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飲
水
思
源
、
そ
の
言
葉
を
胸
に
、
４
年
間
、
無
我
夢

中
で
精
一
杯
走
り
続
け
て
参
り
ま
し
た
。

　

お
か
げ
さ
ま
で
、
学
校
支
援
員
の
増
員
や
サ
ポ
ー
ト

ル
ー
ム
さ
く
ら
の
開
設
、
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
や
防
災

拠
点
の
整
備
、
念
願
の
国
道
41
号
の
６
車
線
化
が
目
に

見
え
た
形
で
進
み
始
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
基
盤

再
整
備
に
着
手
す
る
契
機
と
な
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
秩
序
あ
る
土
地
利
用
の
促
進
を
掲
げ
、
企

業
誘
致
に
も
取
り
組
み
、
そ
れ
ら
が
追
い
風
と
な
っ
て

今
、「
50
年
後
の
大
口
町
の
礎
」
の
実
現
に
、
明
る
い

兆
し
を
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

東
日
本
大
地
震
か
ら
は
や
６
年
が
経
ち
ま
し
た
。
町

長
就
任
以
来
、
幾
度
と
な
く
被
災
現
場
に
立
ち
、
被
災

さ
れ
た
様
々
な
方
の
お
話
を
伺
う
に
つ
れ
、
ま
ち
の
財

産
は
、
人
で
あ
り
、
人
の
心
、
志
、
人
の
つ
な
が
り
で

あ
る
と
確
信
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

危
機
に
直
面
し
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
人
々
の
、
お

金
や
物
質
的
な
損
得
を
超
え
た
、
ひ
た
向
き
に
取
り
組

む
姿
に
感
動
を
覚
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
わ
が
ま

ち
に
お
い
て
も
、
そ
う
い
っ
た
人
々
の
姿
を
幾
度
と
な

く
、
見
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。　

　

そ
れ
は
、
ま
ち
の
中
で
自
ら
の
意
志
で
、
思
い
思
い

の
公
的
な
活
動
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ
る
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
・
ま
ち
づ
く
り
・
N
P
O
団
体
、
さ
ら
に
は
、
地
域

自
治
組
織
の
活
動
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
姿
を
拝
見
す
る
度
に
、
今
の
大
口
町
の
豊
か
さ

は
、
先
人
が
不
屈
の
精
神
と
努
力
で
逆
境
に
立
ち
向

か
っ
た
賜
物
で
あ
り
、
そ
の
D
N
A
が
世
代
を
超
え
て

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
ま
ち
に
関
わ
る
方
々
と
、
手
を
た
ず
さ
え
て
汗

を
か
く
こ
と
で
知
恵
を
授
か
り
、
そ
れ
を
生
か
す
こ
と

で
今
の
時
代
を
明
る
く
乗
り
切
っ
て
、
次
の
世
代
へ
私

た
ち
の
ふ
る
さ
と
「
お
お
ぐ
ち
」
を
、
引
き
継
い
で
い

こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

飲
水
思
源
、
そ
の
言
葉
を
胸
に
、
４
年
間
、
無
我
夢

中
で
精
一
杯
走
り
続
け
て
参
り
ま
し
た
。

　

お
か
げ
さ
ま
で
、
学
校
支
援
員
の
増
員
や
サ
ポ
ー
ト

ル
ー
ム
さ
く
ら
の
開
設
、
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
や
防
災

拠
点
の
整
備
、
念
願
の
国
道
41
号
の
６
車
線
化
が
目
に

見
え
た
形
で
進
み
始
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
基
盤

再
整
備
に
着
手
す
る
契
機
と
な
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
秩
序
あ
る
土
地
利
用
の
促
進
を
掲
げ
、
企

業
誘
致
に
も
取
り
組
み
、
そ
れ
ら
が
追
い
風
と
な
っ
て

今
、「
50
年
後
の
大
口
町
の
礎
」
の
実
現
に
、
明
る
い

兆
し
を
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

東
日
本
大
地
震
か
ら
は
や
６
年
が
経
ち
ま
し
た
。
町

長
就
任
以
来
、
幾
度
と
な
く
被
災
現
場
に
立
ち
、
被
災

さ
れ
た
様
々
な
方
の
お
話
を
伺
う
に
つ
れ
、
ま
ち
の
財

産
は
、
人
で
あ
り
、
人
の
心
、
志
、
人
の
つ
な
が
り
で

あ
る
と
確
信
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

危
機
に
直
面
し
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
人
々
の
、
お

金
や
物
質
的
な
損
得
を
超
え
た
、
ひ
た
向
き
に
取
り
組

む
姿
に
感
動
を
覚
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
わ
が
ま

ち
に
お
い
て
も
、
そ
う
い
っ
た
人
々
の
姿
を
幾
度
と
な

く
、
見
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。　

　

そ
れ
は
、
ま
ち
の
中
で
自
ら
の
意
志
で
、
思
い
思
い

の
公
的
な
活
動
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ
る
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
・
ま
ち
づ
く
り
・
N
P
O
団
体
、
さ
ら
に
は
、
地
域

自
治
組
織
の
活
動
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
姿
を
拝
見
す
る
度
に
、
今
の
大
口
町
の
豊
か
さ

は
、
先
人
が
不
屈
の
精
神
と
努
力
で
逆
境
に
立
ち
向

か
っ
た
賜
物
で
あ
り
、
そ
の
D
N
A
が
世
代
を
超
え
て

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
ま
ち
に
関
わ
る
方
々
と
、
手
を
た
ず
さ
え
て
汗

を
か
く
こ
と
で
知
恵
を
授
か
り
、
そ
れ
を
生
か
す
こ
と

で
今
の
時
代
を
明
る
く
乗
り
切
っ
て
、
次
の
世
代
へ
私

た
ち
の
ふ
る
さ
と
「
お
お
ぐ
ち
」
を
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引
き
継
い
で
い

こ
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で
は
あ
り
ま
せ
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か
。

　

飲
水
思
源
、
そ
の
言
葉
を
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に
、
４
年
間
、
無
我
夢
中
で

精
一
杯
走
り
続
け
て
参
り
ま
し
た
。

　

お
か
げ
さ
ま
で
、
学
校
支
援
員
の
増
員
や
サ
ポ
ー
ト
ル
ー

ム
さ
く
ら
の
開
設
、
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
や
防
災
拠
点
の
整

備
、
念
願
の
国
道
41
号
の
６
車
線
化
が
目
に
見
え
た
形
で
進

み
始
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
基
盤
再
整
備
に
着
手
す
る

契
機
と
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し
た
。
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就
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被
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現
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に
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な
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伺
う
に
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、
ま
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の
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は
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あ
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６
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さ
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。
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あ
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の
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な
活
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に
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わ
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て
お
ら
れ
る
、
ボ
ラ
ン
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ア
・
ま
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づ
く
り
・
N
P
O
団
体
、
さ
ら
に
は
、
地
域
自
治
組
織
の
活

