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わが
を
語
る

市
は
じ
め
に

　

私
は
、
昨
年
咽
頭
部
の
腫
瘍
手
術
を

行
い
、
声
帯
を
失
い
ま
し
た
。
現
在
電

気
式
喉こ
う
と
う頭（
人
口
声
帯
）
を
用
い
な
が

ら
公
務
に
復
帰
し
て
お
り
ま
す
が
、
全

国
で
唯
一
、「
声
を
失
っ
た
市
長
」と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
し
た
中
、

市
民
を
は
じ
め
全
国
か
ら
激
励
の
声
援

を
数
多
く
頂ち
ょ
う
だ
い戴

し
ま
し
た
。
こ
の
誌
面

を
お
借
り
し
ま
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。
ま
た
、
同
じ
障
害
の
あ
る
人

か
ら
私
の
姿
を
見
て
勇
気
を
も
ら
っ
た

と
の
お
便
り

も
い
た
だ
き

ま
し
た
。
そ

う
で
あ
れ

ば
、
私
に
と

り
ま
し
て
望

外
の
喜
び
で

す
。

西
の
堺
、
東
の
酒
田

　

最
初
に
酒
田
市
の
紹
介
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
ア
メ
リ

カ
大
陸
に
上
陸
し
た
１
４
９
２
年
、
最

上
川
の
河
口
に
小
さ
な
船
着
き
場
が
で

き
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
酒
田
港
、
酒
田
市

街
地
の
原
点
で
す
。
こ
の
小
さ
な
湊み
な
とは

次
第
に
大
き
く
な
り
、
河
村
瑞
賢
の
西

廻
り
海
運
の
整
備
に
よ
り
、「
西
の
堺
、

東
の
酒
田
」と
称
せ
ら
れ
る
ほ
ど
に
空

前
の
繁
栄
を
極
め
る
湊
町
へ
と
発
展
を

遂
げ
ま
し
た
。

　

当
時
、
最
上
川
舟
運
に
よ
っ
て
米
や

紅
花
な
ど
が
酒
田
に
集
積
し
、
酒
田
湊

か
ら
、北
前
船
に
よ
り
大
坂（
現
在
の
大

阪
）や
江
戸
に
運
ば
れ
、酒
田
商
人
は
財

を
成
し
て
い
き
ま
し
た
。
井
原
西
鶴
の

「
日に
ほ
ん
え
い
だ
い
ぐ
ら

本
永
代
蔵
」に
も「
鐙あ

ぶ
み
や屋
」の
繁
盛

ぶ
り
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
で
も

日
本
一
の
大
地
主
と
称
せ
ら
れ
る
本
間

家
は
、
莫
大
な
財
産
を
築
き
、「
本
間
様

に
は
及
び
も
せ
ぬ
が
、
せ
め
て
な
り
た

や
殿
様
に
」と
謳う
た

わ
れ
た
ほ
ど
で
す
。
自

治
が
認
め
ら
れ
た
酒
田
は
、
自
由
闊か
っ
た
つ達

な
町
人
文
化
が
花
開
き
ま
し
た
。
湊
町

の
お
も
て
な
し
の
心
は
、
料
亭
文
化
と

し
て
根
付
き
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。
現

在
、
江
戸
期
か
ら
の
酒
田
を
代
表
す
る

料
亭
だ
っ
た「
相そ
う
ま
や

馬
屋
」は
、「
相そ

う
ま
ろ
う

馬
樓
」

と
し
て
公
開
さ
れ
、
酒
田
舞ま
い
こ娘

の
踊
り

と
食
事
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

消
滅
可
能
性
都
市
へ
の
挑
戦

　

戦
後
は
、
山
形
県
唯
一
の
重
要
港
湾
・

酒
田
港
を
背
景
に
工
業
都
市
と
し
て
も

発
展
を
遂
げ
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
中
、
平
成
26
年
の
日
本
創

生
会
議
で
、酒
田
市
を
含
む
庄
内
地
域
※

は
す
べ
て
の
自
治
体
が
消
滅
可
能
性
都

市
と
さ
れ
ま
し
た
。
何
も
し
な
け
れ
ば

本
当
に
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
た
ち
に
は
か

つ
て
繁
栄
を
遂
げ
て
き
た
歴
史
と
先
人

た
ち
が
築
き
上
げ
て
き
た
も
の
が
連
綿

と
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

人
口
減
少
に
果
敢
に
立
ち
向
か
い
、

か
つ
て
最
上
川
舟
運
に
よ
り
形
成
さ
れ

た
山
形
県
の
太
い
県
土
軸
を
再
生
す
る

「
山
形
新
幹
線
庄
内
延
伸
」（
参
照
図
１
）

を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
と
地

域
を
結
び
、
交
流
を
推
進
し
地
方
創
生

を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

※
酒
田
市
、
鶴
岡
市
、
三
川
町
、
庄
内
町
、
遊
佐
町

で
構
成
。
総
人
口
約
28
万
人

「
山
形
新
幹
線
庄
内
延
伸
」の�

人
口
減
少
抑
制
効
果

　
「
山
形
新
幹
線
庄
内
延
伸
」は
、
首
都

圏
と
乗
り
換
え
な
し
で
直
結
す
る
メ

リ
ッ
ト
は
も
ち
ろ
ん
、
特
筆
す
べ
き
効

果
と
し
て
人
口
減
少
抑
制
効
果
が
挙
げ

ら
れ
ま
す
。
平
成
４
年
に
全
国
初
の
ミ

ニ
新
幹
線
※

で
あ
る
山
形
新
幹
線
は
県

都
山
形
市
ま
で
開
通
し
、
平
成
11
年
に

は
新
庄
ま
で
延
伸
さ
れ
ま
し
た
。
平
成

２
年
を
基
準
に
20
年
間
の
人
口
推
移
を

「
山
形
新
幹
線
庄
内
延
伸
」が
地
方
創
生
を
実
現
す
る

〜
ロ
ー
カ
ル
線
の
再
生
に
よ
る
域
内
交
流
推
進
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
〜

酒さ

か

た田
市（
山
形
県
）�

 

酒
田
市
長
　
本ほ

ん

ま間
正ま

さ

み巳

酒田舞娘（まいこ） の艶やかな踊りと湊酒田
の味を楽しめる「相馬樓（そうまろう）」
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比
較
し
た
と
こ
ろ
、
山
形
県
内
13
市
の

