
「
く
ろ
ま
い
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の

黒
米
は
、
地
元
の
拓
殖
大
学
北
海
道
短

期
大
学
が
10
有
余
年
の
歳
月
を
か
け
て

品
種
改
良
を
行
っ
た
も
の
で
す
。
ポ
リ

フ
ェ
ノ
ー
ル
の
一
つ
ア
ン
ト
シ
ア
ニ
ン

を
含
み
、
血
糖
値
を
下
げ
る
な
ど
の
効

果
が
期
待
さ
れ
、
ま
ち
お
こ
し
団
体
と

共
に
商
品
開
発
を
進
め
て
お
り
、
現
在

で
は
19
社
51
品
目
ま
で
広
が
っ
て
い
ま

す
。

は
、
こ
れ
ぐ
ら
い
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
は
必

要
と
考
え
、
現
在
で
は
そ
ば
ク
レ
ー
プ

が
地
元
レ
ス
ト
ラ
ン
の
定
番
メ
ニ
ュ
ー

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
黒
米
で
す
。
深
川
は

北
海
道
唯
一
の
黒
米
品
種「
き
た
の
む
ら

さ
き
」の
発
祥
地
で
す
。
玄
米
の
皮
に
赤

や
紫
な
ど
の
色
素
を
含
み
、
一
般
的
に

は
紫
黒
米
と
か
赤
米
、
あ
る
い
は
古
代

米
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
本
市
で
は

地
域
経
済
活
性
化
計
画
」の
三
つ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

事
業
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
広
く
市

民
の
参
画
を
得
て
「
ふ
か
が
わ
元
気
会

議
」を
設
立
、
部
会
と
し
て
中
心
市
街
地

活
性
化
部
会
・
移
住
定
住
促
進
部
会
・

地
域
産
業
活
性
化
部
会
の
３
つ
を
立
ち

上
げ
、
知
恵
と
ア
イ
デ
ア
に
富
ん
だ
事

業
の
企
画
・
運
営
を
進
め
て
い
ま
す
。

各
部
会
で
は
毎
回
活
発
な
意
見
が
交
わ

さ
れ
、「
ま
ず
は
や
っ
て
み
よ
う
」
を
合

言
葉
に
、
自
ら
行
動
を
起
こ
し
て
い
く

活
動
的
な
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ

で
は
、
地
域
産
業
活
性
化
部
会
の
取
り

組
み
を
紹
介
し
ま
す
。

　

地
域
産
業
活
性
化
部
会
で
は
、
特
産

品
の
開
発
を
目
的
に
地
域
資
源
の
掘
り

起
こ
し
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
ま
ず

初
め
に
、
生
産
量
全
国
第
２
位
の
ソ
バ

と
北
海
道
第
７
位
の
リ
ン
ゴ
で
す
。
私

が
フ
ラ
ン
ス
で
食
し
た
ガ
レ
ッ
ト
と

シ
ー
ド
ル
が
共
通
の
特
産
品
で
あ
る
こ

と
を
ヒ
ン
ト
に
、
そ
ば
ク
レ
ー
プ
と
り

ん
ご
発
泡
酒
造
り
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

市
内
の
飲
食
店
や
団
体
に
依
頼
し
試
作

を
繰
り
返
し
ま
し
た
が
、
ク
レ
ー
プ
と

い
え
ば
小
麦
粉
、
ワ
イ
ン
は
ブ
ド
ウ
を

イ
メ
ー
ジ
す
る
中
で
、
そ
の
反
応
は
賛

否
両
論
で
し
た
。
し
か
し
、
地
域
の
強

み
と
な
り
得
る
資
源
を
掘
り
起
こ
す
に

マ
レ
ス
ト
ラ
ン

　

ま
た
、
春
秋
の
行
楽
シ
ー
ズ
ン
や
収

穫
時
期
に
合
わ
せ
て
、
深
川
で
採
れ
た

農
産
物
を
味
わ
え
る「
メ
ロ
ン
・
ス
イ
カ

祭
」や「
稔
り
の
秋
収
穫
祭
」な
ど
数
多
く

の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
一
度
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

地
域
資
源
の
掘
り
起
こ
し

　

現
在
、
本
市
で
は
地
域
経
済
の
活
性

化
を
図
る
た
め
、
総
務
省
の「
頑
張
る
地

方
応
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
活
用
し
、「
に

ぎ
わ
い
の
街
創
出
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」「
来

て
み
て
暮
ら
す
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」「
総
合

位
性
を
Ｐ
Ｒ
す
る
と
と
も
に
、「
精
米
体

験
コ
ー
ナ
ー
」で
は
も
み
か
ら
白
米
に
な

る
ま
で
の
行
程
を
見
学
し
、
今い

ま
ず
り
ま
い

摺
米
を

購
入
で
き
る
ほ
か
、
ク
イ
ズ
や
ゲ
ー
ム

を
通
し
て
お
米
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

学
習
が
で
き
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
次
の

よ
う
な
機
能
を
持
っ
て
い
ま
す
。

▼
情
報
コ
ー
ナ
ー
：
道
路
・
気
象
状
況

や
観
光
ス
ポ
ッ
ト
、
食
事
処
な
ど
の
情

報
を
発
信　

▼
農
産
物
直
売
所
：
新
鮮

で
安
全
・
安
心
な
旬
の
農
産
物
を
販
売

▼
特
産
品
販
売
コ
ー
ナ
ー
：
深
川
ブ
ラ

ン
ド
と
し
て
開
発
さ
れ
た
商
品
や
特

産
品
を
販
売　

▼
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
コ
ー

ナ
ー
：
大
お
に
ぎ
り
や
濃
厚
な
ソ
フ
ト

ク
リ
ー
ム
、
牛
乳
な
ど
を
販
売　

▼
レ

ス
ト
ラ
ン
：
お
米
を
主
題
と
し
た
テ
ー

　

本
市
で
は
、
食
料
と
環
境
の
時
代
と

い
わ
れ
る
21
世
紀
に
お
い
て
、
可
能
性

あ
ふ
れ
る
農
業
・
農
村
を
守
り
育
て
る

と
と
も
に
、
地
域
全
体
の
貴
重
な
財
産

と
し
て
、
次
世
代
に
し
っ
か
り
と
引
き

継
い
で
い
く
こ
と
が
極
め
て
重
要
な
こ

と
と
考
え
て
い
ま
す
。

ラ
イ
ス
ラ
ン
ド
ふ
か
が
わ

「
情
報
発
信
基
地
」

　

深
川
の
シ
ン
ボ
ル
・
道
の
駅「
ラ
イ
ス

ラ
ン
ド
ふ
か
が
わ
」は
、
米
の
ま
ち
・
ふ

か
が
わ
の
イ
メ
ー
ジ
を
中
心
に
各
種
情

報
を
発
信
し
な
が
ら
、
通
過
す
る
多
く

の
人
々
を
市
内
に
誘
導
す
る
と
と
も
に
、

深
川
ら
し
さ
を
提
供
す
る
憩
い
の
施
設

と
し
て
、
毎
年
１
０
０
万
人
以
上
の
方

に
来
館
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

深
川
の
大
型
・
近
代
化
農
業
を
プ
ロ

ジ
ェ
ク
タ
ー
で
知
る
こ
と
の
で
き
る「
お

米
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」で
は
、
本
市
農
業
の
優

好
成
績
を
収
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
米
の
い
わ
ゆ
る
責
任
産
地
と

し
て
、
さ
ら
な
る
販
売
拡
大
に
向
け
、

私
自
身
、
Ｊ
Ａ
と
共
に
取
引
先
へ
の
消

費
拡
大
の
働
き
掛
け
を
行
う
と
と
も
に
、

深
川
産
米
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
こ
め
ッ
ち
」

の
活
用
や
試
食
会
の
実
施
な
ど
に
よ
り
、

道
内
外
に
お
い
て
深
川
産
米
の
Ｐ
Ｒ
に

努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

一
方
で
、
地
元
農
産
物
の
消
費
拡
大

と
と
も
に
、
市
で
推
進
す
る
食
育
の
取

り
組
み
を
着
実
に
展
開
す
る
た
め
、
地

産
地
消
に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
は
、
米
価
低
迷
が
続
く
中
、
花
卉