動
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
姿
を
拝
見
す
る
度
に
、
今
の
大
口
町
の
豊
か
さ
は
、

先
人
が
不
屈
の
精
神
と
努
力
で
逆
境
に
立
ち
向
か
っ
た
賜
物

で
あ
り
、
そ
の
D
N
A
が
世
代
を
超
え
て
脈
々
と
受
け
継
が

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
ま
ち
に
関
わ
る
方
々
と
、
手
を
た
ず
さ
え
て
汗
を
か

く
こ
と
で
知
恵
を
授
か
り
、
そ
れ
を
生
か
す
こ
と
で
今
の
時

代
を
明
る
く
乗
り
切
っ
て
、
次
の
世
代
へ
私
た
ち
の
ふ
る
さ

と
「
お
お
ぐ
ち
」
を
、
引
き
継
い
で
い
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。

　

本
町
は
、
地
方
分
権
時
代
を
迎
え
た
当
初
か

ら
、
自
立
と
共
助
の
ま
ち
づ
く
り
を
掲
げ
、
ま

ち
に
関
わ
る
色
々
な
方
々
が
主
体
的
に
考
え
取

り
組
む
、
地
方
自
治
の
原
点
に
立
っ
た
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

お
陰
様
で
本
町
に
は
、
地
域
自
治
組
織
の
活

動
や
安
全
安
心
の
ま
ち
づ
く
り
、
地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
な
ど
、
時
代
の
流
れ
に
先
ん
じ
て

行
動
す
る
、
住
民
の
皆
様
方
の
想
い
と
マ
ン
パ

ワ
ー
が
あ
り
、
今
後
も
着
実
に
歩
み
が
重
ね
ら

れ
て
い
る
と
確
信
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

少
子
高
齢
社
会
が
緩
や
か
に
進
む
中
、
バ
ラ

ン
ス
あ
る
人
口
構
成
を
維
持
さ
せ
て
い
く
た
め

に
、
町
民
の
皆
様
に
、
大
口
町
の
魅
力
を
知
っ

て
い
た
だ
く
取
り
組
み
と
し
て
シ
テ
ィ
プ
ロ

モ
ー
シ
ョ
ン
事
業
を
推
進
し
て
お
り
ま
す
。「
大

口
町
に
住
ん
で
い
て
よ
か
っ
た
。」
と
実
感
し
て

い
た
だ
け
る
よ
う
、
郷
土
愛
を
深
め
「
大
口
町

民
と
し
て
の
誇
り
の
熟
成
」を
図
り
ま
す
。ま
た
、

安
心
で
幸
せ
な
健
康
長
寿
社
会
の
実
現
は
、
行

政
施
策
と
し
て
実
施
す
る
よ
り
は
、
各
々
の
方

の
自
覚
に
基
づ
く
自
主
的
な
活
動
の
方
が
、
継

続
性
が
担
保
さ
れ
、
効
果
的
で
は
な
い
か
と
考

え
、
健
康
づ
く
り
、
生
き
が
い
づ
く
り
な
ど
の

拠
点
と
な
る
健
康
文
化
セ
ン
タ
ー
や
学
習
等

共
同
利
用
施
設
の
改
修
に
取
り
組
ん
で
ま
い

り
ま
す
。

　

先
人
が
培
っ
て
き
た
自
立
可
能
な
こ
の
ま

ち
を
、
将
来
の
世
代
に
引
き
継
い
で
い
く
た

め
に
は
、
50
年
後
の
ま
ち
の
礎
と
な
る
、
産

業
振
興
や
生
活
基
盤
整
備
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
道
路
網
の
整
備
は
、
将
来
展
望

を
持
っ
て
地
道
に
継
続
し
て
取
り
組
め
ば
、

よ
り
良
い
暮
ら
し
の
実
現
に
つ
な
が
る
、
大

き
な
可
能
性
を
秘
め
た
「
ま
ち
づ
く
り
」
で

あ
り
ま
す
。

　

私
は
先
人
か
ら
受
け
継
い
だ
、
こ
の
暮
ら

し
や
す
い
ま
ち
を
、
子
や
孫
の
時
代
に
受
け

渡
し
て
ゆ
き
た
い
と
、
そ
う
思
う
一
心
で
あ

り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
歴
史
や
経
験
か
ら
学
ん

だ
知
恵
を
、
時
代
の
変
化
に
合
わ
せ
て
ア
レ

ン
ジ
し
て
、
さ
ら
に
、
慣
例
や
経
験
に
と
ら

わ
れ
ず
判
断
し
て
結
果
や
評
価
を
恐
れ
ず
行

動
で
き
る
、
そ
ん
な
人
財
が
不
可
欠
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
、
こ
の
ま
ち
に
関
わ
る
、
よ
り
多

く
の
人
財
が
得
手
な
分
野
で
活
躍
す
る
こ
と

で
幸
福
感
を
得
て
、
そ
の
活
躍
が
結
果
と
し

て
地
域
に
貢
献
す
る
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
そ

の
輪
が
ど
ん
ど
ん
波
及
し
て
連
鎖
し
拡
が
っ

て
ゆ
く
、ま
ち
の
人
々
が
、誇
り
を
持
て
る
ま
ち
、

活
力
あ
る
ま
ち
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。

  （
平
成
31
年
度
「
施
政
方
針
」
か
ら
抜
粋
・
再
編
）
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飲
水
思
源
、
そ
の
言
葉
を
胸
に
、
４
年
間
、
無
我
夢

中
で
精
一
杯
走
り
続
け
て
参
り
ま
し
た
。

　

お
か
げ
さ
ま
で
、
学
校
支
援
員
の
増
員
や
サ
ポ
ー
ト

ル
ー
ム
さ
く
ら
の
開
設
、
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
や
防
災

拠
点
の
整
備
、
念
願
の
国
道
41
号
の
６
車
線
化
が
目
に

見
え
た
形
で
進
み
始
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
基
盤

再
整
備
に
着
手
す
る
契
機
と
な
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
秩
序
あ
る
土
地
利
用
の
促
進
を
掲
げ
、
企

業
誘
致
に
も
取
り
組
み
、
そ
れ
ら
が
追
い
風
と
な
っ
て

今
、「
50
年
後
の
大
口
町
の
礎
」
の
実
現
に
、
明
る
い

兆
し
を
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

東
日
本
大
地
震
か
ら
は
や
６
年
が
経
ち
ま
し
た
。
町

長
就
任
以
来
、
幾
度
と
な
く
被
災
現
場
に
立
ち
、
被
災

さ
れ
た
様
々
な
方
の
お
話
を
伺
う
に
つ
れ
、
ま
ち
の
財

産
は
、
人
で
あ
り
、
人
の
心
、
志
、
人
の
つ
な
が
り
で

あ
る
と
確
信
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

危
機
に
直
面
し
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
人
々
の
、
お

金
や
物
質
的
な
損
得
を
超
え
た
、
ひ
た
向
き
に
取
り
組

む
姿
に
感
動
を
覚
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
わ
が
ま

ち
に
お
い
て
も
、
そ
う
い
っ
た
人
々
の
姿
を
幾
度
と
な

く
、
見
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。　

　