う
ち
山
形
新
幹
線
が
通
っ
て
い
る
市

（
８
市
）は
、
▲
１
・
49
％
で
あ
る
の
に

対
し
、
通
っ
て
い
な
い
市（
５
市
）は
、

▲
９
・
21
％
と
６
倍
以
上
の
大
き
な
差

が
生
じ
て
い
ま
す
。
秋
田
新
幹
線
に
お

い
て
も
同
様
の
傾
向
と
な
っ
て
お
り
、

新
幹
線
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
結
ば
れ
る
こ

と
は
人
口
減
少
の
た
め
に
大
き
な
歯
止

め
に
な
る
の
で
す（
参
照
図
２
）。

※
在
来
線
を
活
用
し
、
新
幹
線
を
直
通
運
転

す
る
方
式

広
域
観
光（
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
）

に
向
け
て

　

国
は
、
２
０
２
０
年（
平
成
32
年
）の

東
京
五
輪
の
開
催
ま
で
に
、
訪
日
外
国

人
観
光
客
を
現
在
の
１
３
０
０
万
人
か

ら
２
０
０
０
万
人
に
す
る
目
標
を
掲
げ

て
い
ま
す
。
外
国
人
は
、
観
光
で
訪
れ

る
際
、
首
都
圏
か
ら
直
通
し
て
い
る
こ

と
を
重
視
す
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
東

京
か
ら
乗
り
換
え
な
し
で
結
ば
れ
る
か

ど
う
か
は
、
観
光
交
流
人
口
を
増
や
す

こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
の
大
き
な
分

か
れ
目
と
な
り
ま
す
。

　

わ
が
庄
内
地
域
に
は
、
湊
町
文
化
、

鳥
海
山
、
出
羽
三
山
、
最
上
川
舟
下
り

な
ど
第
一
級
の
美
し
い
景
観
、
観
光
資

源
が
あ
り
ま
す
。「
山
形
新
幹
線
庄
内

延
伸
」
に
よ
り
、
沿
線
市
町
村
が
連
携

し
て
沿
線
開
発
、
魅
力
発
信
を
進
め
る

こ
と
に
よ
り
こ
の
地
域
の
観
光
を
飛
躍

的
に
変
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

未
来
へ
の
責
任

　

新
庄
と
庄
内
を
結
ぶ
ロ
ー
カ
ル
線
・
陸

羽
西
線
の
利
用
状
況
は
、
昭
和
62
年
の

平
均
通
過
人
員
が
２
１
８
５
人
に
対
し
、

平
成
24
年
は
、４
０
３
人
で
、▲
82
％
と

な
っ
て
い
ま
す
。
鉄
道
利
用
者
は
年
々

減
少
し
、
今
後
も
こ
の
よ
う
な
状
況
が

続
け
ば
、
存
続
し
て
い
け
る
か
と
い
う

懸
念
が
あ
り
ま
す
。仮
に
、廃
線
と
な
れ

ば
、
第
３
セ
ク
タ
ー
で
の
維
持
な
ど
沿

線
自
治
体
に
大
き
な
負
担
と
し
て
の
し

か
か
り
ま
す
。一
方
、「
山
形
新
幹
線
庄

内
延
伸
」は
、一
定
の
行
政
支
援
が
必
要

と
な
り
ま
す
が
、
１
０
０
年
前
に
先
人

が
整
備
し
た
陸
羽
西
線
に
新
た
な
命
を

吹
き
込
み
、
地
域
の
大
き
な
発
展
へ
と

つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
ち・ひ
と・し
ご
と
創
生
本
部
の
基
本

方
針
に
、「
地
域
と
地
域
が
連
携
し
、
経

済
・
生
活
圏
を
形
成
す
る
」と
い
う
方
向

性
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
山
形
新
幹

線
庄
内
延
伸
」に
よ
り
、域
内
交
流
の
推

進
、新
幹
線
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
を
図

り
、新
た
な
活
力
を
生
み
出
し「
地
方
創

生
」を
実
現
す
る
こ
と
が
、子
ど
も
た
ち

の
確
か
な
未
来
の
た
め
に
、わ
れ
わ
れ
に

課
せ
ら
れ
た
使
命
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

図2

図1

◆ 

面
積　
　

６
０
２
・
97
㎢

◆ 

人
口　
　

10
万
７
８
７
９
人

◆ 

世
帯
数　

４
万
１
８
６
７
世
帯

〔
将
来
都
市
像
〕
人
い
き
い
き　

ま
ち
快
適　

未
来
創
造
都
市
酒
田

〔
ま
ち
の
特
徴
〕
鳥
海
山
を
仰
ぎ
日
本
海
に

面
す
る
港
町
。
山
形
県
唯
一
の
重
要
港
湾
酒

田
港
、
市
内
北
部
に
は
、
庄
内
空
港
が
あ
る

〔
市
町
村
合
併
〕
平
成
17
年
11
月
１
日
、
酒

田
市
、
八
幡
町
、
松
山
町
、
平
田
町
に
よ
る

新
設
合
併

〔
特
産
品
〕
む
き
そ
ば
、女
鶴
も
ち
、赤
ね
ぎ
、

メ
ロ
ン
、
庄
内
柿
、
ト
ビ
ウ
オ
、
マ
ダ
ラ
、

ス
ル
メ
イ
カ

〔
観
光
〕
飛
島
、
鳥
海
山
、
山
居
倉
庫
、
相

馬
樓
、
旧
鐙
屋
、
日
和
山
公
園
、
本
間
美
術

館
、
本
間
家
旧
本
邸
、
土
門
拳
記
念
館

〔
イ
ベ
ン
ト
〕
酒
田
雛
街
道
、
酒
田
ま
つ
り
、

酒
田
湊
・
甚
句
流
し
、
酒
田
花
火
シ
ョ
ー
、

酒
田
シ
テ
ィ
ハ
ー
フ
マ
ラ
ソ
ン
大
会
、
酒
田

日
本
海
寒
鱈
ま
つ
り
、
黒
森
歌
舞
伎

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

※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。
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わが
を
語
る

市
弱
い
と
こ
ろ
に
光
を
当
て
る

　