や
野
菜
な
ど
高
収
益
作
物
の
導
入
と
併

せ
て
、
収
益
性
の
高
い
和
牛
の
導
入
・

拡
大
な
ど
に
よ
り
農
家
所
得
の
向
上
を

図
る
こ
と
、
ま
た
環
境
へ
の
配
慮
と

い
っ
た
観
点
か
ら
バ
イ
オ
マ
ス
の
検
討

や
担
い
手
育
成
に
関
す
る
新
た
な
取
り

組
み
な
ど
も
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

米
の
ま
ち
・
ふ
か
が
わ

「
農
業
の
取
り
組
み
」

　

深
川
市
の
基
幹
産
業
は
、
何
と
い
っ

て
も
農
業
で
す
。
農
家
の
皆
さ
ん
は
、

恵
ま
れ
た
土
地
条
件
な
ど
を
生
か
し
、

稲
作
を
中
心
に
畑
作
や
果
樹
、
野
菜
、

花か

き卉
、
酪
農
・
肉
用
牛
と
い
っ
た
多
様

な
作
目
に
取
り
組
ま
れ
、
そ
の
生
産
物

は
多
方
面
か
ら
高
い
評
価
を
頂
い
て
い

ま
す
。
特
に
お
米
は
、
農
業
試
験
場
に

お
け
る
品
種
開
発
や
生
産
者
を
は
じ
め
、

関
係
機
関
・
団
体
に
よ
る
良
質
・
良
食

味
米
の
安
定
生
産
へ
の
取
り
組
み
な
ど

が
鋭
意
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
、
前

年
は
食
味
が
良
い
と
さ
れ
る
低
タ
ン
パ

ク
米
の
割
合
が
約
８
割
と
過
去
最
高
と

な
り
ま
し
た
。
最
近
の
消
費
者
を
対
象

と
し
た
食
味
官
能
試
験
で
は
、
本
市
で

作
付
け
し
て
い
る
品
種
「
ふ
っ
く
り
ん

こ
」な
ど
が
本
州
の
有
名
銘
柄
を
超
え
る

わが
を
語
る

市

◆ 

面
積　
　

５
２
９
・
23
㎢

◆ 

人
口　
　

２
万
４
１
７
０
人

◆ 

世
帯
数　

１
万
１
３
２
６
世
帯　

〔
将
来
都
市
像
〕「
市
民
と
と
も
に
創
る　

住
み
よ
い
ま
ち　

深
川
」

〔
ま
ち
の
特
徴
〕
北
海
道
の
ほ
ぼ
中
央
に
位

置
し
、
ま
ち
の
中
心
地
を
石
狩
川
が
流
れ

て
い
る
。
交
通
の
利
便
性
が
良
く
、
豊
か

な
自
然
の
恵
み
と
田
園
景
観
に
囲
ま
れ
た

ま
ち

〔
特
産
品
〕
米
、
ソ
バ
、
キ
ュ
ウ
リ
、
ね
ば

り
長
イ
モ
、
リ
ン
ゴ
、
サ
ク
ラ
ン
ボ
、
深

川
そ
ば
め
し
、
深
川
ワ
イ
ン
、
ウ
ロ
コ
ダ

ン
ゴ

〔
観
光
〕
桜
山
公
園
、
丸
山
公
園
カ
タ
ク
リ

群
生
地
、
音
江
連
山
、
道
の
駅
「
ラ
イ
ス

ラ
ン
ド
ふ
か
が
わ
」、
ま
あ
ぶ
オ
ー
ト
キ
ャ

ン
プ
場
、
戸
外
炉
（
ト
ト
ロ
）
峠

〔
イ
ベ
ン
ト
〕
ふ
か
が
わ
氷
雪
ま
つ
り
、
市

民
桜
ま
つ
り
、
ま
あ
ぶ
フ
ェ
ス
タ
、
深
川

し
ゃ
ん
し
ゃ
ん
祭
り
・
花
火
大
会

キ
ラ
リ
と
光
る
自
信
に
満
ち
た
郷
土
づ
く
り

 
〜
い
つ
も
微
笑
み
な
が
ら
暮
ら
せ
る
マ
チ
を
め
ざ
し
て
〜
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深ふ
か
が
わ川
市（
北
海
道
）

深
川
市
長
　
山
下
貴
史

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

深川産米キャラクターの「こめッち」
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深川市長

山下貴史
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深川市

札幌市



ち
（
市
民
力
の
向
上
）」「
人
学
び
あ
え
る

ま
ち（
人
材
の
育
成
）」と
い
う
共
通
理
念

を
掲
げ
、
祭
り
や
イ
ベ
ン
ト
に
よ
る
に

ぎ
わ
い
の
創
造
や
職
員
の
地
域
担
当
制

度
に
よ
る
市
民
と
の
触
れ
合
い
、
学
び

を
通
し
て
市
民
が
社
会
参
加
で
き
る
環

境
を
整
え
る
こ
と
が
私
の
責
務
で
す
。

　

住
む
ま
ち
に
、
誇
り
と
自
信
を
持
っ

た
市
民
が
い
る
こ
と
が
一
番
の
財
産
で

す
。
今
後
も
、「
ま
ち
づ
く
り
は
人
づ
く

り
」の
原
点
を
見
失
わ
ず
、
元
気
な
ま
ち

づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。

ま
ち
づ
く
り
の
絶
好
の
機
会
と
と
ら
え
、

市
民
企
画
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、「
ひ
と
・

つ
な
ぐ
・
み
ら
い　

し
ん
じ
ょ
う
再
発

見
!!
」を
テ
ー
マ
に
記
念
式
典
や
多
彩
な

イ
ベ
ン
ト
を
市
民
と
一
緒
に
な
っ
て
開

催
し
た
こ
と
で
、
新
た
な
ま
ち
づ
く
り

の
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　

１
０
０
年
に
一
度
の
経
済
不
況
と
い

わ
れ
る
中
、
企
業
の
撤
退
な
ど
厳
し
い

状
況
も
あ
り
ま
す
が
、「
人
行
き
か
う
ま

ち
（
経
済
の
活
性
化
）」「
人
ふ
れ
あ
う
ま

出
前
し
ま
し
た
。
ア
マ
チ
ュ
ア
の「
新
庄

そ
ば
工
房
」の
打
ち
手
が
、
六
角
橋
商
店

街
の
一
角
で
そ
ば
打
ち
を
披
露
し
な
が

ら
１
５
０
円
で
提
供
し
た
と
こ
ろ
、「
お

い
し
い
、
お
い
し
い
」の
連
発
で
、
用
意

し
た
４
５
０
食
が
た
ち
ま
ち
完
売
し
ま

し
た
。

「
市
民
が
主
役　

市
民
が
動
く

市
民
が
光
る
ま
ち
づ
く
り
」

　

夏
の
「
新
庄
ま
つ
り
」
を
は
じ
め
と
し

て
、
春
の
「
新
庄
カ
ド
（
に
し
ん
）
焼
き

ま
つ
り
」、
秋
の
「
新
庄
味
覚
ま
つ
り
」、

冬
の
「
新
庄
雪
ま
つ
り
」、
他
に
も
固
定

フ
ァ
ン
が
多
い
「
あ
じ
さ
い
ま
つ
り
」
や

「
み
ち
の
く
民
話
ま
つ
り
」
な
ど
、
四
季

折
々
に
さ
ま
ざ
ま
な
祭
り
が
開
催
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
多
く
の
市
民

が
参
加
し
、
祭
り
を
盛
り
上
げ
て
く
れ

ま
す
。
ま
さ
に
、「
市
民
が
主
役　

市
民

が
動
く　

市
民
が
光
る
ま
ち
づ
く
り
」の

実
践
者
で
す
。
行
政
は
、
市
民
と
共
に

汗
を
か
き
、
励
ま
し
、
互
い
に
褒
め
た

た
え
合
え
る
地
域
づ
く
り
の
仕
組
み
を

つ
く
る
こ
と
で
、
参
加
し
た
市
民
が
自

信
を
得
る
よ
う
な
政
策
を
進
め
る
こ
と

を
心
掛
け
て
い
ま
す
。

ま
ち
づ
く
り
は
人
づ
く
り

　

市
制
施
行
60
周
年
に
当
た
る
本
年
を

「
１
０
０
円
商
店
街
」
の
発
祥
の
地
が
新

庄
で
す
。
全
国
サ
ミ
ッ
ト
と
も
重
ね
合

わ
せ
た
「
第
１
回
新
庄
味
覚
ま
つ
り
」
で

は
、
全
国
か
ら
訪
れ
た
商
店
街
の
方
々

も
大
い
に
盛
り
上
が
り
、
互
い
に
パ

ワ
ー
の
交
換
を
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
「
１
０
０
円
商
店
街
」
に