そ
れ
は
、
ま
ち
の
中
で
自
ら
の
意
志
で
、
思
い
思
い

の
公
的
な
活
動
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ
る
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
・
ま
ち
づ
く
り
・
N
P
O
団
体
、
さ
ら
に
は
、
地
域

自
治
組
織
の
活
動
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
姿
を
拝
見
す
る
度
に
、
今
の
大
口
町
の
豊
か
さ

は
、
先
人
が
不
屈
の
精
神
と
努
力
で
逆
境
に
立
ち
向

か
っ
た
賜
物
で
あ
り
、
そ
の
D
N
A
が
世
代
を
超
え
て

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
ま
ち
に
関
わ
る
方
々
と
、
手
を
た
ず
さ
え
て
汗

を
か
く
こ
と
で
知
恵
を
授
か
り
、
そ
れ
を
生
か
す
こ
と

で
今
の
時
代
を
明
る
く
乗
り
切
っ
て
、
次
の
世
代
へ
私

た
ち
の
ふ
る
さ
と
「
お
お
ぐ
ち
」
を
、
引
き
継
い
で
い

こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

飲
水
思
源
、
そ
の
言
葉
を
胸
に
、
４
年
間
、
無
我
夢

中
で
精
一
杯
走
り
続
け
て
参
り
ま
し
た
。

　

お
か
げ
さ
ま
で
、
学
校
支
援
員
の
増
員
や
サ
ポ
ー
ト

ル
ー
ム
さ
く
ら
の
開
設
、
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
や
防
災

拠
点
の
整
備
、
念
願
の
国
道
41
号
の
６
車
線
化
が
目
に

見
え
た
形
で
進
み
始
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
基
盤

再
整
備
に
着
手
す
る
契
機
と
な
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
秩
序
あ
る
土
地
利
用
の
促
進
を
掲
げ
、
企

業
誘
致
に
も
取
り
組
み
、
そ
れ
ら
が
追
い
風
と
な
っ
て

今
、「
50
年
後
の
大
口
町
の
礎
」
の
実
現
に
、
明
る
い

兆
し
を
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

東
日
本
大
地
震
か
ら
は
や
６
年
が
経
ち
ま
し
た
。
町

長
就
任
以
来
、
幾
度
と
な
く
被
災
現
場
に
立
ち
、
被
災

さ
れ
た
様
々
な
方
の
お
話
を
伺
う
に
つ
れ
、
ま
ち
の
財

産
は
、
人
で
あ
り
、
人
の
心
、
志
、
人
の
つ
な
が
り
で

あ
る
と
確
信
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

危
機
に
直
面
し
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
人
々
の
、
お

金
や
物
質
的
な
損
得
を
超
え
た
、
ひ
た
向
き
に
取
り
組

む
姿
に
感
動
を
覚
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
わ
が
ま

ち
に
お
い
て
も
、
そ
う
い
っ
た
人
々
の
姿
を
幾
度
と
な

く
、
見
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。　

　

そ
れ
は
、
ま
ち
の
中
で
自
ら
の
意
志
で
、
思
い
思
い

の
公
的
な
活
動
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ
る
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
・
ま
ち
づ
く
り
・
N
P
O
団
体
、
さ
ら
に
は
、
地
域

自
治
組
織
の
活
動
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
姿
を
拝
見
す
る
度
に
、
今
の
大
口
町
の
豊
か
さ

は
、
先
人
が
不
屈
の
精
神
と
努
力
で
逆
境
に
立
ち
向

か
っ
た
賜
物
で
あ
り
、
そ
の
D
N
A
が
世
代
を
超
え
て

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
ま
ち
に
関
わ
る
方
々
と
、
手
を
た
ず
さ
え
て
汗

を
か
く
こ
と
で
知
恵
を
授
か
り
、
そ
れ
を
生
か
す
こ
と

で
今
の
時
代
を
明
る
く
乗
り
切
っ
て
、
次
の
世
代
へ
私

た
ち
の
ふ
る
さ
と
「
お
お
ぐ
ち
」
を
、
引
き
継
い
で
い

こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

飲
水
思
源
、
そ
の
言
葉
を
胸
に
、
４
年
間
、
無
我
夢
中
で

精
一
杯
走
り
続
け
て
参
り
ま
し
た
。

　

お
か
げ
さ
ま
で
、
学
校
支
援
員
の
増
員
や
サ
ポ
ー
ト
ル
ー

ム
さ
く
ら
の
開
設
、
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
や
防
災
拠
点
の
整

備
、
念
願
の
国
道
41
号
の
６
車
線
化
が
目
に
見
え
た
形
で
進

み
始
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
基
盤
再
整
備
に
着
手
す
る

契
機
と
な
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
秩
序
あ
る
土
地
利
用
の
促
進
を
掲
げ
、
企
業
誘

致
に
も
取
り
組
み
、
そ
れ
ら
が
追
い
風
と
な
っ
て
今
、「
50

年
後
の
大
口
町
の
礎
」
の
実
現
に
、
明
る
い
兆
し
を
感
じ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

東
日
本
大
地
震
か
ら
は
や
６
年
が
経
ち
ま
し
た
。
町
長
就

任
以
来
、幾
度
と
な
く
被
災
現
場
に
立
ち
、被
災
さ
れ
た
様
々

な
方
の
お
話
を
伺
う
に
つ
れ
、
ま
ち
の
財
産
は
、
人
で
あ
り
、

人
の
心
、
志
、
人
の
つ
な
が
り
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

危
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に
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し
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越
え
よ
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と
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る
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の
、
お
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や
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的
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損
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を
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え
た
、
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向
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に
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組
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に
感
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を
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え
る
も
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で
あ
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ま
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が
、わ
が
ま
ち
に
お
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て
も
、

そ
う
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っ
た
人
々
の
姿
を
幾
度
と
な
く
、
見
さ
せ
て
頂
い
て
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り
ま
す
。　

　

そ
れ
は
、
ま
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の
中
で
自
ら
の
意
志
で
、
思
い
思
い
の
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的
な
活
動
に
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て
お
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れ
る
、
ボ
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ン
テ
ィ
ア
・
ま
ち

づ
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り
・
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P
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体
、
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に
は
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地
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自
治
組
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の
活

動
で
あ
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ま
す
。

　

そ
の
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を
拝
見
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る
度
に
、
今
の
大
口
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の
豊
か
さ
は
、