川
口
市
は
、
埼
玉
県
の
南
端
に
位
置

し
、
国
立
競
技
場
の
聖
火
台
で
よ
く
知

ら
れ
る「
鋳
物
産
業
」
や
安
行
の
植
木

に
代
表
さ
れ
る「
緑
化
産
業
」な
ど「
も

の
づ
く
り
の
ま
ち
」と
し
て
発
展
す
る

と
と
も
に
、
現
在
で
は
、
都
心
へ
の
ア

ク
セ
ス
の
良
さ
か
ら
住
宅
都
市
と
し
て

も
大
き
く
発
展
し
、
人
口
流
入
は
現
在

も
続
い
て
い
ま
す
。

　

58
万
人
を
超
え
る
人
口
は
、
政
令
指

定
都
市
で
あ
る
さ
い
た
ま
市
に
次
い
で

埼
玉
県
内
で
第
２
位
で
あ
り
、
市
民
の

皆
さ
ん
か
ら
福
祉
や
保
健
、
環
境
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
要
望
を
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
要
望
に
迅
速
に
、
さ
ら

に
、
弱
い
と
こ
ろ
に
光
を
当
て
る
き
め

細
か
な
対
応
を
す
る
た
め
、
自
ら
の
ま

ち
の
こ
と
を
自
ら
決
め
ら
れ
る
領
域
を

拡
大
で
き
る
中
核
市
へ
の
移
行
に
つ
い

て
、
平
成
30
年
４
月
１
日
を
目
標
に
準

備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

ま
た
、
日
本
経
済
は
景
気
回
復
の
傾

向
に
あ
る
と
い
う
も
の
の
、
弱
い
立
場

に
あ
る
中
小
企
業
が
主
体
と
な
る
本
市

の
よ
う
な
地
域
経
済
に
お
い
て
は
、
そ

の
実
感
は
行
き
渡
っ
て
い
な
い
と
感
じ

て
い
ま
す
。
現
在
、
地
方
版
総
合
戦
略

の
策
定
に
向
け
て
準
備
を
し
て
い
ま
す

が
、
中
小
企
業
の
活
性
化
が
重
要
な
ポ

イ
ン
ト
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
市
産
市
消
」で�

地
域
循
環
型
経
済
を

　

わ
が
国
の
産
業
を
支
え
る
大
型
鋳
物

の
製
造
や
、
世
界
に
も
知
ら
れ
る
安
行

の
植
木
や
花か

き卉
な
ど
の
特
産
農
産
物

は
、
伝
統
と
文
化
に
培
わ
れ
た「
川
口

ブ
ラ
ン
ド
」と
い
え
る
独
自
の
名
産
品

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
新
た
な
住
民
に

は
、
住
み
や
す
い
ま
ち
と
し
て
高
い
評

価
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
こ
の

「
川
口
ブ
ラ
ン
ド
」
が
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
市
内
中
小
企
業
の
振
興
と
地

域
経
済
の
活
性
化
を
推
進
す
る
た
め
に

は
、
市
内
で
生
産
さ
れ
た
製
品
が
市
内

で
消
費
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る

「
市
産
市
消
」
と
呼
ば
れ
る
経
済
循
環

シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
が
、
大
変

重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
川
口
商
工
会
議
所
を
は
じ

め
と
す
る
市
内
の
産
業
支
援
機
関
や
業

種
団
体
、
金
融
機
関
と
連
携
し
、
本
年

10
月
23
日
か
ら
25
日
ま
で
の
３
日
間
に

わ
た
り「
市
産
品
フ
ェ
ア
」
の
開
催
を

計
画
い
た
し
ま
し
た
。
市
内
の
名
産
品

を
一
堂
に
集
め
、
市
内
外
の
企
業
や
市

民
の
皆
さ
ん
、
近
隣
自
治
体
の
皆
さ
ん

に
対
し
大
々
的
に
周
知
し
、
市
内
企
業

の
受
注
機
会
お
よ
び
販
路
拡
大
を
図
っ

て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
市
に
お
い
て
建
築
資
材
な
ど

を
中
心
に
市
産
品
を
製
造
す
る
企
業
お

よ
び
製
品
等
の
一
覧
表
を
作
成
し
、
公

共
工
事
の
受
注
業
者
に
情
報
提
供
す
る

こ
と
で
、
可
能
な
限
り
市
産
品
を
活
用

し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
す
る
こ
と

に
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
を
契
機
に
、
市
内
業
者
の
売

上
高
増
加
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市

内
経
済
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
こ
と
を

期
待
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
隗
よ
り
始

め
よ
、
と
い
う
こ
と
で
市
役
所
に
お
い

て
公
共
工
事
や
備
品
の
調
達
に
際
し
、

み
ん
な
で
つ
く
る 

川
口
の
元
気

川か
わ
ぐ
ち口
市（
埼
玉
県
）�

 

川
口
市
長
　
奥お

く

の

き

ノ
木
信の

ぶ

お夫

植木の里“安行”で行われるせり市
2
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市
産
品
を
適
正
な
価
格
で
活
用
す
る
取

り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

子
育
て
し
や
す
い
ま
ち
川
口

〜�

住
み
続
け
た
い
ま
ち�

川
口
を
目
指
し
て
〜

　

本
市
は「
子
育
て
に
力
を
入
れ
て
い

る
自
治
体
」
と
し
て
、
若
い
世
代
の
皆

さ
ん
が
就
労
と
子
育
て
を
両
立
で
き

る
、
安
心
し
た
子
育
て
環
境
の
整
備
に

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
中
で

も
、
保
育
所
待
機
児
童
の
解
消
を
喫き
っ
き
ん緊

の
課
題
と
と
ら
え
、
平
成
29
年
度
中
の

待
機
児
童
解
消
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
認
可
保
育
所
に
入
所
で
き
な

い
児
童
が
１
０
０
０
人
を
超
え
る
状
況

に
あ
り
ま
す
が
、
平
成
26
年
か
ら
保
育

施
設
整
備
の
促
進
を
図
る
た
め
独
自
の

補
助
制
度
を
創
設
し
、
民
間
事
業
者
に

よ
る
保
育
所
の
建
設
や
賃
借
に
よ
る
新

規
開
設
な
ど
を
支
援
し
て
ま
い
り
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
本
年
４
月
の
開
所
に