ち
な
ん
で
、
横
浜
市
で
は
、
横
浜
開
港

１
５
０
周
年
記
念「
横
浜
１
５
０
円
商
店

街
」
と
し
て
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

新
庄
か
ら
は
お
い
し
い
手
打
ち
そ
ば
を

ら
が
自
慢
の
味
の
再
発
見
」
を
目
指
し

て
、
市
内
の
４
つ
の
商
店
街
、Ｊ
Ａ
、
商

工
会
議
所
、
料
飲
組
合
、
産
直
組
合
な

ど
市
内
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
団
体
に
声

を
か
け
「
新
庄
味
覚
ま
つ
り
」
と
称
し
て

開
催
し
た
と
こ
ろ
、「
新
庄
ま
つ
り
」
を

思
わ
せ
る
よ
う
な
人
出
で
街
中
は
一
日

中
大
変
な
盛
り
上
が
り
を
見
せ
ま
し
た
。

　

新
庄
の
味
覚
の
代
表
格
が
山
形
名
物

の
「
芋
煮
」
で
、
し
ょ
う
ゆ
味
派
と
み
そ

味
派
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
一
歩
も
引

か
ぬ
舌
戦
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、「
手
打

ち
そ
ば
」も
自
慢
で
、
新
幹
線
延
伸
の
際

も
「
新
庄
は
か
な
り
そ
ば
で
あ
る
」
と
い

う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
使
わ
れ
る
ほ

ど
、
誰
に
で
も
満
足
い
た
だ
け
る
隠
れ

た
そ
ば
の
里
で
す
。
ほ
か
に
も
、
ラ
ー

メ
ン
に
煮
込
ん
だ
鳥
も
つ
を
の
せ
た「
愛

を
と
り
も
つ
ラ
ー
メ
ン
」
な
ど
も
人
気

で
、
多
く
の
店
が
手
打
ち
や
自
家
製
麺

で
特
徴
を
出
し
て
い
る
「
こ
だ
わ
り
の

店
」が
多
い
の
も
自
慢
で
す
。

「
１
０
０
円
商
店
街
」発
祥
の
地

　

今
、
全
国
的
に
広
ま
り
つ
つ
あ
る

絢け
ん
ら
ん爛
な
山
車
21
台
が
市
内
を
練
り
歩
き

ま
す
。

　

ま
た
、
天
満
神
社
の
ご
神
体
を
乗
せ

た
「
神
輿
渡
御
行
列
」
は
、
古
式
ゆ
か
し

い
大
名
行
列
を
連
想
さ
せ
、
傘
回
し
、

挟
み
箱
な
ど
観
客
を
魅
了
す
る
妙
技
を

所
々
で
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、

県
指
定
の
無
形
民
俗
文
化
財
と
な
っ
て

い
る
萩
野
・
仁
田
山
集
落
の
「
鹿
子
踊
」

の
奉
納
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。

　

東
北
の
夏
祭
り
の
最
後
を
飾
る「
新
庄

ま
つ
り
」は
、
新
庄
の
若
者
を
故
郷
へ
呼

び
戻
す
原
動
力
で
も
あ
り
、
新
庄
人
の

心
の
原
点
で
す
。
こ
の
祭
り
が
終
わ
る

と
秋
風
が
吹
く
と
い
わ
れ
、
秋
の
味
覚

ま
つ
り
へ
と
向
か
い
ま
す
。

お
い
し
い
新
庄
再
発
見
！

「
新
庄
味
覚
ま
つ
り
」

　

こ
の
祭
り
は
、
本
年
で
２
回
目
に
な

り
ま
す
。
中
心
商
店
街
の
活
性
化
と「
お

層
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

市
民
の
心
意
気「
新
庄
ま
つ
り
」

　

本
年
は
、
市
制
施
行
60
周
年
、「
新
庄

ま
つ
り
の
山
車（
や
た
い
）行
事
」の
国
重

要
無
形
民
俗
文
化
財
指
定
、
山
形
新
幹

線
新
庄
延
伸
10
周
年
と
３
つ
の
慶
事
が

重
な
り
ま
し
た
。

　
「
新
庄
ま
つ
り
」は
、
毎
年
８
月
24
日
、

25
日
、
26
日
の
３
日
間
に
わ
た
っ
て
開

催
さ
れ
ま
す
。
40
万
人
を
超
え
る
観
客

が
訪
れ
る
、
市
内
、
近
郷
近
在
す
べ
て

が
熱
く
燃
え
る
祭
り
で
、
県
内
で
も

２
５
０
年
を
超
え
る
歴
史
と
伝
統
を
兼

ね
備
え
た
祭
り
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
期
間
、
市
内
は
も
と

よ
り
周
辺
の
町
村
の
小
中
学
校
、
そ
し

て
県
立
高
校
ま
で
も
が
祭
り
の
た
め
に

休
み
と
な
り
ま
す
。
山
車
の
製
作
は
町

方
が
、
笛
や
太
鼓
の
は
や
し
は
在
方
が

担
当
す
る
市
民
総
出
の
祭
り
で
、
豪
華

交
通
の
要
衝
・
東
北
の
へ
そ

　

新
庄
市
は
、
山
形
県
の
北
部
に
位
置

し
、
国
道
と
鉄
道
が
交
差
す
る
交
通
の

要
衝
で
、
北
は
秋
田
県
湯
沢
市
、
東
は

宮
城
県
大
崎
市
ま
で
約
１
時
間
の
距
離

に
あ
り
、
新
庄
を
訪
れ
れ
ば
一
気
に
３

県
楽
し
め
る
「
東
北
の
へ
そ
」
と
も
言
わ

れ
る
要
の
都
市
で
す
。

　

ま
た
、
山
形
新
幹
線
が
新
庄
ま
で
延

伸
さ
れ
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
10
年
、
山
形

県
の
北
の
玄
関
口
と
し
て
の
役
割
が
一

わが
を
語
る

市

◆ 

面
積　
　

２
２
３
・
03
㎢

◆ 

人
口　
　

３
万
９
４
５
７
人

◆ 

世
帯
数　

１
万
３
４
９
２
世
帯　

〔
将
来
都
市
像
〕
自
然
の
豊
か
さ
や
雪
と
共

に
あ
る
暮
ら
し
を
味
わ
い
楽
し
む
こ
と
が

で
き
る
「
田
園
都
市
」

〔
ま
ち
の
特
徴
〕
県
の
北
東
部
、
最
上
地
域

の
中
心
都
市
で
古
く
か
ら
の
交
通
の
要
衝
。

県
庁
所
在
地
以
外
で
新
幹
線
の
タ
ー
ミ
ナ

ル
駅
を
持
つ
数
少
な
い
市
の
一
つ
。

〔
特
産
品
〕
く
じ
ら
も
ち
、
新
庄
東
山
焼
、

新
庄
亀
綾
織
、
新
庄
漬
、
玄
米
み
そ
、
納
豆
、

鳥
も
つ
ラ
ー
メ
ン
、
芋
煮
、
そ
ば

〔
観
光
〕
鳥
越
八
幡
神
社
、旧
矢
作
家
住
宅
、

新
庄
藩
主
戸
澤
家
墓
所
、
新
庄
城
跡
、
八

向
楯
、
芭
蕉
乗
船
の
地

〔
イ
ベ
ン
ト
〕
新
庄
ま
つ
り
、
新
庄
カ
ド
焼

き
ま
つ
り
、
新
庄
味
覚
ま
つ
り
、
新
庄
雪

ま
つ
り
、
あ
じ
さ
い
ま
つ
り
、
み
ち
の
く

民
話
ま
つ
り

「
人
行
き
か
う
ま
ち
」「
人
ふ
れ
あ
う
ま
ち
」

「
人
学
び
あ
え
る
ま
ち
」市
民
が
キ
ラ
リ
と
光
る
ま
ち
　
新
庄
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新し
ん