先
人
が
不
屈
の
精
神
と
努
力
で
逆
境
に
立
ち
向
か
っ
た
賜
物

で
あ
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、
そ
の
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A
が
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代
を
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え
て
脈
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と
受
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継
が
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て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
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る
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
ま
ち
に
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る
方
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と
、
手
を
た
ず
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え
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汗
を
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く
こ
と
で
知
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を
授
か
り
、
そ
れ
を
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か
す
こ
と
で
今
の
時
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を
明
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く
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り
切
っ
て
、
次
の
世
代
へ
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ち
の
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る
さ

と
「
お
お
ぐ
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を
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で
い
こ
う
で
は
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ま
せ

ん
か
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、
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、
４
年
間
、
無
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で
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で
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や
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さ
く
ら
の
開
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、
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犯
カ
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ラ
の
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置
や
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災
拠
点
の
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、
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の
国
道
41
号
の
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が
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に
見
え
た
形
で
進

み
始
め
た
こ
と
に
よ
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て
、
生
活
基
盤
再
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備
に
着
手
す
る
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と
な
り
ま
し
た
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ら
に
、
秩
序
あ
る
土
地
利
用
の
促
進
を
掲
げ
、
企
業
誘
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に
も
取
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組
み
、
そ
れ
ら
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と
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て
今
、「
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後
の
大
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の
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」
の
実
現
に
、
明
る
い
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し
を
感
じ
て
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る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

東
日
本
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か
ら
は
や
６
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が
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ま
し
た
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長
就

任
以
来
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と
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く
被
災
現
場
に
立
ち
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災
さ
れ
た
様
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な
方
の
お
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伺
う
に
つ
れ
、
ま
ち
の
財
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は
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人
で
あ
り
、

人
の
心
、
志
、
人
の
つ
な
が
り
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

危
機
に
直
面
し
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
人
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の
、
お
金
や

物
質
的
な
損
得
を
超
え
た
、
ひ
た
向
き
に
取
り
組
む
姿
に
感

動
を
覚
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
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が
ま
ち
に
お
い
て
も
、

そ
う
い
っ
た
人
々
の
姿
を
幾
度
と
な
く
、
見
さ
せ
て
頂
い
て

お
り
ま
す
。　

　

そ
れ
は
、
ま
ち
の
中
で
自
ら
の
意
志
で
、
思
い
思
い
の
公

的
な
活
動
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ
る
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ま
ち

づ
く
り
・
N
P
O
団
体
、
さ
ら
に
は
、
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域
自
治
組
織
の
活

動
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
姿
を
拝
見
す
る
度
に
、
今
の
大
口
町
の
豊
か
さ
は
、

先
人
が
不
屈
の
精
神
と
努
力
で
逆
境
に
立
ち
向
か
っ
た
賜
物

で
あ
り
、
そ
の
D
N
A
が
世
代
を
超
え
て
脈
々
と
受
け
継
が

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
ま
ち
に
関
わ
る
方
々
と
、
手
を
た
ず
さ
え
て
汗
を
か

く
こ
と
で
知
恵
を
授
か
り
、
そ
れ
を
生
か
す
こ
と
で
今
の
時

代
を
明
る
く
乗
り
切
っ
て
、
次
の
世
代
へ
私
た
ち
の
ふ
る
さ

と
「
お
お
ぐ
ち
」
を
、
引
き
継
い
で
い
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。

　

本
町
は
、
地
方
分
権
時
代
を
迎
え
た
当
初
か

ら
、
自
立
と
共
助
の
ま
ち
づ
く
り
を
掲
げ
、
ま

ち
に
関
わ
る
色
々
な
方
々
が
主
体
的
に
考
え
取

り
組
む
、
地
方
自
治
の
原
点
に
立
っ
た
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

お
陰
様
で
本
町
に
は
、
地
域
自
治
組
織
の
活

動
や
安
全
安
心
の
ま
ち
づ
く
り
、
地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
な
ど
、
時
代
の
流
れ
に
先
ん
じ
て

行
動
す
る
、
住
民
の
皆
様
方
の
想
い
と
マ
ン
パ

ワ
ー
が
あ
り
、
今
後
も
着
実
に
歩
み
が
重
ね
ら

れ
て
い
る
と
確
信
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

少
子
高
齢
社
会
が
緩
や
か
に
進
む
中
、
バ
ラ

ン
ス
あ
る
人
口
構
成
を
維
持
さ
せ
て
い
く
た
め

に
、
町
民
の
皆
様
に
、
大
口
町
の
魅
力
を
知
っ

て
い
た
だ
く
取
り
組
み
と
し
て
シ
テ
ィ
プ
ロ

モ
ー
シ
ョ
ン
事
業
を
推
進
し
て
お
り
ま
す
。「
大

口
町
に
住
ん
で
い
て
よ
か
っ
た
。」
と
実
感
し
て

い
た
だ
け
る
よ
う
、
郷
土
愛
を
深
め
「
大
口
町

民
と
し
て
の
誇
り
の
熟
成
」を
図
り
ま
す
。ま
た
、

安
心
で
幸
せ
な
健
康
長
寿
社
会
の
実
現
は
、
行

政
施
策
と
し
て
実
施
す
る
よ
り
は
、
各
々
の
方

の
自
覚
に
基
づ
く
自
主
的
な
活
動
の
方
が
、
継

続
性
が
担
保
さ
れ
、
効
果
的
で
は
な
い
か
と
考

え
、
健
康
づ
く
り
、
生
き
が
い
づ
く
り
な
ど
の

拠
点
と
な
る
健
康
文
化
セ
ン
タ
ー
や
学
習
等

共
同
利
用
施
設
の
改
修
に
取
り
組
ん
で
ま
い

り
ま
す
。

　

先
人
が
培
っ
て
き
た
自
立
可
能
な
こ
の
ま

ち
を
、
将
来
の
世
代
に
引
き
継
い
で
い
く
た

め
に
は
、
50
年
後
の
ま
ち
の
礎
と
な
る
、
産

業
振
興
や
生
活
基
盤
整
備
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
道
路
網
の
整
備
は
、
将
来
展
望

を
持
っ
て
地
道
に
継
続
し
て
取
り
組
め
ば
、

よ
り
良
い
暮
ら
し
の
実
現
に
つ
な
が
る
、
大

き
な
可
能
性
を
秘
め
た
「
ま
ち
づ
く
り
」
で

あ
り
ま
す
。

　

私
は
先
人
か
ら
受
け
継
い
だ
、
こ
の
暮
ら

し
や
す
い
ま
ち
を
、
子
や
孫
の
時
代
に
受
け

渡
し
て
ゆ
き
た
い
と
、
そ
う
思
う
一
心
で
あ

り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
歴
史
や
経
験
か
ら
学
ん

だ
知
恵
を
、
時
代
の
変
化
に
合
わ
せ
て
ア
レ

ン
ジ
し
て
、
さ
ら
に
、
慣
例
や
経
験
に
と
ら

わ
れ
ず
判
断
し
て
結
果
や
評
価
を
恐
れ
ず
行

動
で
き
る
、
そ
ん
な
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域
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て
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輪
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ん
ど
ん
波
及
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て
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鎖
し
拡
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て
ゆ
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ち
の
人
々
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、誇
り
を
持
て
る
ま
ち
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活
力
あ
る
ま
ち
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。