向
け
て
、
認
可
保
育
所
11
施
設
、
定
員

７
４
１
人
、
低
年
齢
児
を
対
象
と
し
た

小
規
模
保
育
事
業
30
施
設
、
定
員

４
７
０
人
の
整
備
が
進
め
ら
れ
、
合
わ

せ
て
受
入
枠
１
２
１
１
人
の
大
幅
な
定

員
の
拡
充
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
こ
の
整
備
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
、

保
育
所
入
所
待
ち
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

い
た
多
く
の
皆
さ
ま
の
願
い
が
叶
え
ら

れ
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
子
育
て
世
帯
へ
の
新
た
な
支

援
策
と
し
て
、
本
年
４
月
１
日
以
降
に

出
生
し
た
１
歳
未
満
の
乳
児
の
保
護
者

に
対
し
、
育
児
に
か
か
る
費
用
の
一
部

を
応
援
金
と
し
て
支
給
す
る「
赤
ち
ゃ

ん
に
っ
こ
り
応
援
事
業
」
を
創
設
し
、

12
月
か
ら
の
実
施
に
向
け
て
準
備
を
進

め
て
い
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
い
く
つ
か
の
部
に
分
か

れ
て
い
る
子
育
て
に
関
す
る
諸
施
策
を

一
元
的
に
推
進
す
る
た
め
、
本
年
４
月

か
ら
新
た
に「
子
ど
も
部
」を
設
置
し
、

子
ど
も
や
若
者
の
健
や
か
な
成
長
を
支

え
る
と
と
も
に
、
若
い
世
代
の
皆
さ
ん

が
安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
育
て
る
こ

と
が
で
き
る
環
境
づ
く
り（
住
み
続
け

た
い
ま
ち
川
口
）を
目
指
し
て
い
ま
す
。

み
ん
な
で
つ
く
る
川
口
の
元
気

　

本
年
は
、
戦
後
70
年
の
節
目
の
年
で

す
。
ま
た
、「
川
口
市
民
は
、
未
来
に
向

か
い
、
平
和
で
豊
か
な
社
会
を
築
き

（
中
略
）
市
民
一
人
ひ
と
り
が
努
力
す

る
」こ
と
を
誓
っ
た
川
口
市
平
和
都
市

宣
言
か
ら
30
周
年
で
も
あ
り
ま
す
。
そ

の
た
め
、
本
年
の
秋
に
は
広
島
市
に
あ

り
ま
す
被
爆
樹
木
の
苗
木
を
い
た
だ
い

て
記
念
植
樹
を
す
る
な
ど
、
改
め
て
恒

久
平
和
を
願
う
取
り
組
み
を
い
た
し
ま

す
。
今
日
ま
で
平
和
を
保
ち
続
け
、
ま

た
、
そ
の
た
め
に
数
々
の
艱か
ん
な
ん難
辛
苦
を

乗
り
越
え
て
こ
ら
れ
た
先
人
方
の
ご
努

力
に
応
え
る
た
め
に
も
、
み
ん
な
の
知

恵
と
力
で
地
域
経
済
を
立
て
直
し
、

人
々
が
元
気
に
な
り
、
産
業
が
元
気
に

な
り
、
暮
ら
し
や
ま
ち
が
元
気
に
な

る
、「
み
ん
な
で
つ
く
る
川
口
の
元
気
」

の
実
現
に
向
け
て
、
引
き
続
き
市
民
の

皆
さ
ん
と
一
緒
に
な
っ
て
取
り
組
ん
で

ま
い
り
ま
す
。

子育てしやすいまち川口

◆ 

面
積　
　

61
・
97
㎢

◆ 

人
口　
　

58
万
９
５
６
８
人

◆ 

世
帯
数　

26
万
７
１
５
５
世
帯

〔
将
来
都
市
像
〕
緑 

う
る
お
い 

人 

生
き
活

き 

新
産
業
文
化
都
市 

川
口

〔
ま
ち
の
特
徴
〕
東
京
に
隣
接
し
、
荒
川
の

川
の
恵
み
と
、
鋳
物
・
植
木
な
ど
産
業
が
集

積
す
る
“
も
の
づ
く
り
”
の
ま
ち

〔
市
町
村
合
併
〕
平
成
23
年
10
月
11
日
鳩
ヶ

谷
市
を
編
入
合
併

〔
特
産
品
〕
鋳
物
、植
木
、花
卉
、ぼ
う
ふ
う
、

釣
竿
、
ベ
ー
ゴ
マ
、
ソ
ー
ス
焼
き
う
ど
ん

〔
観
光
〕
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
聖
火
台
（
レ

プ
リ
カ
）、
グ
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
、
川
口
オ
ー

ト
レ
ー
ス
、
旧
田
中
家
住
宅

〔
イ
ベ
ン
ト
〕
川
口
市
産
品
フ
ェ
ア
、
Ｓ
Ｋ
Ｉ

Ｐ
シ
テ
ィ
国
際
Ｄ
シ
ネ
マ
映
画
祭
、
た
た
ら
祭

り
、
川
口
宿
鳩
ヶ
谷
宿
日
光
御
成
道
ま
つ
り

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

※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。

川口市長

奥ノ木信夫

さいたま市

川口市
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わが
を
語
る

市
は
じ
め
に

　