庄じ
ょ
う

市（
山
形
県
）

新
庄
市
長
　
山
尾
順
紀

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

自慢の味の再発見を目指す「新庄味覚まつ
り」（10月）

2

新庄市長

山尾順紀

※面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」に、
　人口・世帯数は「住民基本台帳」による。

新庄市

山形市

豪華絢爛な山車が練り歩く「新庄まつり」（8月）



地
域
の
子
育
て
力
を
復
活
さ
せ
、
子
育

ち
と
親
育
ち
が
で
き
る
「
共
育
ち
」
の
よ

う
な
新
た
な
子
育
て
シ
ス
テ
ム
の
構
築

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

厳
し
い
財
政
状
況
に
変
わ
り
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
子
ど
も
は
本
市
の
宝
で
あ

り
、
子
育
て
・
子
育
ち
支
援
は
未
来
へ

の
投
資
と
位
置
付
け
、
活
力
あ
る
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
る
た
め
に
、
子
育
て
・

子
育
ち
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
ち
づ
く
り
戦
略
と
し
て
の

子
育
て
・
子
育
ち
支
援

　

持
続
可
能
な
行
財
政
運
営
を
確
立
す

る
た
め
に
は
、
財
政
的
な
基
盤
づ
く
り

が
不
可
欠
で
す
。
住
宅
都
市
で
あ
る
本

市
で
は
、
若
い
子
育
て
世
代
に
定
住
し

て
い
た
だ
く
こ
と
が
重
要
課
題
で
す
。

　

今
後
は
、
行
政
が
子
育
て
を
肩
代
わ

り
す
る
の
で
は
な
く
、
行
政
と
家
庭
、

学
校
、
地
域
、
企
業
な
ど
が
連
携
し
て

学
童
保
育
室
と
子
ど
も
の
居
場
所
を「
我

孫
子
市
放
課
後
対
策
事
業
」と
し
て
一
体

化
し
ま
し
た
。
よ
り
効
率
的
な
運
営
方

法
を
研
究
し
な
が
ら
、
早
い
時
期
に
各

校
へ
の
設
置
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

●
子
育
て
支
援
施
設
の
開
設

　

乳
幼
児
を
子
育
て
中
の
親
子
が
、
自

由
に
遊
び
な
が
ら
交
流
で
き
る
施
設
で
、

平
成
14
年
度
に
「
す
く
す
く
広
場
」
を
開

設
し
ま
し
た
。
本
年
１
月
に
は
、
Ｊ
Ｒ

常
磐
線
我
孫
子
駅
前
の
商
業
施
設
内
に
、

４
カ
所
目
と
な
る
「
に
こ
に
こ
広
場
」
が

オ
ー
プ
ン
し
、
食
育
講
座
や
健
康
育
児

相
談
、
誕
生
会
、
身
体
測
定
な
ど
を
行
っ

て
い
ま
す
。
現
在
は
市
職
員
が
運
営
に

当
た
っ
て
い
ま
す
が
、
今
後
は
、
市
民

活
動
が
盛
ん
な
本
市
の
特
性
を
生
か
し
、

利
用
者
自
ら
が
運
営
を
担
え
る
よ
う
育

成
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

●
子
育
て
世
帯
へ
の
経
済
的
支
援

　

市
が
行
っ
た
子
育
て
世
代
へ
の
ニ
ー

ズ
調
査
で
は
、
経
済
的
支
援
に
対
す
る

要
望
が
最
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
本

市
で
は
、
近
隣
自
治
体
に
先
駆
け
て
乳

幼
児
医
療
費
や
児
童
医
療
費
の
助
成
制

度
を
設
け
て
い
ま
す
が
、
今
後
も
対
象

年
齢
の
拡
大
な
ど
、
経
済
的
支
援
の
充

実
を
目
指
し
ま
す
。

ま
す
。

　

平
成
19
年
６
月
に
は
、「
あ
び
っ
子
ク

ラ
ブ
」（
子
ど
も
の
居
場
所
）
を
小
学
校

１
校
で
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。
放
課

後
や
土
曜
日
な
ど
に
、
学
校
の
教
室
や

体
育
館
、
図
書
室
な
ど
を
開
放
し
て
ス

タ
ッ
フ
を
配
置
し
、
児
童
が
安
心
し
て

過
ご
せ
る
場
所
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
の
居
場
所
は
、
大
規
模
化
す

る
学
童
保
育
室
の
緩
和
策
と
し
て
有
効

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
年
４
月
か
ら
は

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
ま
す
が
、
さ

ら
な
る
多
様
な
保
育
ニ
ー
ズ
に
対
応
す

る
た
め
、
公
立
保
育
園
の
民
間
委
託
を

計
画
的
に
進
め
て
い
き
ま
す
。

●
学
童
保
育
室
と
子
ど
も
の
居
場
所
の

一
体
化

　

学
童
保
育
室
は
、
全
小
学
校
13
校
の

敷
地
内
に
公
設
公
営
で
設
置
し
て
い
ま

す
。
高
学
年
や
障
害
の
あ
る
児
童
を
積

極
的
に
受
け
入
れ
て
い
る
ほ
か
、
心
理

相
談
員
に
よ
る
巡
回
相
談
も
行
っ
て
い

　

こ
の
よ
う
な
社
会
背
景
を
踏
ま
え
、

我
孫
子
ら
し
い
子
ど
も
行
政
の
確
立
を

目
指
し
て
、
平
成
16
年
度
に「
我
孫
子
市

子
ど
も
総
合
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

ま
た
、
本
年
度
に
は
「
子
ど
も
部
」
を
創

設
し
て
子
育
て
・
子
育
ち
に
関
す
る
支

援
を
強
化
し
、
総
合
的
・
計
画
的
に
取

り
組
む
た
め
の
体
制
を
確
立
し
ま
し
た
。

先
駆
的
な
取
り
組
み

●
保
育
園
と
学
童
保
育
室
の
待
機
児
童

ゼ
ロ

　

就
労
形
態
の
多
様
化
や
共
働
き
世
代

の
増
加
に
よ
り
、
出
生
率
が
低
下
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
園
と
学

童
保
育
室
の
児
童
数
は
増
加
し
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
施
設
の
計
画
的
な
増

改
築
や
定
員
の
見
直
し
を
行
い
、
待
機

児
童
ゼ
ロ
を
継
続
し
て
き
ま
し
た
。

　

保
育
園
で
は
、
一
時
保
育
や
延
長
保

育
、
出
前
保
育
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
保
育

子
ど
も
行
政
の
体
制
を
確
立

　

子
育
て
や
子
ど
も
が
育
っ
て
い
く
子

育
ち
の
環
境
は
、
少
子
化
の
加
速
、
子

育
て
に
対
す
る
意
識
の
変
化
、
遊
び
場

の
減
少
、
近
隣
関
係
の
希
薄
化
に
よ
る

地
域
の
子
育
て
力
の
低
下
な
ど
に
よ
り
、

大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。

は
じ
め
に

　

我
孫
子
市
は
、
千
葉
県
の
北
西
部
に

位
置
し
、
北
の
利
根
川
と
南
の
手
賀
沼

に
挟
ま
れ
た
水
と
緑
の
豊
か
な
ま
ち
で

す
。

　

市
内
に
は
、
旧
石
器
時
代
か
ら
の
住

居
跡
や
貝
塚
、
古
墳
な
ど
の
遺
跡
が
数

多
く
残
り
、
大
正
期
に
は
志
賀
直
哉
や

武
者
小
路
実
篤
な
ど
、
白
樺
派
の
文
人

た
ち
が
手
賀
沼
の
ほ
と
り
に
居
を
構
え
、

「
北
の
鎌
倉
」と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

　