  （
平
成
31
年
度
「
施
政
方
針
」
か
ら
抜
粋
・
再
編
）
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町の位置及び地質・気象
　大口町は愛知県の西北部にあり、犬山扇状地の東南部に位置する「木の葉」
の形をした町域のまちです。東西約3.6キロメートル、南北約6.1キロメート
ル、総面積は13.61平方キロメートル。海抜40メートルから海抜15メートル
のゆるい傾斜になっており、地質は木曽川からの土砂の堆積による沖積層を
なし、耕作に適したものとなっています。
　大口町は、年間を通じて比較的温暖で降雨量も適量といえます。しかし、
冬場は冷たく乾いた北西風「伊吹おろし」が吹くため、気温以上の寒さを体感
します。

六条大麦
　愛知県内では、丹羽郡のみの生産作物。美味しい麦茶などに変身します。

六条大麦
　日本桜の名所百選「五条川桜並木」。実際に五条川の桜の1000にもおよぶ花
の中から、わずか1つ採取出来た、奇跡の酵母を使用した日本酒造りに成功し、
漬物やブッセの特産品に用いられています。
　平成28年には、新たに、桜酵母を使ったジェラートやあられなどの特産品
が仲間入りを果たしました。

※

町の木　もくせい町の木 もくせい 町の花　さくら

※ 平成30年度 法人町民税均等割納税義務者数

町の沿革
明治22年10月の町村制により、富成村、小口村、太田村の３か村ができま

した。明治28年に小口村の余野地区が柏森村 (現扶桑町柏森 )に合併されまし
たが、明治39年には、富成村、小口村、太田村の3か村と、柏森村の一部であっ
た余野が合併し、現在の大口町の基礎である大口村が誕生しました。
昭和37年4月には、大口村から大口町になりました。

そして、産業では純農村だった町が、昭和30年代から始まった工場誘致策
により、現在では、約200社の企業で多くの人が働くまでに発展をしています。

町の沿革
　明治22年10月の町村制により、富成村、小口村、太田村の３か村ができました。
明治28年に小口村の余野地区が柏森村（現扶桑町柏森）に合併されましたが、明
治39年には、富成村、小口村、太田村の3か村と、柏森村の一部であった余野が
合併し、現在の大口町の基礎である大口村が誕生しました。
　昭和37年4月には、大口村から大口町になりました。

　産業では純農村だった町が、昭和30年代から始まった企業誘致策により、現
在では、約660社となり多くの人が働くまでに発展をしています。

五条川の桜並木　日本さくら名所100選五条川の桜並木　日本さくら名所100選

1. 桜酵母五条川桜おおぐち　2. ジェラート（麦茶・桜）　3. 酒粕ブッセ おおぐち酒浪漫　4. 麦茶五条川　5. 奈良漬　
6. 桜口サブレー　7. さくらあられ・麦茶あられ　8. 山姫五穀サブレ
1・3・5・6・8は、ふるさと寄附の返礼品としても活用しています。　　

2

1 6 7
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4

六条大麦　　　　　愛知県内では、丹羽郡のみの生産作物。美味しい麦茶
などに変身します。

　　　　　日本桜の名所百選「五条川桜並木」。10年探しても見つか
らないこともあるという酵母が、五条川に咲く1000枚の桜の花びら
の中から1枚だけ採取できた奇跡の酵母。桜酵母を使って日本酒造り
に成功し、他にも漬物やブッセなどの特産品に用いられています。
　平成28年には、新たに、桜酵母を使ったジェラートやあられなど
の特産品が仲間入りをしました。

桜酵母

おおぐち

8

　3



4 3

町の位置及び地質・気象
　大口町は愛知県の西北部にあり、犬山扇状地の東南部に位置する「木の葉」
の形をした町域のまちです。東西約3.6キロメートル、南北約6.1キロメート
ル、総面積は13.61平方キロメートル。海抜40メートルから海抜15メートル
のゆるい傾斜になっており、地質は木曽川からの土砂の堆積による沖積層を
なし、耕作に適したものとなっています。
　大口町は、年間を通じて比較的温暖で降雨量も適量といえます。しかし、
冬場は冷たく乾いた北西風「伊吹おろし」が吹くため、気温以上の寒さを体感
します。

六条大麦
　愛知県内では、丹羽郡のみの生産作物。美味しい麦茶などに変身します。

六条大麦
　日本桜の名所百選「五条川桜並木」。実際に五条川の桜の1000にもおよぶ花
の中から、わずか1つ採取出来た、奇跡の酵母を使用した日本酒造りに成功し、
漬物やブッセの特産品に用いられています。
　平成28年には、新たに、桜酵母を使ったジェラートやあられなどの特産品
が仲間入りを果たしました。

※

町の木　もくせい町の木 もくせい 町の花　さくら

※ 平成30年度 法人町民税均等割納税義務者数

町の沿革
明治22年10月の町村制により、富成村、小口村、太田村の３か村ができま

した。明治28年に小口村の余野地区が柏森村 (現扶桑町柏森 )に合併されまし
たが、明治39年には、富成村、小口村、太田村の3か村と、柏森村の一部であっ
た余野が合併し、現在の大口町の基礎である大口村が誕生しました。
昭和37年4月には、大口村から大口町になりました。

そして、産業では純農村だった町が、昭和30年代から始まった工場誘致策
により、現在では、約200社の企業で多くの人が働くまでに発展をしています。

町の沿革
　明治22年10月の町村制により、富成村、小口村、太田村の３か村ができました。
明治28年に小口村の余野地区が柏森村（現扶桑町柏森）に合併されましたが、明
治39年には、富成村、小口村、太田村の3か村と、柏森村の一部であった余野が
合併し、現在の大口町の基礎である大口村が誕生しました。
　昭和37年4月には、大口村から大口町になりました。

　産業では純農村だった町が、昭和30年代から始まった企業誘致策により、現
在では、約660社となり多くの人が働くまでに発展をしています。

五条川の桜並木　日本さくら名所100選五条川の桜並木　日本さくら名所100選

1. 桜酵母五条川桜おおぐち　2. ジェラート（麦茶・桜）　3. 酒粕ブッセ おおぐち酒浪漫　4. 麦茶五条川　5. 奈良漬　
6. 桜口サブレー　7. さくらあられ・麦茶あられ　8. 山姫五穀サブレ
1・3・5・6・8は、ふるさと寄附の返礼品としても活用しています。　　