本
年
２
月
に
市
制
10
周
年
を
迎
え
た

東
近
江
市
は
、
滋
賀
県
の
南
東
部
に
位

置
し
、
地
形
は
東
西
に
細
長
く
、
東
側

は
鈴
鹿
山
脈
を
挟
ん
で
三
重
県
と
隣
接

し
西
側
は
琵
琶
湖
に
面
し
て
い
ま
す
。

市
域
の
56
％
が
森
林
を
占
め
、
南
北
お

よ
そ
60
㎞
に
わ

た
る
鈴
鹿
山
脈

は
御
池
岳
や
御

在
所
岳
な
ど

１
２
０
０
ｍ
級

の
山
々
が
連
な

り
、イ
ヌ
ワ
シ
、

ク
マ
タ
カ
の
生

息
を
は
じ
め
動

植
物
の
南
限
と

北
限
が
交
わ
る

貴
重
か
つ
多
様

な
自
然
環
境
が

見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
山
々

に
源
を
発
す
る
一
級
河
川
愛
知
川
と
日

野
川
が
市
域
の
中
央
部
と
南
西
部
を
流

れ
、
近
畿
１
４
５
０
万
人
の
水
源
で
あ

る
琵
琶
湖
へ
注
い
で
い
ま
す
。
そ
の
流

域
に
は
肥ひ
よ
く沃

な
農
地
が
広
が
り
、
穏
や

か
な
気
候
と
相
ま
っ
て
、
農
業
産
出
額

は
県
内
第
１
位
を
誇
る
近
畿
で
も
指
折

り
の
穀
倉
地
帯
を
形
成
し
て
い
ま
す
。

日
本
最
大
に
し
て
最
古
の
湖
、
琵
琶
湖

で
は
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
や
ア
ユ
、
モ
ロ
コ
な

ど
の
固
有
の
生
態
系
を
維
持
・
回
復
す

る
た
め
市
民
の
手
に
よ
る
湖
岸
の
清
掃

活
動
や
ヨ
シ
刈
り
、
外
来
魚
駆
除
な
ど

の
環
境
保
全
活
動
が
熱
心
に
展
開
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

一
方
、
合
併
前
の
旧
１
市
６
町
に
お

い
て
企
業
誘
致
が
進
め
ら
れ
、
Ｉ
Ｔ
関

連
工
場
や
電
気
機
械
・
住
宅
メ
ー
カ
ー

な
ど
の
多
様
な
も
の
づ
く
り
企
業
の
進

出
が
あ
り
、
現
在
、
製
造
業
に
見
る
事

業
所
数
は
県
内
２
位
、
製
造
品
出
荷
額

等
は
県
内
３
位
と
な
る
な
ど
、
内
陸
型

工
業
都
市
と
し
て
の
性
格
も
有
し
て
い

ま
す
。

壮
大
な
歴
史
ロ
マ
ン
と
独
自

の
地
域
文
化
を
は
ぐ
く
ん
で

　

東
近
江
市
は
、
縄
文
時
代
草
創
期
お

よ
そ
１
万
３
０
０
０
年
前
の
相
谷
熊
原

遺
跡
や
25
年
前
に
未
盗
掘
で
発
見
さ
れ

三
角
縁
神
獣
鏡
が
大
き
く
注
目
さ
れ
た

雪
野
山
古
墳
、
百
済
寺
を
は
じ
め
と
す

る
聖
徳
太
子
ゆ
か
り
の
寺
院
な
ど
、
数

多
く
の
歴
史
資
源
が
存
在
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
額
田
王
が
大
海
人
皇
子
に

あ
て
て
詠
ん
だ
万
葉
集
の
相
聞
歌「
あ

か
ね
さ
す
紫
野
行
き
標
野
行
き
野
守
は

見
ず
や
君
が
袖
ふ
る
」の
舞
台
と
な
っ

た
蒲
生
野
の
歴
史
ロ
マ
ン
や
、
惟
喬
親

王
を
信
仰
の
祖
神
と
し
轆ろ
く
ろ轤
を
使
用
し

て
木
で
盆
や
椀
を
つ
く
る
木
地
師
発
祥

の
地
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

中
世
以
降
は
中
山
道
や
御
代
参
街

道
、
八
風
街
道
な
ど
に
往
来
が
多
く
、

市
場
町
や
門
前
町
に
連
な
る
交
通
の
要

衝
と
し
て
栄
え
、
近
世
に
は
近
江
商
人

が
全
国
で
活
躍
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域

と
の
交
流
を
通
じ
て
数
多
く
の
伝
統
や

独
自
の
地
域
文
化
を
根
付
か
せ
、「
三

方
よ
し
」の
精
神
を
は
ぐ
く
ん
で
き
ま

し
た
。
江
戸
時
代
中
頃
、
子
ど
も
の
出

生
を
祝
っ
て
５
月
の
節
句
に
揚
げ
た
の

が
始
ま
り
と
さ
れ
る
東
近
江
大
凧
は
、

明
治
時
代
に
２
４
０
畳
敷
大
凧
が
揚
げ

ら
れ
た
記
録
が
残
る
な
ど
近
江
八
日
市

の
大
凧
揚
げ
習
俗
と
し
て
国
の
無
形
民

俗
文
化
財
に
選
択
さ
れ
て
お
り
、
毎
年

５
月
に
は
１
０
０
畳
大
凧
を
揚
げ
る

「
東
近
江
大
凧
ま
つ
り
」
が
盛
大
に
開

催
さ
れ
、
東
近
江
大
凧
保
存
会
に
よ
り

そ
の
技
術
が
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

市
制
10
年
を
迎
え
て

　

二
度
の
合
併
を
経
て
誕
生
し
た
東
近

江
市
は「
う
る
お
い
と
に
ぎ
わ
い
の
ま

ち
」を
目
指
し
て
着
実
な
歩
み
を
続
け
、

10
年
の
節
目
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の
10

“
鈴
鹿
か
ら
琵
琶
湖
ま
で
”

地
域
資
源
を
生
か
し
た
自
己
完
結
型
の
ま
ち
を
目
指
し
て

東ひ
が
し
お
う
み

近
江
市（
滋
賀
県
）�

 

東
近
江
市
長
　
小お

ぐ

ら椋
正ま

さ
き
よ清

鈴鹿の山並みから琵琶湖の東部に広がる湖東平野に位置する東近江市
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年
間
は
市
民
の
皆
さ
ま
の
理
解
を
得
な

が
ら
、
福
祉
、
教
育
、
産
業
、
ま
ち
づ
く

り
、
情
報
推
進
、
防
災
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
事
業
を
展
開
し
て
き
ま
し
た
。
２
年

前
か
ら
３
代
目
市
長
に
就
任
し
、
そ
の

後
医
師
不
足
に
起
因
す
る
能
登
川
病
院

と
蒲
生
病
院
と
い
う
２
つ
の
公
立
病
院

の
危
機
的
状
況
に
一
定
の
道
筋
を
つ
け

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

近
年
の
特
徴
的
な
取
り
組
み
と
し
て

は
、「
鈴
鹿
山
麓
無
限
∞
会
議
」と
称
す

る
会
合
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
鈴
鹿
山

脈
を
挟
む
８
つ
の
自
治
体
が
一
堂
に
会

し
、
観
光
や
文
化
、
産
業
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
観
点
で
話
し
合
う
も
の
で
、
こ
れ