都
心
ま
で
Ｊ
Ｒ
常
磐
線
で
約
35
分
と

交
通
の
便
が
良
い
こ
と
か
ら
、
東
京
の

ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
発
展
し
て
き
ま

し
た
が
、
人
口
急
増
期
に
転
入
し
て
き

た
世
代
が
高
齢
化
率
を
一
気
に
引
き
上

げ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
若
い

世
代
が
住
み
や
す
く
子
育
て
・
子
育
ち

し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
に
力
を
入
れ
て

い
ま
す
。

わが
を
語
る

市

◆ 

面
積　
　

43
・
19
㎢

◆ 

人
口　
　

13
万
４
９
９
７
人

◆ 

世
帯
数　

５
万
４
７
６
３
世
帯　

〔
将
来
都
市
像
〕「
手
賀
沼
の
ほ
と
り　

心

輝
く
ま
ち
」
〜
人
・
鳥
・
文
化
の
ハ
ー
モ

ニ
ー
〜

〔
ま
ち
の
特
徴
〕
都
心
か
ら
40
㎞
圏
内
の
住

宅
都
市
。
市
民
と
の
協
働
で
、
自
然
と
文

化
が
調
和
す
る
活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を

推
進

〔
特
産
品
〕
白
樺
派
の
カ
レ
ー
、つ
く
だ
煮
、

漬
物
、
み
そ
、
コ
メ
、
江
戸
神
輿
、
日
本

刺
繍

〔
観
光
〕
手
賀
沼
遊
歩
道
、
利
根
川
ゆ
う
ゆ

う
公
園
、
我
孫
子
市
鳥
の
博
物
館
、
白
樺

文
学
館
、
旧
村
川
別
荘
、
相
島
芸
術
文
化

村〔
イ
ベ
ン
ト
〕
手
賀
沼
花
火
大
会
、
あ
や
め

ま
つ
り
、
我
孫
子
市
産
業
ま
つ
り
、
ジ
ャ

パ
ン
・
バ
ー
ド
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
、
我

孫
子
国
際
野
外
美
術
展

子
ど
も
た
ち
が
笑
顔
で
輝
き
続
け
る
た
め
に

子
育
て
・
子
育
ち
し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
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我あ

び

こ

孫
子
市（
千
葉
県
）

我
孫
子
市
長
　
星
野
順
一
郎

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
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我孫子市長

星野順一郎
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千葉市
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元気いっぱい親子でダンス（にこにこ広場）



お
わ
り
に

　

本
市
は
、
来
年
、
市
制
40
周
年
を
迎

え
ま
す
。
今
後
も
、
市
民
の
皆
さ
ま
が
、

「
こ
の
知
立
に
住
み
続
け
た
い
・
住
ん
で

よ
か
っ
た
」と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う

な
施
策
を
積
極
的
に
展
開
し
て
ま
い
り

ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家
庭

の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
知
立
、

誇
り
を
持
て
る
よ
う
な
新
し
い
知
立
の

実
現
へ
と
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

●
「
い
」
き
い
き
と
し
た
ま
ち
を
目
指
し

て
　

市
民
の
収
納
の
便
利
性
向
上
、
市
民

の
収
納
に
対
す
る
満
足
度
向
上
を
目
的

と
し
て
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、

ペ
イ
ジ
ー
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
な
ど
を
新
た

な
支
払
い
窓
口
と
し
て
追
加
し
ま
し
た
。

市
役
所
金
融
機
関
以
外
で
、
市
税
な
ど

の
納
付
が
可
能
に
な
る
こ
と
で
、
収
納

率
の
向
上
と
納
税
意
識
が
高
ま
る
こ
と

を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

び
知
立
駅
周
辺
土
地
区
画
整
理
事
業
を

推
進
し
て
い
ま
す
。
中
心
市
街
地
で
あ

る
知
立
駅
周
辺
は
、
名
古
屋
鉄
道
名
古

屋
本
線
・
三
河
線
に
よ
り
南
北
に
分
断

さ
れ
、
特
に
知
立
駅
東
側
に
隣
接
し
た

踏
切
で
は
、
遮
断
時
間
が
一
日
11
時
間

弱
と
極
め
て
長
く
、
市
街
地
の
発
展
の

支
障
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
連

続
立
体
交
差
事
業
と
し
て
鉄
道
を
高
架

化
す
る
こ
と
で
都
市
交
通
の
円
滑
化
を

目
指
し
、
さ
ら
に
、
土
地
区
画
整
理
事

業
と
街
路
整
備
事
業
な
ど
、
各
事
業
と

一
体
と
な
っ
て
市
街
地
の
整
備
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、
商
業
や
居
住
な
ど
の
現

存
機
能
の
再
構
築
や
新
た
な
都
市
機
能

立
地
の
受
け
皿
づ
く
り
に
つ
な
げ
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

●「
ま
」な
び
の
ま
ち
を
目
指
し
て

　

近
隣
市
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
で
あ
る
本

市
は
、
労
働
者
と
し
て
の
外
国
人
在
住

者
が
多
く
、
本
年
８
月
1
日
現
在
に
お

け
る
住
民
登
録
者
数
６
万
９
７
０
３
人

の
う
ち
、
外
人
登
録
者
数
は
４
２
９
４

人
と
愛
知
県
下
で
も
高
い
割
合
を
占
め

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、

地
域
で
暮
ら
し
て
い
る
外
国
人
市
民
と

の
共
生
を
図
る
た
め
、
多
文
化
共
生
イ

ベ
ン
ト
を
開
催
し
、
交
流
を
通
じ
た
相

互
理
解
を
深
め
、
よ
り
よ
い
地
域
社
会

づ
く
り
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

お
り
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
高
齢
者
の
皆
さ
ま
が
積

極
的
に
社
会
参
加
し
、
生
き
生
き
と
活

動
が
で
き
る
場
と
し
て
、
ま
た
、
障
害

者
団
体
な
ど
の
活
動
や
、
障
害
者
の
皆

さ
ま
に
自
立
と
社
会
参
加
を
促
す
地
域

づ
く
り
の
場
と
し
て「
高
齢
者
い
き
が
い

セ
ン
タ
ー
」や「
障
害
者
交
流
の
場
」を
整

備
し
て
い
ま
す
。

●
「
ろ
」
ま
ん
を
語
れ
る
ま
ち
を
目
指
し

て
　

現
在
、
最
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て

知
立
駅
付
近
連
続
立
体
交
差
事
業
お
よ

　

東
海
地
区
で
は
、
近
い
将
来
、
東
海
・

東
南
海
地
震
の
発
生
が
懸
念
さ
れ
て
い

ま
す
。
本
市
で
は
、
そ
の
よ
う
な
大
型

地
震
に
備
え
、
既
に
公
共
建
物
、
主
要

橋
梁
の
耐
震
化
工
事
を
実
施
し
ま
し
た
。

現
在
、
市
民
の
皆
さ
ま
の
生
命
や
財
産

を
守
る
と
同
時
に
、
安
心
し
て
生
活
で

き
る
よ
う
に
民
間
住
宅
耐
震
改
修
促
進

事
業
な
ど
の
防
災
対
策
事
業
に
努
め
て

つ
ば
た
」の
５
文
字
が
折
り
込
ま
れ
て
い

ま
す
。

　

ほ
か
に
も
、
江
戸
時
代
中
期
か
ら
継

承
さ
れ
て
い
る
民
俗
芸
能
の
「
山
車
文

楽
」と「
山
車
か
ら
く
り
」（
国
指
定
重
要

無
形
民
俗
文
化
財
）が
あ
り
、
西
三
河
一

の
名
社
と
し
て
知
ら
れ
る
知
立
神
社
の

祭
礼
で
山
車
の
上
で
上
演
さ
れ
て
い
ま

す
。

「
い
っ
し
ょ
に
や
ろ
ま
い
」を

合
言
葉
に

　

本
市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ま
と「
い
っ

し
ょ
に　

や（
や
さ
し
い
）ろ（
ろ
ま
ん
）

ま（
ま
な
ぶ
）い（
い
き
い
き
）」を
合
言
葉

に
、
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
「
や
ろ
ま
い
」
と
は
、
愛
知
県
三
河
地

方
お
よ
び
名
古
屋
圏
で
使
わ
れ
る
方
言

で
「
や
ろ
う
」
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い

ま
す
。

●「
や
」さ
し
い
ま
ち
を
目
指
し
て

名
古
屋
市
へ
も
電
車
で
20
分
と
い
う
利

便
性
か
ら
、
現
在
ま
で
住
宅
都
市
と
し

て
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

池
鯉
鮒
の
歴
史
と
文
化

　

古
く
は
東
海
道
五
十
三
次
の
39
番
目

の
宿
場
町
「
池ち

り

ふ
鯉
鮒
」
と
し
て
栄
え
、
馬

市
や
木
綿
市
が
有
名
で
多
く
の
人
々
で

に
ぎ
わ
っ
た
と
い
わ
れ
、
今
で
も
約

５
０
０
ｍ
に
わ
た
る
１
７
０
本
の
松
並

木
と
、
宿
場
（
問
屋
場
跡
・
本
陣
跡
）
碑

や
馬
市
之
跡
碑
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
市
の
花
で
も
あ
る「
か
き
つ
ば