2

1 6 7

55

2 3

4

六条大麦　　　　　愛知県内では、丹羽郡のみの生産作物。美味しい麦茶
などに変身します。

　　　　　日本桜の名所百選「五条川桜並木」。10年探しても見つか
らないこともあるという酵母が、五条川に咲く1000枚の桜の花びら
の中から1枚だけ採取できた奇跡の酵母。桜酵母を使って日本酒造り
に成功し、他にも漬物やブッセなどの特産品に用いられています。
　平成28年には、新たに、桜酵母を使ったジェラートやあられなど
の特産品が仲間入りをしました。

桜酵母

おおぐち

8

　　　　4　



6 5

ふれあいまつり 松江だんだん夏踊り

国宝松江城マラソン 2018

小口城の歴史的な移り変わりや出土品などを紹介する「展示
棟」、小口城からの眺望を再現する「物見櫓」、歴史的情緒あふ
れる「門・塀・橋」が皆さんを戦国時代へと誘います。

幕末の文久3（1863）年に再築されたもので、明治35年に修理を受
けていますが当初の部材を比較的よく残しています。彫刻は妻側
に竜と唐獅子、桁側に狩猟図や騎旅図など何かの古事・物語の状景
が展開されています。

白山神社境内を中心に弥生時代から古墳時代の墳墓群があり、昭
和35年6月8日に大口町指定文化財第1号となりました。

長松寺のご本尊で県の指定文化財です。世の中に異変がある時や、
信者が災難にあった時には必ず多くの汗をかくといわれています。

堀尾金助とその母の「裁断橋物語」をテーマに、子を想う母の心を
後世に伝える歴史公園です。
※金助と堀尾吉晴公の関係については、諸説あります。

堀尾吉晴公をはじめとした堀尾氏累代の邸宅跡。堀尾氏は織田
信長、豊臣秀吉、徳川家康の三英傑に仕え、出雲・隠岐両国 24
万石を領したといわれています。

山門は、犬山城の第一黒門を明治9年に移築したもの。山門の奥に
見える中門は文明7（1475）年、小口城主織田広近によって建立さ
れたと伝えられています。

松江だんだん夏踊り（葉月）
8 月末、大口町から踊りチームが松江市に出掛け参加しま
した。

やろ舞い大祭（長月）
9 月には、松江市から2チームが参加し、踊りを通じて交流
を深めました。

松江水燈路（神有月）
10月には大口町から出展された行灯500点が、武家屋敷前
に広がる通り「塩見縄手（しおみなわて）」に並べられ幻
想的な雰囲気につつまれました。

　

平
成
27
年
8
月
29
日
、
松
江
城
と
城
下
町
を
整
備
し
、「
松
江
開
府
の
祖
」
と
称
さ
れ
る

堀
尾
吉
晴
公
の
生
誕
地
が
大
口
町
と
い
う
縁
で
、
姉
妹
都
市
提
携
が
結
ば
れ
ま
し
た
。

　

４
０
０
有
余
年
に
わ
た
る
堀
尾
吉
晴
公
と
の
ご
縁
を
受
け
継
ぎ
、
両
市
町
の
行
政
間
に
お
け
る

情
報
交
換
や
施
策
交
流
、
民
間
交
流
の
更
な
る
拡
大
を
進
め
て
い
ま
す
。

第 1回国宝松江城マラソンに大口町派遣ランナー７名が参加しました。

まつえ若武者隊をひきつれ、松江市から
来ていただきました。大口元気戦隊ダッ
シュマンとのコラボ舞台を披露しました。

大口町から、踊りチームが出かけ、松江
市の皆さんと一緒に「oh! やろ舞い！大
口！」を踊りました。

　5
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5
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2
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1999
（平成11年）

2000
（平成12年）

2003
（平成15年）

2005
（平成17年）

2006
（平成18年）

2010
（平成22年）

2011
（平成23年）

2009
（平成21年）

2013
（平成25年）

情報公開条例を制定

NPO活動推進条例を制定

元気なまちづくり
活動推進要綱を制定

NPO・ボランティア活動促進の
提言書がNPO活動促進委員から
提出される

「まちづくり応援の仕組み」が
スタート

町内全ての地域で
地域自治組織が設立

まちづくり基本条例を制定
町民活動プレセンター「まかせて広場」
オープン

町民活動プレセンターから
町民活動センターに改める

大口町まちづくりを考える会から
新たな地域自治組織による
協働のまちづくり提案書が提出される

まちづくり基本条例 まちづくり基本条例

「協働」への取り組み

第17回 五条川自然塾

南地域自治組織　防災訓練

北地域自治組織「北地域避難・防災訓練」

れんげまつり

まちづくり基本条例の概要
　大口町まちづくり基本条例は、大口町のまちづく

りの基本的な理念やルールなどを明らかにしたもの

で、地域の皆さんをはじめとするまちづくりの担い

手と、町議会、行政が一体となって「参加」と「参画」

のまちづくりを進める基本規範となるものです。

住民投票制度
まちの将来に大きな影響を
及ぼすような重大な案件の
賛否を、「住民投票」で意思
表示することができます。

6

意志を直接示す

出前対話
みなさんの要望に応じて、
町の事業などの説明や意見
交換を行います。

4

まちづくりの
情報を共有

夢を描き
語り合う

意志を
直接示す

地域懇談会
まちの将来像やまちづくり
の方針について、テーマを
設けて、懇談する機会をつ
くります。

平成28年度のテーマ
大口町消防団の現状と団員
確保

5
夢を描き語り合う

政策検討会議

重要な条例や計画等を
定めるときは、みなさ
んに説明し、直接、意
見や提案を伺います。

2

政策検討会議と意見公募手続のいず
れか一方を選択することができます。

※

意見公募手続

重要な条例や計画等を定めるとき
は、事前に案を公表し、メール等
で意見や提案を伺います。

3まちづくり提案会議

みなさんからのまちづ
くり提案を、提案者と
一緒になって考えます。

1

地域懇談会

まちの将来像やまちづくりの方
針について、テーマを設けて、
懇談する機会をつくります。

5 住民投票制度

まちの将来に大きな影響を及ぼ
すような重大な案件の賛否を、
「住民投票」で意思表示するこ
とができます。

6

「まちづくり基本条例」の　　つの制度6

出前対話

みなさんの要望に応
じて、町の事業など
の説明や意見交換を
行います。

4

意見や提案を町政へ

平成30年度 地域懇談会

平成30年度のテーマ
「防災～皆さんの備えは万全？
今、一人ひとりにできること～」

1999
（平成11年）

2000
（平成12年）

2003
（平成15年）

2005
（平成17年）

2006
（平成18年）

2010
（平成22年）

2011
（平成23年）

情報公開条例を制定
（平成12年4月施行）

NPO活動促進条例を制定
（平成12年6月施行）

元気なまちづくり活動推進要綱を制定
（平成18年「まちづくり応援の仕組み」へ移行）

NPO・ボランティア活動促進の
提言書がNPO活動促進委員から提出される

2009
（平成21年）

第6次大口町総合計画
「まちづくり応援の仕組み」がスタート

町内全ての地域で地域自治組織が設立

大口町議会基本条例を制定
（平成27年5月施行）

2013
（平成25年）

2014
（平成26年）

大口町まちづくり基本条例を制定
（平成21年6月施行）
町民活動プレセンター「まかせて広場」オープン

町民活動プレセンターから
町民活動センターに改める

大口町まちづくりを考える会から
新たな地域自治組織による
協働のまちづくり提案書が提出される

2016
（平成28年）

2018
（平成30年）

第7次大口町総合計画

「まちづくり座談会」
がスタート

大口町これからの
地域づくり検討委員会設置
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次代を担う
子ども・若者の育成