ま
で
三
重
県
菰
野
町
と
本
市
に
お
い
て

開
催
し
、
特
産
品
振
興
策
な
ど
に
つ
い

て
議
論
す
る
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
ち

の
連
携
と
発
展
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
校
で
あ
る
準
学

校
法
人
ラ
チ
ー
ノ
学
院
の
受
け
入
れ
が

実
現
し
ま
し
た
。
市
内
の
中
山
間
地
域

で
児
童
数
減
少
に
伴
い
閉
校
し
た
小
学

校
に
、
日
本
ラ
チ
ー
ノ
学
院 

甲
津
畑

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル
を
開

校
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

な
地
域
で
の
外
国
人
学
校
の
受
け
入
れ

は
全
国
的
に
も
珍
し
く
、
本
市
で
も
初

の
試
み
と
な
り
ま
す
が
、
過
疎
化
が
進

む
山
間
部
に
新
た
な
息
吹
が
吹
き
込
ま

れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
や
み
ま
せ
ん
。

近
畿
圏
と
中
部
圏
の
結
節
点

と
い
う
地
の
利
を
生
か
す

　

平
成
23
年
３
月
、
東
近
江
市
民
の
悲

願
で
あ
っ
た
三
重
県
い
な
べ
市
と
つ
な

が
る
国
道
４
２
１
号
石
榑
ト
ン
ネ
ル
が

開
通
、
平
成
25
年
10
月
と
12
月
に
は
国

土
の
大
動
脈
で
あ
る
名
神
高
速
道
路
の

湖
東
三
山
と
蒲
生
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
が
相
次
い
で
オ
ー
プ
ン
し
ま

し
た
。
こ
れ
ら
交
通
イ
ン
フ
ラ
の
整
備

に
よ
っ
て
近
畿
経
済
圏
と
中
部
経
済
圏

と
の
交
流
が
飛
躍
的
に
向
上
し
、
ヒ

ト
・
モ
ノ
・
情
報
の
新
し
い
流
れ
や
動
き

が
期
待
で
き
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
の

利
を
生
か
し
て
企
業
誘
致
や
観
光
振
興

に
力
を
注
ぐ
と
と
も
に
、
近
江
米
、
近

江
牛
、
地
酒
を
は
じ
め
新
鮮
で
お
い
し

い
農
産
品
な
ど
の
ト
ッ
プ
セ
ー
ル
ス
も

行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

人
口
減
少
社
会
が
到
来
し
、
地
方
創

生
の
取
り
組
み
が
本
格
化
す
る
中
、
本

市
に
は
美
し
い
自
然
と
素
晴
ら
し
い
歴

史
・
文
化
・
伝
統
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
磨

き
を
か
け
て
後
世
に
伝
え
て
い
く
こ
と

が
何
よ
り
大
切
で
す
。
そ
の
こ
と
に
私

た
ち
市
民
が
い
ち
早
く
気
づ
き
、
誇
り

と
自
信
を
持
つ
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

同
時
に
、
男
女
の
出
会
い
の
場
、
結

婚
、
出
産
、
育
児
、
子
育
て
と
切
れ
目
の

な
い
支
援
を
行
政
と
し
て
し
っ
か
り
取

り
組
む
こ
と
や
、
10
年
、
20
年
後
を
見

据
え
た
ロ
ン
グ
ス
パ
ン
で
取
り
組
む
事

業
に
布
石
を
打
つ
こ
と
も
重
要
で
す
。

こ
れ
ら
の
要
素
を
前
提
と
し
て
、
人
が

集
い
、
こ
こ
で
生
ま
れ
て
人
生
を
過
ご

し
て
よ
か
っ
た
と
思
え
る
、
い
わ
ゆ
る

自
己
完
結
能
力
の
あ
る
ま
ち
を
目
指
し

て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

毎年、５月に開催される「東近江大凧まつり」

◆ 

面
積　
　

３
８
８
・
37
㎢

◆ 

人
口　
　

11
万
５
６
０
５
人

◆ 

世
帯
数　

４
万
２
０
８
３
世
帯

〔
将
来
都
市
像
〕
う
る
お
い
と
に
ぎ
わ
い
の

ま
ち

〔
ま
ち
の
特
徴
〕
鈴
鹿
の
山
々
か
ら
琵
琶
湖

ま
で
広
が
る
市
域
を
有
し
、
万
葉
の
こ
ろ
よ

り
綿
綿
と
続
く
歴
史
・
伝
統
・
文
化
の
存
在

す
る
ま
ち

〔
市
町
村
合
併
〕
平
成
17
年
2
月
11
日
、
八

日
市
市
・
永
源
寺
町
・
五
個
荘
町
・
愛
東
町
・

湖
東
町
の
１
市
４
町
合
併
。
平
成
18
年
１
月

１
日
、
東
近
江
市
・
能
登
川
町
・
蒲
生
町
の

１
市
２
町
合
併

〔
特
産
品
〕
近
江
米
、
メ
ロ
ン
、
ナ
シ
、
ブ

ド
ウ
、
政
所
茶
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
木
地
製
品
、

布
引
焼
、
小
幡
人
形
、
麻
織
物
な
ど

〔
観
光
〕
五
個
荘
近
江
商
人
屋
敷
、
世
界
凧

博
物
館
東
近
江
大
凧
会
館
、
あ
い
と
う
マ
ー

ガ
レ
ッ
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
永
源
寺
、
百
済

寺
、
太
郎
坊
宮
な
ど

〔
イ
ベ
ン
ト
〕
東
近
江
大
凧
ま
つ
り
、
ぶ
ら
っ

と
五
個
荘
ま
ち
あ
る
き
、
聖
徳
ま
つ
り
、
コ
ト

ナ
リ
エ
サ
マ
ー
フ
ェ
ス
タ
、
二
五
八
祭
、
永
源

寺
も
み
じ
ま
つ
り
、
伊
庭
の
坂
下
し
祭
な
ど

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

※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。

東近江市長

小椋正清

大津市 東近江市
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わが
を
語
る

市
は
じ
め
に

　