た
」に
つ
い
て
は
、
平
安
の
歌
人
・
在
原

業
平
が
、
東
下
り
の
途
中
で
知
立
八
橋

に
さ
し
か
か
り
、
一
面
に
咲
き
乱
れ
て

い
る
「
か
き
つ
ば
た
」
を
見
て
、
歌
を
詠

ん
で
お
り
ま
す
。
そ
の
歌
は
、「『
か
』ら

こ
ろ
も　
『
き
』つ
つ
な
れ
に
し　
『
つ
』ま

し
あ
れ
ば　
『
は
』る
ば
る
き
ぬ
る　
『
た
』

び
を
し
ぞ
お
も
ふ
」
と
、
句
頭
に
「
か
き

は
じ
め
に

　

知
立
市
は
、
愛
知
県
の
ほ
ぼ
中
央
部

に
位
置
し
、
尾
張
地
方
と
三
河
地
方
に

分
け
ら
れ
た
西
三
河
地
方
に
あ
り
、
市

内
に
は
国
道
１
号
な
ど
主
要
国
道
、
県

道
や
鉄
道
が
交
差
し
、
西
三
河
地
方
を

代
表
す
る
交
通
の
要
衝
と
な
っ
て
い
ま

す
。
近
隣
市
に
は
、
ト
ヨ
タ
自
動
車
の

ほ
か
自
動
車
関
連
企
業
が
多
く
集
積
し
、

わが
を
語
る

市

◆ 

面
積　
　

16
・
34
㎢

◆ 

人
口　
　

６
万
９
７
０
３
人

◆ 

世
帯
数　

２
万
８
８
９
３
世
帯　

〔
将
来
都
市
像
〕
輝
く
ま
ち　

み
ん
な
の
知

立〔
ま
ち
の
特
徴
〕
東
海
道
池
鯉
鮒
宿
や
、
八

橋
か
き
つ
ば
た
と
山
車
文
楽
・
か
ら
く
り

な
ど
の
歴
史
・
文
化
が
残
る
一
方
で
、
鉄

道
や
、
国
道
・
県
道
な
ど
の
都
市
交
通
の

充
実
に
よ
り
発
展
し
た
ま
ち

〔
特
産
品
〕
大
あ
ん
ま
き
（
名
物 

明
治
中

期
か
ら
）

〔
観
光
〕
知
立
神
社
、
無
量
寿
寺
、
遍
照
院

（
三
河
三
弘
法
）

〔
イ
ベ
ン
ト
〕
知
立
ま
つ
り
、
史
跡
八
橋
か

き
つ
ば
た
ま
つ
り
、
知
立
公
園
花
し
ょ
う

ぶ
ま
つ
り
、
秋
葉
ま
つ
り

家
庭
の
よ
う
に
感
じ
、
誇
り
を
持
て
る

新
し
い
知
立
の
実
現
に
向
け
て
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ゅ
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愛
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郁
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プ
ロ
フ
ィ
ー
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在原業平の歌にも詠まれた「三河八橋かきつばた」
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知立市長

林　郁夫
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知立市
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知立駅付近連続立体交差事業により高架化を予定している知立駅



こ
ち
ら
も
提
言
書
を
頂
き
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
に
、
事
業
の
企
画
立
案
の
段
階

か
ら
市
民
が
か
か
わ
り
、
提
案
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
参
画
と
協
働
の
ま
ち
づ

く
り
が
さ
ら
に
進
む
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ま
が
自
分
た
ち
の
ま
ち

の
た
め
に
汗
を
流
す
ま
ち
。
そ
れ
が
大

阪
狭
山
市
な
の
で
す
。
市
民
は
わ
が
ま

ち
の
財
産
な
の
で
す
。

　

自
分
た
ち
の
ま
ち
を
自
分
た
ち
の
手

で
。
今
後
と
も
、
市
民
と
行
政
が
一
緒

に
な
っ
て
、
よ
り
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち

を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

の
憲
法
と
で
も
い
う
べ
き
自
治
基
本
条

例
の
制
定
や
、
ま
ち
づ
く
り
の
指
針
と

な
る
総
合
計
画
の
策
定
に
も
生
か
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

自
治
基
本
条
例
の
制
定
で
は
、
公
募

市
民
を
中
心
と
し
た
「
市
民
自
治
を
考

え
る
懇
話
会
」の
皆
さ
ま
が
２
年
間
に
わ

た
っ
て
議
論
し
た
も
の
を
提
言
書
と
し

て
頂
き
、
こ
れ
を
基
に
条
例
案
を
作
成

し
、
議
会
に
提
案
し
ま
し
た
。

　

総
合
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
公

募
市
民
の
「
ま
ち
づ
く
り
市
民
会
議
」
を

立
ち
上
げ
、
市
の
将
来
像
や
ま
ち
づ
く

り
の
方
向
性
に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
、

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
市
民
と
行
政
の
協
働
に
よ
る

ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
の
拠
点

と
し
て
設
置
し
て
い
る「
市
民
活
動
支
援

セ
ン
タ
ー
」も
、
市
民
団
体
が
運
営
し
て

い
ま
す
。

　
「
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
」
で
は
、

「
ま
ち
づ
く
り
大
学
」
を
開
校
し
、
市
民

が
行
政
の
仕
組
み
や
行
政
の
現
状
に
つ

い
て
学
ん
で
い
ま
す
。
講
師
は
市
の
管

理
職
職
員
約
20
名
が
担
当
し
て
い
ま
す
。

こ
の
大
学
の
受
講
者
か
ら
は
、
ま
ち
づ

く
り
に
参
画
す
る
市
民
が
多
く
巣
立
っ

て
お
り
、
参
画
と
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
る
市
民
を
養
成
す
る
機
能
を

担
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

　

さ
ら
に
市
役
所
に
は
、
元
接
客
の
プ

ロ
で
あ
っ
た
市
民
が
、
フ
ロ
ア
ー
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
、
窓
口
ス
タ
ッ
フ
と
し
て

職
員
と
一
緒
に
働
い
て
い
ま
す
。
そ
の

接
客
は
さ
わ
や
か
で
、
市
民
の
皆
さ
ま

か
ら
好
評
を
得
て
い
ま
す
。
市
の
職
員

も
、
接
客
の
プ
ロ
の
影
響
を
受
け
て
、

さ
わ
や
か
な
接
待
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
、
市
民
と
行
政
の
協
働
の
ま
ち
づ
く

り
が
、
新
た
な
成
果
を
生
ん
で
い
ま
す
。

自
分
た
ち
の
ま
ち
は

自
分
た
ち
が
つ
く
る

　

参
画
と
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
は
、
市

で
発
掘
さ
れ
た
遺
物
を
中
心
に
狭
山
池

１
４
０
０
年
の
歴
史
を
展
示
し
て
い
ま

す
。

　

大
阪
府
の
施
設
で
す
が
、
本
市
の
郷

土
資
料
館
も
本
年
度
か
ら
こ
の
施
設
の

中
に
移
転
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
大
阪

府
、
本
市
、
市
民
の
三
者
が
、
府
立
狭

山
池
博
物
館
と
市
立
郷
土
資
料
館
を
協

働
で
運
営
し
て
い
る
の
で
す
。

　

本
年
の
夏
休
み
に
は
市
民
の
意
見
を

取
り
入
れ
、「
世
界
の
昆
虫
展
」
と
い
う

特
別
展
も
開
催
し
、
こ
れ
ま
で
に
な
い

入
館
者
数
を
記
録
し
ま
し
た
。
こ
れ
か

ら
も
市
民
の
皆
さ
ま
の
ア
イ
デ
ア
を
ど

ん
ど
ん
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
こ
の

よ
う
な
取
り
組
み
を
続
け
て
い
き
た
い

や
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
活
動
は
、
す
べ
て
市
民
の

手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

キ
ー
ワ
ー
ド
は
市
民
協
働

　

活
発
な
市
民
活
動
を
反
映
し
て
、
市

政
に
も
多
く
の
市
民
が
参
画
し
、
市
民

と
行
政
が
協
働
で
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

て
い
ま
す
。

　

大
阪
府
立
狭
山
池
博
物
館
は
、
安
藤

忠
雄
さ
ん
が
設
計
さ
れ
た
狭
山
池
の
池

畔
に
建
つ
博
物
館
で
、
平
成
の
大
改
修

狭
山
池
を
市
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
大
切

に
し
よ
う
と
い
う
市
民
の
意
識
が
高
ま

り
、
狭
山
池
を
舞
台
に
し
た
さ
ま
ざ
ま

な
活
動
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
狭
山
池
ま
つ
り
」
は
、
市
民
自
ら
企