基本目標①

基本目標①

災害や犯罪に強く
豊かな生活基盤を
創造する

人の知恵・技・情報が
活きる元気コミュニティを創造する

基本目標③

基本目標④

人の知恵・技・情報が
活きる元気コミュニティを
創造する

基本目標④

みんなで進める自立と共助のまちづくり

みんなで進める自立と共助のまちづくりみんなで進める自立と共助のまちづくり

　

災
害
や
犯
罪
、
交
通
事
故
な
ど
か
ら
住
民
の
大
切
な
生
命
や
財
産

を
守
る
た
め
に
、
災
害
に
強
い
都
市
基
盤
の
整
備
を
進
め
る
と
と
も

に
、
関
係
者
間
の
連
携
を
通
じ
て
地
域
の
自
主
的
な
防
災
・
防
犯
・

交
通
安
全
活
動
の
一
層
の
充
実
を
図
り
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
安
全

な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

　

ま
た
、
豊
か
で
快
適
な
日
常
生
活
や
地
域
経
済
の
発
展
を
支
え
る

た
め
に
、
効
率
性
や
安
全

性
、
環
境
に
配
慮
し
た
道

路
環
境
の
整
備
や
、
既
存

ス
ト
ッ
ク
を
活
か
し
た
計

画
的
か
つ
魅
力
的
な
市
街

地
形
成
、
安
全
・
安
心
な

住
ま
い
の
確
保
、
衛
生
的

で
良
好
な
水
辺
環
境
づ
く

り
を
進
め
ま
す
。

　

よ
り
多
く
の
住
民
が
、
地
域
で
の
居
場
所
や
仲
間

を
得
て
、
生
涯
を
通
じ
て
生
き
が
い
を
持
っ
て
暮
ら

す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
住
民
の
主
体
的
な
生
涯

学
習
・
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
充
実
に
努
め
る
と
と
も
に
、

地
域
に
根
ざ
し
た
歴
史
・
文
化
資
源
の
保
全
及
び
次

世
代
へ
の
継
承
、
図
書
館
を
核
と
し
た
ひ
と
・
モ
ノ
・

情
報
・
文
化
の
交
流
な
ど
を
推
進
し
ま
す
。

　

ま
た
、
性
別
や
国
籍
、
文
化
の
違
い
を
問
わ
ず
、

誰
も
が
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
互
い
に
尊
重
し
協

力
し
合
え
る
よ
う
に
、
男
女
共
同
参
画
や
国
際
交
流
、

多
文
化
共
生
を
推
進
し
、
多
様
性
を
認
め
合
え
る
活

力
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
創
造
に
努
め
ま
す
。

　

災
害
や
犯
罪
、
交
通
事
故
な
ど
か
ら
住
民
の
大
切

な
生
命
や
財
産
を
守
る
た
め
に
、
災
害
に
強
い
都
市

基
盤
の
整
備
を
進
め
る
と
と
も
に
、
関
係
者
間
の
連

携
を
通
じ
て
地
域
の
自
主
的
な
防
災
・
防
犯
・
交
通

安
全
活
動
の
一
層
の
充
実
を
図
り
、
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

　

ま
た
、
豊
か
で
快
適
な
日
常
生
活
や
地
域
経
済
の

発
展
を
支
え
る
た
め
に
、
効
率
性
や
安
全
性
、
環
境

に
配
慮
し
た
道
路
環
境
の
整
備
や
、
既
存
ス
ト
ッ
ク

を
活
か
し
た
計
画
的
か
つ
魅
力
的
な
市
街
地
形
成
、

安
全
・
安
心
な
住
ま
い
の
確
保
、
衛
生
的
で
良
好
な

水
辺
環
境
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

　

年
齢
や
障
が
い
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
誰
も
が
住

み
慣
れ
た
こ
の
大
口
町
で
い
き
い
き
と
自
分
ら
し
く

生
活
で
き
る
よ
う
に
、
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た

健
康
づ
く
り
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整

え
る
と
と
も
に
、
医
療
や
福
祉
、
介
護
等
の
関
係
機

関
と
の
連
携
に
よ
る
包
括
的
な
支
援
体
制
の
構
築
と
、

適
切
な
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
努
め
ま
す
。

　

ま
た
、
身
近
な
暮
ら
し
に
お
け
る
支
え
合
い
・
助

け
合
い
の
地
域
福
祉
を
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
各

種
社
会
保
障
制
度
の
啓
発
と
適
正
な
運
用
を
進
め
る

こ
と
で
、
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
環
境
づ
く

り
を
推
進
し
ま
す
。

　

子
育
て
や
子
ど
も
・
若
者
を
地
域
全
体
で
見
守

り
育
む
こ
と
で
、
子
育
て
世
代
が
安
心
し
て
子
ど

も
を
産
み
育
て
ら
れ
る
環
境
づ
く
り
を
進
め
る
と

と
も
に
、
学
校
・
地
域
・
家
庭
の
連
携
に
よ
る
教

育
力
の
向
上
を
通
じ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
確
か
な

学
力
や
個
性
を
伸
ば
し
、
自
立
し
て
生
き
抜
く
力

を
育
む
こ
と
で
、
大
口
町
の
次
代
を
担
う
人
づ
く

り
を
推
進
し
ま
す
。

基本目標②

健康で安心な暮らし
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基本目標③

基本目標④

人の知恵・技・情報が
活きる元気コミュニティを
創造する

基本目標④

みんなで進める自立と共助のまちづくり

みんなで進める自立と共助のまちづくりみんなで進める自立と共助のまちづくり

　

災
害
や
犯
罪
、
交
通
事
故
な
ど
か
ら
住
民
の
大
切
な
生
命
や
財
産

を
守
る
た
め
に
、
災
害
に
強
い
都
市
基
盤
の
整
備
を
進
め
る
と
と
も

に
、
関
係
者
間
の
連
携
を
通
じ
て
地
域
の
自
主
的
な
防
災
・
防
犯
・

交
通
安
全
活
動
の
一
層
の
充
実
を
図
り
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
安
全

な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

　