庄
原
市
は
、
広
島
県
の
北
東
部
、
中

国
地
方
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
島

根
・
鳥
取
・
岡
山
県
と
接
す
る
県
境
の
ま

ち
で
す
。
平
成
17
年
３
月
に
近
隣
の
１

市
６
町
が
合
併
し
、
近
畿
以
西
で
は
最

大
の
市
域
と
な
り
、
こ
の
た
び
10
周
年

を
迎
え
ま
し
た
。

　

広
大
な
市
域
を
有
す
る
本
市
に
は
、

比
婆
道
後
帝
釈
国
定
公
園
や
中
国
地
方

唯
一
の
国
営
公
園
で
あ
る
備
北
丘
陵
公

園
が
所
在
す
る
ほ
か
、
春
は
市
域
内
で

標
高
差
が
あ
る
た
め
４
月
上
旬
か
ら
１

カ
月
余
り
桜

が
楽
し
め
、

夏
は
標
高

１
０
０
０
ｍ

級
の
比
婆
山

連
峰
、
道
後

山
な
ど
へ
の

登
山
・
キ
ャ
ン
プ
、
秋
に
は
帝
釈
峡
・
比

婆
山
連
峰
の
紅
葉
狩
り
、
冬
は
市
内
に

４
カ
所
あ
る
ス
キ
ー
場
で
の
ス
キ
ー
や

雪
遊
び
が
楽
し
め
る
こ
と
か
ら
、
四
季

の
移
ろ
い
を
感
じ
る
日
本
一
の
ま
ち
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
自
負
し
て

お
り
ま
す
。

大
自
然
に
刻
ま
れ
た
太
古
の
記
憶

　

豊
か
な
森
林
と
渓
流
を
有
す
る
本
市

に
は
、
古
く
か
ら
大
自
然
と
共
存
し
て

き
た
人
々
の
暮
ら
し
が
あ
り
、
雄
大
で

美
し
い
風
景
が
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し

た
。
壮
大
な
時
間
の
流
れ
の
中
で
描
か

れ
て
き
た
大
自
然
の
芸
術
は
、
多
く
の

人
々
を
魅
了
し
て
い
ま
す
。

　

国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
た
、

長
さ
90
ｍ
、
幅
19
ｍ
、
高
さ
40
ｍ
の
日

本
一
の
天
然
橋
と
い
わ
れ
る
帝
釈
峡
の

「
雄
橋
」や
、
県
の
天
然
記
念
物
に
指
定

さ
れ
た
１
０
０
本
を
越
す
大
杉
群
が

社し
ゃ
そ
う叢
を
形
成
し
、
７
１
３
年
以
前
の
創

建
と
さ
れ
る「
熊
野
神
社
」、
神
武
天
皇

陵
と
言
い
伝
え
ら
れ
、
ど
の
方
向
か
ら

見
て
も
三
角
形
に
見
え
る
山
容
と
巨
石

群
に
よ
り
日
本
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
と
称
さ

れ
る「
葦
嶽
山
」な
ど
、
自
然
の
持
つ
神

秘
的
な
力
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
パ

ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
が
所
在
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
昔
か
ら
伝
え
ら
れ
た
神
話
や

伝
承
が
数
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
日
本

最
古
の
歴
史
書
と
さ
れ
る「
古
事
記
」

に
も
登
場
す
る
比
婆
山
御
陵
。
そ
の
な

だ
ら
か
な
峰
は
、
地
元
で
古
く
か
ら

「
伊
邪
那
美
命
の
陵
墓
」
と
伝
え
ら
れ

「
比
婆
山
伝
説
地
」
と
し
て
県
史
跡
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
人
類
が
登
場
す
る
よ
り
も

古
い
新
生
代
中
新
世（
１
６
０
０
万
年

前
頃
）、
本
市
一
帯
が
浅
い
海
だ
っ
た

こ
と
を
物
語
る
ク
ジ
ラ
の
化
石
が
４
種

発
見
さ
れ
て
お
り
、
日
本
一
の
ク
ジ
ラ

化
石
の
産
出
地
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

な
お「
中
国
山
地
で
ク
ジ
ラ
ウ
ォ
ッ
チ

ン
グ
」
と
題
し
て
、
そ
の
標
本
を
博
物

館
へ
展
示
・
公
開
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
大
自
然
の
恵
み
を
受
け
た

豊
富
な
資
源
と
魅
力
を
磨
き
上
げ
、
有

機
的
に
結
び
付
け
る
と
と
も
に
、
観
光

Ｐ
Ｒ
を
積
極
的
に
行
い
全
国
の
皆
さ
ま

に
庄
原
市
を「
知
っ
て
も
ら
う
」「
来
て

も
ら
う
」「
感
じ
て
も
ら
う
」「
ま
た
来

て
も
ら
う
」と
い
っ
た
循
環
的
な
取
り

組
み
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

「
庄
原
い
ち
ば
ん
づ
く
り
」に
よ
る 

「
心
の
い
ち
ば
ん
」を
実
感
で
き
る
ま
ち
へ

庄し
ょ
う
ば
ら原
市（
広
島
県
）�

 

庄
原
市
長
　
木き

や

ま山
耕こ

う
ぞ
う三

日本一の天然橋、帝釈峡「雄橋」

市内で発掘されたクジラの化石と模型

4
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庄
原
い
ち
ば
ん
づ
く
り

　

本
市
で
は
、「
人
口
の
減
少
、
少
子
高

齢
化
の
進
行
、
基
幹
産
業
の
衰
退
」
と

い
っ
た
過
疎
地
域
共
通
の
課
題
が

年
々
、
厳
し
さ
を
増
し
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
課
題
を
克
服
し
、

活
力
あ
る
庄
原
市
を
築
く
た
め「
地
域

産
業
」「
暮
ら
し
の
安
心
」「
に
ぎ
わ
い

と
活
力
」
を
柱
と
す
る「
庄
原
い
ち
ば

ん
づ
く
り
」に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の“
い
ち
ば
ん
”
と
は
、
数
値
や

量
、
順
位
な
ど
で
は
な
く「
し
あ
わ
せ

や
安
心
」「
達
成
感
や
満
足
感
」と
い
っ

た
、
心
の“
い
ち
ば
ん
”
を
実
感
で
き

「
や
っ
ぱ
り
、
庄
原
が
い
ち
ば
ん
え
え

よ
の
ぉ
」と
思
え
る「
ま
ち
づ
く
り
」を

意
図
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず「
地
域
産
業
の
い
ち
ば
ん
」
で