画
立
案
、
運
営
を
行
う
市
民
主
体
の
イ

ベ
ン
ト
で
、
４
月
下
旬
の
２
日
間
に
開

催
さ
れ
る
お
祭
り
に
は
、
人
口
を
上
回

る
８
万
人
も
の
人
が
集
い
ま
す
。「
狭
山

池
ク
リ
ー
ン
ア
ク
シ
ョ
ン
」
は
、
毎
月

行
わ
れ
て
い
る
狭
山
池
の
大
掃
除
。
狭

山
池
を
愛
す
る
人
た
ち
が
、
池
の
美
し

さ
を
保
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。「
バ
タ
フ

ラ
イ
ガ
ー
デ
ン
」
は
、
狭
山
池
の
堤
に

造
っ
た
チ
ョ
ウ
の
憩
い
の
場
で
あ
る
お

花
畑
。
34
種
類
の
チ
ョ
ウ
が
飛
び
交
い

ま
す
。
ま
た
、
池
の
周
囲
２
・
８
㎞
に
は

１
４
０
０
本
を
超
え
る
サ
ク
ラ
の
木
を

植
え
て
い
ま
す
が
、
今
な
お
、
世
界
的

に
有
名
な
建
築
家
・
安
藤
忠
雄
さ
ん
の

ご
支
援
を
得
て
、
毎
年
そ
の
本
数
を
増

年
に「
南
河
内
郡
狭
山
町
」か
ら「
大
阪
狭

山
市
」に
な
っ
た
新
し
い
市
で
す
。

　

し
か
し
ま
ち
の
歴
史
は
古
く
、
市
の

中
央
に
は「
日
本
書
紀
」や「
古
事
記
」に

も
記
さ
れ
た
日
本
最
古
の
た
め
池
、
狭

山
池
が
満
々
と
水
を
た
た
え
、
悠
久
の

歴
史
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
狭
山
池
は
本

市
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
市
民
の
憩
い

の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

築
造
か
ら
こ
れ
ま
で
の
１
４
０
０
年

に
及
ぶ
歴
史
の
中
で
、
奈
良
時
代
の
僧
・

行
基
、
鎌
倉
時
代
の
僧
・
重
源
、
江
戸

時
代
の
片
桐
且
元
な
ど
、
歴
史
上
の
有

名
な
人
物
に
よ
っ
て
改
修
が
繰
り
返
さ

れ
、
昭
和
63
年
か
ら
は
14
年
の
歳
月
を

か
け
て
平
成
の
大
改
修
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

狭
山
池
ま
つ
り
な
ど

活
発
な
市
民
活
動

　

平
成
の
大
改
修
を
契
機
に
、
改
め
て

日
本
最
古
の
た
め
池　

狭
山
池

　

大
阪
狭
山
市
は
、
大
阪
府
の
南
東
部

に
位
置
し
、
大
阪
市
の
南
の
中
心
地
、

難
波
駅
か
ら
電
車
で
20
分
ほ
ど
の
所
に

あ
り
ま
す
。
狭
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
開

発
に
伴
い
、
大
阪
市
や
堺
市
な
ど
で
働

く
方
々
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
発
展

し
、
人
口
の
急
増
に
よ
っ
て
、
昭
和
62

わが
を
語
る

市

◆ 

面
積　
　

11
・
86
㎢

◆ 

人
口　
　

５
万
８
１
２
２
人

◆ 

世
帯
数　

２
万
３
８
５
３
世
帯　

〔
将
来
都
市
像
〕
み
ん
な
が
元
気
で
快
適
に

暮
ら
せ
る
「
日
本
一
さ
わ
や
か
な
ま
ち
・

大
阪
狭
山
市
」

〔
ま
ち
の
特
徴
〕
他
市
に
誇
れ
る
高
い
「
市

民
力
」
と
優
れ
た
「
地
域
力
」
を
生
か
し
、

活
発
な
市
民
協
働
を
展
開

〔
特
産
品
〕
大
野
ぶ
ど
う
（
大
阪
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
の
ベ
ス
ト
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
選
ば
れ

る
）

〔
観
光
〕
狭
山
池
（
公
園
）、
大
阪
府
立
狭

山
池
博
物
館
、
あ
ま
の
街
道

〔
イ
ベ
ン
ト
〕
桜
ま
つ
り
、
狭
山
池
ま
つ
り

（
灯
火
輪
）、
大
阪
狭
山
市
産
業
ま
つ
り

市
民
力
が
ま
ち
の
財
産

参
画
と
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
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大お
お
さ
か阪
狭さ

や

ま山
市（
大
阪
府
）

大
阪
狭
山
市
長
　
吉
田
友
好

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

狭山池まつりでの龍神舞台。マスコットキャラクター「さやりん」と

5

大阪狭山市長

吉田友好

※面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」に、
　人口・世帯数は「住民基本台帳」による。

子どもも大人も一緒に大掃除

大阪狭山市

大阪市

狭山池の堤に咲く桜の花



挙
げ
、
本
市
の
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
て

の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
て
た
も
の
と

考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
後
は
総
合

計
画
に
基
づ
き
、
市
民
の
皆
さ
ま
に
合

併
効
果
を
実
感
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う

な
施
策
に
順
次
取
り
組
み
、「
共
創
・
協

働
」の
基
本
理
念
の
下
に
、
誰
も
が
住
み

た
く
な
る
「
四
国
の
ま
ほ
ろ
ば　

美
馬

市
」の
実
現
に
向
け
て
力
強
く
歩
み
を
進

め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
対
応
す
る
た
め
、

こ
れ
ま
で
事
務
事
業
の
徹
底
的
な
見
直

し
を
行
い
、
効
率
的
な
行
政
運
営
を
図

る
こ
と
が
、
地
方
自
治
体
が
生
き
残
る

た
め
の
最
大
の
命
題
と
と
ら
え
、
聖
域

の
な
い
行
財
政
改
革
に
取
り
組
ん
で
ま

い
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
４
年
間
、
市
民
の
皆
さ

ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
頂
き
な
が
ら
、

行
財
政
改
革
に
つ
い
て
一
定
の
成
果
を

と
致
し
ま
し
て
は
、
何
よ
り
も
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
維
持
し
、
活
性
化
を

図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

  

こ
の
た
め
、
本
市
で
は
、
同
じ
地
域

課
題
を
持
つ
自
治
会
が
連
携
し
て
個
性

豊
か
な
魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
進
め

る
た
め
に
、
地
域
の
皆
さ
ん
か
ら
提
案

さ
れ
た
施
策
を
支
援
す
る「
自
治
会
共
創

と
協
働
モ
デ
ル
事
業
」を
創
設
致
し
ま
し

た
。　

　

ま
た
、
本
市
の
山
間
部
に
位
置
す
る

木
屋
平
地
区
で
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人「
こ
や

だ
い
ら
」が
設
立
さ
れ
、
交
通
手
段
の
な

い
お
年
寄
り
を
病
院
や
買
い
物
に
送
迎

す
る
た
め
の
過
疎
地
有
償
運
送
事
業
を

は
じ
め
農
林
業
の
作
業
支
援
、
庭
先
で

の
特
産
品
販
売
や
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
た

地
域
お
こ
し
事
業
な
ど
、
地
域
の
特
性

を
活
か
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

結
び
に

　

現
在
の
日
本
は
、
依
然
と
し
て
出
口

の
見
え
な
い
不
況
の
中
に
あ
り
、
あ
ら

ゆ
る
分
野
に
お
い
て
暗
い
影
が
落
ち
、

行
政
を
担
う
者
と
致
し
ま
し
て
も
ス
リ

ム
な
組
織
づ
く
り
と
多
様
化
す
る
市
民

ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
と
い
う
相
反
す
る
命

題
を
与
え
ら
れ
、
非
常
に
厳
し
い
か
じ

取
り
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
。

無
料
と
す
る
「
み
ま
っ
こ
医
療
費
」
を
創

設
す
る
な
ど
、
子
育
て
世
代
の
経
済
的

負
担
の
軽
減
を
図
り
、
安
心
し
て
子
ど

も
を
生
み
育
て
ら
れ
る
環
境
づ
く
り
を

進
め
て
い
ま
す
。

共
創
・
協
働
の
ま
ち

　

