っ
て
、
た
と
え
極
く
一

部
に
反
対
の
方
が
あ
り
ま
し
て
も
九

月
一
日
か
ら
大
野
地
域
に
も
市
の
国

民
健
康
保
険
条
例
を
適
用
し
て
い
ま

す
以
上
、
規
則
に
よ
っ
て
除
か
れ
る

も
の
以
外
は
、
す
べ
て
加
入
の
義
務

が
あ
り
、
か
っ
自
動
的
に
被
保
険
者

と
し
て
の
資
格
が
取
得
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
ま
し
て
、
市
は
被
保
険
者

と
し
て
の
お
取
扱
を
し
て
い
る
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て

保
険
税
負
担
の
義
務
を
免
れ
な
い
の

は
当
然
で
あ
り
ま
す
。

　

市
は
こ
れ
ら
反
対
意
見
の
方
に
は

直
接
玄
た
は
区
の
役
員
の
方
を
煩
わ

し
て
御
理
解
と
御
認
識
を
／
s
T
・
る
こ
と

に
努
力
し
て
い
ま
す
。
国
民
健
康
保

険
の
仕
事
を
健
全
に
発
展
さ
せ
る
た

め
に
は
被
保
険
者
の
社
会
協
同
思
想

と
相
扶
共
済
の
精
神
を
も
と
と
し
た

強
力
な
支
持
が
必
要
で
あ
り
ま
す
の

で
、
各
位
の
御
理
解
と
御
協
力
を
切

に
望
み
ま
す
。

婦

人
巾メ

モ

△
簡
単
な
い
か
け
の
方
法

バ
ヶ
ツ
や
弁
当
箱
に
ア
ナ
の
お
い

た
と
き
は
、
松
や
に
と
菜
種
油
（

そ
の
他
の
植
物
油
）
を
火
で
と
か

し
て
修
理
箇
所
に
流

し
、
そ
の
上
に
ビ
エ

ー
ル
か
布
地
を
か
ぶ

せ
れ
ば
水
は
も
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
火
に
か
け
る
屯
の

は
使
用
で
き
ま
せ
ん
が
、
屋
根
の

雨
も
り
な
ど
に
応
用
で
き
長
も
ち

し
ま
す
。

　

△
フ
ル
イ
の
あ
と
始
末
野
菜

な
ど
を
裏
ご
し
し
た
際
、
フ
ル
イ

の
あ
と
始
末
は
、
タ
フ
ジ
な
ど
で

洗
う
と
フ
ル
イ
が
い
た
み
ま
す
か

ら
、
少
量
の
荒
塩
を
手

で
フ
ル
イ
に
つ
け
て
、

上
か
ら
布
き
ん
を
ぶ
っ

け
る
よ
う
に
軽
く
た
た

く
と
き
れ
い
に
落
ち
ま
す
。

△
か
た
い
干
し
だ
ら
番
茶
で
煮

る
と
骨
の
し
ん
玄
で
や
お
ら
か
く

な
り
ま
す
。

鈴孤峨釦£邨

洞
雲
寺
御
開
山
木
像
は

　
　

天
下
」
の
出
目
是
閑
の
作

　

九
月
二
十
三
日
、
能
面
研
究
の
権

威
高
林
吟
二
氏
の
一
行
十
三
名
が
、

大
野
市
と
勝
山
市
へ
こ
ら
れ
て
能
面

を
調
査
さ
れ
ま
し
た
。

　

大
野
市
で
は
洞
雲
寺
御

開
山
元
勅
の
木
像
と
、
上

舌
部
落
の
高
津
与
兵
衛
、

中
荒
井
区
の
長
谷
川
新
兵

衛
両
氏
の
能
面
を
見
ら
れ

ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
洞

雲
寺
の
木
像
は
出
目
是
閑

の
作
で
あ
る
と
折
紙
を
つ

け
ら
れ
ま
し
た
。

　

古
来
、
口
伝
で
も
是
閑
の
作
で
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
度

こ
れ
が
は
つ
き
り
裏
付
け
さ
れ
ま
し

た
。

　

出
目
是
閑
は
大
野
出
目
の
元
祖
で

助
左
衛
門
吉
満
と
称
1
、
晩
年
て
い

髪
し
て
是
閑
と
号
し
ま
し
た
。
平
泉

寺
三
光
坊
、
大
幸
坊
な
ど
に
能
面
の

技
を
学
び
、
そ
の
技
は
師
匠
以
上
に

上
達
し
た
と
称
さ
れ
ま
し
た
。

　

亀
山
城
主
金
森
長
近
が
こ
れ
を
招

い
て
城
下
に
住
ま
わ
せ
、
能
面
を
打

た
せ
ま
し
た
。
文
戦
四
年
（
一
五
九

五
）
豊
臣
秀
吉
は
こ
の
作
に
天
下
一

の
朱
印
を
賜
り
ま
し
た
。
古
文
書
に

　

今
度
面
之
儀
は
仰
付
候
処
御
好
み

　

通
り
無
相
違
殊
に
手
際
無
類
の
条

天
下
一
に
成
さ
れ
候
、
然
者
最
前

角
坊
天
下
一
に
仰
付
け
ら
れ
候
間

自
今
以
後
両
輪
旨
た
る
べ
く
仰
出

さ
れ
候
条
可
成
其
意
也

　

文
祗
四
年
二
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　

豊
太
閤
朱
印

　
　

出
目
助
左
衛
門
へ

と
あ
り
、
い
か
に
逸
品
で
あ
り
ま
し

た
か
は
、
想
像
に
余
り
あ
り
ま
す
。

　

現
在
も
出
目
是
閑
作
の
能
面
が
東

京
博
物
館
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

つ
い
で
是
閑
は
徳
川
家
康
に
供
奉

し
江
戸
に
出
、
の
J
も
越
前
太
守
松
平

秀
康
に
召
出
さ
れ
て
十
人
扶
持
を
賜

り
ま
し
た
。
洞
雲
寺
木
像
は
こ
の
こ

ろ
大
野
に
す
ま
い
し
て
作
っ
た
も
の

で
あ
り
玄
し
よ
う
。
当
時
洞
雲
寺
も

亀
山
の
ふ
も
と
に
あ
り
朝
倉
義
景
の

隠
れ
場
所
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま

す
の
も
再
び
江
戸
に
出
て
松
屋
町
に

す
ま
い
し
、
終
始
面
打
ち
に
精
進
し

元
和
二
年
（
一
六
一
六
年
）
四
月
一

日
九
十
歳
に
て
卒
去
し
ま
し
た
。

　

そ
の
作
品
は
龍
右
衛
門
、
赤
鶴
（

シ
ャ
ク
グ
ル
）
に
も
比
す
べ
く
、
そ

の
精
妙
古
今
無
類
、
ま
た
仏
師
と
し

ま
し
て
も
定
朝
、
運
慶
な
ど
と
相
並

ぶ
べ
き
名
匠
で
あ
り
ま
し
た
。
高
林

氏
は
「
是
閑
は
能
面
史
上
最
高
金
字

塔
で
前
に
も
あ
と
に

も
こ
れ
以
上
の
人
は

出
な
か
っ
た
。
真
に

能
㈲
の
真
髄
を
は
握

せ
る
名
人
で
あ
る
」

と
語
り
ま
し
た
。

　

（
是
閑
作
の
洞
雲
寺

開
山
木
像
）
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