は
、
基
幹
産
業
で
あ
る
農
林
業
の
振

興
・
再
興
を
図
る
た
め
、
農
林
業
に
携

わ
る
方
の
知
識
や
技
術
、
熱
意
な
ど
を

呼
び
覚
ま
し
、
豊
富
な
資
源
の
有
効
活

用
を
前
提
と
し
た「
ブ
ラ
ン
ド
化
の
推

進
」や「
６
次
産
業
化
の
推
進
」に
取
り

組
ん
で
お
り
、
平
成
26
年
に
は
、
か
つ

て
全
国
に
そ
の
名
を
轟
か
せ
た「
比
婆

牛
」
ブ
ラ
ン
ド
を
復
活
さ
せ
た
ほ
か
、

「
こ
だ
わ
り
米
」
が
全
国
の
食
味
コ
ン

ク
ー
ル
で
高
い
評
価
を
受
け
る
な
ど
、

徐
々
に
で
は
あ
り
ま
す
が
、
確
か
な
手

応
え
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

次
に「
暮
ら
し
の
安
心
の
い
ち
ば
ん
」

で
は
、
本
市
に
生
ま
れ
、
育
ち
、
生
涯

に
わ
た
る
暮
ら
し
の
基
盤
・
支
え
と
な

る
、
保
健
・
医
療
・
福
祉
お
よ
び
教
育
を

充
実
さ
せ
、
皆
さ
ん
が
安
心
し
て「
住

み
続
け
た
い
」「
子
や
孫
の
代
ま
で
住

ま
せ
た
い
」と
実
感
で
き
る
環
境
づ
く

り
を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
と

り
わ
け
、
平
成
26
年
度
よ
り「
第
３
子

以
降
の
保
育
料
無
料
化
」
や「
乳
幼
児

等
医
療
費
助
成
」を
中
学
３
年
生
ま
で

拡
大
す
る
な
ど
子
育
て
支
援
の
充
実
を

図
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

最
後
に「
に
ぎ
わ
い
と
活
力
の
い
ち

ば
ん
」
で
は
、
豊
か
な
自
然
や
古
来
よ

り
伝
わ
る
多
様
な
文
化
な
ど
、
貴
重
な

資
源
を
活
用
し
た
観
光
交
流
と
若
者
の

流
出
を
抑
制
し
定
住
促
進
を
図
る
こ
と

が
重
要
と
な
り
ま
す
。
本
年
３
月
に
全

線
開
通
と
な
っ
た
中
国
横
断
道
尾
道
松

江
線（
中
国
や
ま
な
み
街
道
）
の
イ
ン

タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
２
カ
所
に
加
え
、
中
国

縦
貫
道
の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
２
カ
所

を
有
す
る
全
国
で
も
ま
れ
な
優
位
性
を

生
か
し
て
、
多
く
の
交
流
人
口
を
呼
び

込
み
、
観
光
産
業
へ
と
導
く
取
り
組
み

を
進
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
本
市
へ
の
帰
郷
定
住
を
市
民

総
ぐ
る
み
で
展
開
す
る
た
め
、
本
市
出

身
の
若
者
や
市
内
事
業
所
、
自
治
振
興

区
な
ど
を
会
員
と
す
る「
帰
ろ
う
や
倶

楽
部
」
を
設
置
し
、
ふ
る
さ
と
の
情
報

を
伝
え
、
帰
郷
へ
の
呼
び
掛
け
を
続
け

て
お
り
ま
す
。

お
わ
り
に

　

冒
頭
に
も
触
れ
ま
し
た
通
り
、
市
制

施
行
10
周
年
を
記
念
し
、
本
年
10
月
11

日
に
は
、
国
営
備
北
丘
陵
公
園
に
お
い

て
、
全
国
の
皆
さ
ま
に
庄
原
市
を
知
っ

て
い
た
だ
き
た
く
、
誰
で
も
参
加
で
き

る「
記
念
イ
ベ
ン
ト
」
の
開
催
を
予
定

し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
庄
原

市
へ
お
越
し
く
だ
さ
る
こ
と
を
心
よ
り

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

◆ 

面
積　
　

１
２
４
６
・
49
㎢

◆ 

人
口　
　

３
万
８
１
６
６
人

◆ 

世
帯
数　

１
万
５
９
１
４
世
帯

〔
将
来
都
市
像
〕“
げ
ん
き
”
と
“
や
す
ら
ぎ
”

の
さ
と
や
ま
文
化
都
市　

〜
人
と
地
域
が
輝

く
、
美
し
い
日
本
の
ふ
る
さ
と
〜

〔
ま
ち
の
特
徴
〕
中
国
山
地
と
そ
の
麓
に
続

く
里
山
・
田
園
地
帯
で
、
四
季
折
々
に
彩
り

を
変
え
る
豊
か
な
自
然
に
育
ま
れ
た
ま
ち

〔
市
町
村
合
併
〕
平
成
17
年
３
月
31
日
、
庄

原
市
、
西
城
町
、
東
城
町
、
口
和
町
、
高
野

町
、
比
和
町
、
総
領
町
の
１
市
６
町
が
対
等

合
併

〔
特
産
品
〕
比
婆
牛
、
米
、
り
ん
ご
、
広
島

菜
漬
、
し
い
た
け
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
大
根
、

庄
原
焼
き
（
お
好
み
焼
き
）

〔
観
光
〕
比
婆
道
後
帝
釈
国
定
公
園
、
国
営

備
北
丘
陵
公
園
、
熊
野
神
社
、
道
の
駅
、
比

和
自
然
科
学
博
物
館

〔
イ
ベ
ン
ト
〕
庄
原
上
野
公
園
桜
ま
つ
り
、

庄
原
よ
い
と
こ
祭
り
、
口
和
モ
ー
モ
ー
祭
、

お
通
り
、
国
営
備
北
丘
陵
公
園
ウ
イ
ン
タ
ー

イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
雪
合
戦
ひ
ろ
し
ま
in

高
野
、
節
分
草
祭

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

※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。

庄原市長

木山耕三

広島市

庄原市