厚
生
労
働
省
の
国
立
社
会
保
障
・
人

口
問
題
研
究
所
が
ま
と
め
た
人
口
推

計
で
は
、
本
市
の
人
口
は
、
現
在
の

３
万
３
５
０
０
人
が
、
平
成
35
年
に
は

２
万
２
０
０
０
人
余
り
に
減
少
し
、
高

齢
化
率
も
42
％
に
達
す
る
と
見
込
ま
れ

て
い
ま
す
。

  

今
後
取
り
組
ん
で
ま
い
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
行
政
課
題
は
数
多
く
あ
り
ま

す
が
、
過
疎
・
高
齢
化
に
向
け
た
対
応

を
、
私
た
ち
大
人
も
か
み
し
め
る
と
と

も
に
、
本
市
の
将
来
を
担
う
子
ど
も
た

ち
の
健
や
か
な
成
長
を
支
え
て
い
か
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
た
め
に
、
本
市
で
は
、
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
や
放
課

後
児
童
ク
ラ
ブ
な
ど
の
施
設
整
備
を
は

じ
め
、
子
育
て
中
の
保
護
者
に
適
切
な

ア
ド
バ
イ
ス
の
で
き
る
、
子
育
て
マ
イ

ス
タ
ー
制
度
な
ど
を
導
入
す
る
と
と
も

に
、
小
学
校
卒
業
時
ま
で
の
医
療
費
を

づ
く
「
う
だ
つ
の
町
並
み
」
は
、
昭
和
63

年
に
国
の「
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存

地
区
」に
選
定
さ
れ
、
さ
ら
に
平
成
19
年

に
は
、「
美
し
い
日
本
の
歴
史
的
風
土

１
０
０
選
」に
も
選
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
昨
年
発
足
し
た
観
光
庁
か
ら

は
、
本
市
を
は
じ
め
と
す
る
県
西
部
の

２
市
２
町
が
「
に
し
阿
波
観
光
圏
」
と
し

て
四
国
で
最
初
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
市
は
、
こ
う
し
た
歴
史
的
文
化
遺

産
や
周
辺
の
豊
か
な
自
然
を
活
か
し
た

観
光
振
興
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

み
ま
っ
こ
宣
言
の
ま
ち

　
「
み
ま
っ
こ
宣
言
」
は
、
市
内
の
児
童

生
徒
た
ち
の
行
動
憲
章
と
な
る
、「
目
指

す
子
ど
も
像
」を
う
た
っ
た
も
の
で
、
市

内
の
小
学
生
を
対
象
に
募
集
し
選
定
し

た
も
の
で
す
。

　

子
ど
も
た
ち
が
掲
げ
た
５
つ
の
誓
い

の
創
造
を
目
指
し
、
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
目
指
す
将
来
像
を「
四
国
の

ま
ほ
ろ
ば　

美
馬
市
」と
し
、
行
政
は
も

と
よ
り
市
民
の
皆
さ
ま
と
共
に
知
恵
を

出
し
合
い
な
が
ら
、「
共
創
」
と
「
協
働
」

と
い
う
理
念
を
掲
げ
て
種
々
の
施
策
を

展
開
し
て
い
ま
す
。

う
だ
つ
が
上
が
る
ま
ち

　

脇
町
の
南
町
、
中
町
周
辺
に
は
、
小

説
家
・
司
馬
遼
太
郎
先
生
の
「
街
道
を

ゆ
く
」
に
も
登
場
す
る
「
う
だ
つ
の
町
並

み
」が
あ
り
、
こ
の
町
並
み
を
そ
ぞ
ろ
歩

け
ば
、
過
ぎ
去
っ
た
時
代
に
タ
イ
ム
ス

リ
ッ
プ
し
た
よ
う
な
、
懐
か
し
さ
を
覚

え
ま
す
。

　

こ
こ
は
、
藍
を
扱
う
商
家
が
街
道
沿

い
に
建
ち
並
び
、
江
戸
か
ら
明
治
に
か

け
て
華
や
か
な
活
気
に
満
ち
た
町
並
み

と
な
っ
た
も
の
で
、
今
も
暮
ら
し
が
息

は
じ
め
に

　

美
馬
市
は
、
平
成
17
年
３
月
に
３
町

一
村（
脇
町
、
美
馬
町
、
穴
吹
町
、
木
屋

平
村
）が
合
併
し
て
誕
生
し
た
新
し
い
ま

ち
で
す
。

　

本
市
は
、
四
国
一
の
大
河
・
吉
野
川

や
14
年
連
続
四
国
一
の
水
質
を
誇
る
穴

吹
川
と
い
っ
た
日
本
に
誇
れ
る
清
流
や
、

四
国
第
２
の
高
峰
・
剣
山
を
は
じ
め
と

す
る
美
し
い
山
々
な
ど
豊
か
な
自
然
に

恵
ま
れ
て
お
り
、「
う
だ
つ
」
の
町
並
み

や
寺
町
な
ど
の
歴
史
的
文
化
遺
産
に
象

徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
古
来
よ
り
大
河
・

吉
野
川
中
流
域
の
政
治
経
済
の
中
心
と

し
て
栄
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。

  

こ
う
し
た
特
色
の
あ
る
歴
史
・
文
化

を
継
承
し
な
が
ら
、
故
郷
の
誇
り
高
い

先
人
や
地
域
へ
の
愛
着
を
大
切
に
し
、

市
民
そ
れ
ぞ
れ
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に

お
い
て
常
に
元
気
に
活
動
で
き
る
ま
ち

わが
を
語
る

市

◆ 

面
積　
　

３
６
７
・
38
㎢

◆ 

人
口　
　

３
万
３
４
５
９
人

◆ 

世
帯
数　

１
万
２
８
９
１
世
帯　

〔
将
来
都
市
像
〕
四
国
の
ま
ほ
ろ
ば　

美
馬

市　

─
だ
れ
も
が
住
み
た
く
な
る
ま
ち
を

め
ざ
し
て
─

〔
ま
ち
の
特
徴
〕徳
島
県
の
西
部
に
位
置
し
、

総
面
積
の
約
８
割
を
森
林
が
占
め
、
基
幹

産
業
は
農
林
業
。
古
い
町
並
み
と
自
然
の

調
和
し
た
美
し
い
ま
ち
。

〔
市
町
村
合
併
〕
平
成
17
年
３
月
１
日
、
脇

町
、
美
馬
町
、
穴
吹
町
、
木
屋
平
村
の
３

町
１
村
が
合
併
し
美
馬
市
が
誕
生
。

〔
特
産
品
〕
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
、
ブ
ド
ウ
、
ハ

ッ
サ
ク
、
ユ
ズ
、
和
傘
、
シ
ン
ビ
ジ
ウ
ム
、

地
酒
、
Ｓ
Ｇ
Ｅ
Ｃ
森
林
認
証
材
な
ど

〔
観
光
〕
脇
町
「
う
だ
つ
の
町
並
み
」、
美

馬
町
「
寺
町
・
段
の
塚
穴
」、
穴
吹
川
、
霊

峰
「
剣
山
」
な
ど

〔
イ
ベ
ン
ト
〕
穴
吹
川
筏
下
り
大
会
、
う
だ

つ
黄
門
ま
つ
り
、
假
屋
崎
省
吾
「
う
だ
つ

を
い
け
る
」、
美
馬
市
花
火
大
会
、
各
地
区

阿
波
お
ど
り
大
会
、
三
味
線
も
ち
つ
き
な

ど

四
国
の
ま
ほ
ろ
ば
　
美
馬
市

だ
れ
も
が
住
み
た
く
な
る
ま
ち
を
め
ざ
し
て
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美み

ま馬
市（
徳
島
県
）

美
馬
市
長
　
牧
田
　
久

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

6

美馬市長

牧田　久

※面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」に、
　人口・世帯数は「住民基本台帳」による。

お年寄りに広く活用されている、NPO法人「こやだいら」の過疎地
有償運送事業

美馬市
徳島市

みまっこ宣言
わたしたちは、次のような子どもに成長できるよう日々生活し
ていきます。
●友だちが困っている時、見て見ぬふりしないで助け合いの
できる子ども
●何事にも根気強くがんばれる子ども
●していいことか、わるいことかよく考えて行動できる子ども
●たったひとつしかない自分の命、他人の命を大切にできる
子ども

●自分の町のよさを知り、大好きになれる子ども
　 以上のような子どもになれるよう、ここに宣言します。