ま
た
、
豊
か
で
快
適
な
日
常
生
活
や
地
域
経
済
の
発
展
を
支
え
る

た
め
に
、
効
率
性
や
安
全

性
、
環
境
に
配
慮
し
た
道

路
環
境
の
整
備
や
、
既
存

ス
ト
ッ
ク
を
活
か
し
た
計

画
的
か
つ
魅
力
的
な
市
街

地
形
成
、
安
全
・
安
心
な

住
ま
い
の
確
保
、
衛
生
的

で
良
好
な
水
辺
環
境
づ
く

り
を
進
め
ま
す
。

　

よ
り
多
く
の
住
民
が
、
地
域
で
の
居
場
所
や
仲
間

を
得
て
、
生
涯
を
通
じ
て
生
き
が
い
を
持
っ
て
暮
ら

す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
住
民
の
主
体
的
な
生
涯

学
習
・
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
充
実
に
努
め
る
と
と
も
に
、

地
域
に
根
ざ
し
た
歴
史
・
文
化
資
源
の
保
全
及
び
次

世
代
へ
の
継
承
、
図
書
館
を
核
と
し
た
ひ
と
・
モ
ノ
・

情
報
・
文
化
の
交
流
な
ど
を
推
進
し
ま
す
。

　

ま
た
、
性
別
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国
籍
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文
化
の
違
い
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問
わ
ず
、

誰
も
が
地
域
社
会
の
一
員
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し
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互
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に
尊
重
し
協

力
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る
よ
う
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共
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参
画
や
国
際
交
流
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多
文
化
共
生
を
推
進
し
、
多
様
性
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認
め
合
え
る
活

力
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
創
造
に
努
め
ま
す
。

　

災
害
や
犯
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、
交
通
事
故
な
ど
か
ら
住
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の
大
切

な
生
命
や
財
産
を
守
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た
め
に
、
災
害
に
強
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都
市

基
盤
の
整
備
を
進
め
る
と
と
も
に
、
関
係
者
間
の
連

携
を
通
じ
て
地
域
の
自
主
的
な
防
災
・
防
犯
・
交
通

安
全
活
動
の
一
層
の
充
実
を
図
り
、
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

　

ま
た
、
豊
か
で
快
適
な
日
常
生
活
や
地
域
経
済
の

発
展
を
支
え
る
た
め
に
、
効
率
性
や
安
全
性
、
環
境

に
配
慮
し
た
道
路
環
境
の
整
備
や
、
既
存
ス
ト
ッ
ク

を
活
か
し
た
計
画
的
か
つ
魅
力
的
な
市
街
地
形
成
、

安
全
・
安
心
な
住
ま
い
の
確
保
、
衛
生
的
で
良
好
な

水
辺
環
境
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

　

年
齢
や
障
が
い
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
誰
も
が
住

み
慣
れ
た
こ
の
大
口
町
で
い
き
い
き
と
自
分
ら
し
く

生
活
で
き
る
よ
う
に
、
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た

健
康
づ
く
り
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整

え
る
と
と
も
に
、
医
療
や
福
祉
、
介
護
等
の
関
係
機

関
と
の
連
携
に
よ
る
包
括
的
な
支
援
体
制
の
構
築
と
、

適
切
な
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
努
め
ま
す
。

　

ま
た
、
身
近
な
暮
ら
し
に
お
け
る
支
え
合
い
・
助

け
合
い
の
地
域
福
祉
を
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
各

種
社
会
保
障
制
度
の
啓
発
と
適
正
な
運
用
を
進
め
る

こ
と
で
、
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
環
境
づ
く

り
を
推
進
し
ま
す
。

　

子
育
て
や
子
ど
も
・
若
者
を
地
域
全
体
で
見
守

り
育
む
こ
と
で
、
子
育
て
世
代
が
安
心
し
て
子
ど

も
を
産
み
育
て
ら
れ
る
環
境
づ
く
り
を
進
め
る
と

と
も
に
、
学
校
・
地
域
・
家
庭
の
連
携
に
よ
る
教

育
力
の
向
上
を
通
じ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
確
か
な

学
力
や
個
性
を
伸
ば
し
、
自
立
し
て
生
き
抜
く
力

を
育
む
こ
と
で
、
大
口
町
の
次
代
を
担
う
人
づ
く

り
を
推
進
し
ま
す
。

基本目標②

健康で安心な暮らし
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基本目標⑥

みんなで進める自立と共助のまちづくり

12 11

　

人
口
減
少
時
代
・
超
高
齢
社
会
を
迎
え
、
本
町
が
将
来
に
わ
た
っ
て
持
続
的

に
発
展
し
て
い
く
上
で
今
な
す
べ
き
こ
と
と
し
て
必
要
不
可
欠
な
３
つ
の
テ
ー

マ
を
「
ま
ち
づ
く
り
戦
略
」
と
し
て
設
定
し
ま
し
た
。
様
々
な
分
野
に
横
断
す

る
「
ま
ち
づ
く
り
戦
略
」
に
基
づ
き
、
相
乗
効
果
を
発
揮
さ
せ
な
が
ら
各
施
策
・

事
業
を
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

ま
ち
づ
く
り
戦
略

バランスある人口構成を
持続させていくための戦略 

　実施方針１　子育て世代の移住・定住の促進

　実施方針２　子どもを産み育てるサポート体制の充実

　実施方針３　将来に夢が持てる確かな学びの推進

若い世代の定住・
子育て支援

未来へと引き継ぐ
環境保全と
まちの活力を創造する

基本目標⑤

　

未
来
に
向
け
て
、
豊
か
な
自
然
環
境
や
快
適
な
住
環

境
を
継
承
し
て
い
く
た
め
に
、
ご
み
の
減
量
や
リ
サ
イ

ク
ル
、
環
境
衛
生
の
推
進
、
生
物
多
様
性
の
保
全
な
ど

に
よ
り
、
環
境
負
荷
の
少
な
い
循
環
型
地
域
社
会
の
形

成
に
努
め
る
と
と
も
に
、
身
近
な
農
地
や
河
川
、
公
園
、

緑
地
な
ど
の
自
然
環
境
の
保
全
、
整
備
に
よ
り
、
う
る

お
い
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

　

ま
た
、
本
町
の
成
長
力
の
源
と
な
る
農
業
・
商
業
・

工
業
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
地
域
産
業
の
活
性
化
に
向

け
て
、
産
業
集
積
や
交
通
利
便
性
な
ど
の
強
み
を
活
か

し
た
新
た
な
産
業
の
誘
致
や
育
成
、
既
存
企
業
の
高
度

化
や
人
財
育
成
・
確
保
等
を
進
め
、
合
わ
せ
て
安
定
し

た
雇
用
機
会
の
確
保
・
創
出
に
努
め
ま
す
。

※
人（
住
民
）を
ま
ち
の「
財
」（
＝
宝
）と
し
て
捉
え
、「
人
材
」を「
人
財
」

　

と
表
現
し
て
い
ま
す
。

　

将
来
世
代
に
負
担
を
残
す
こ
と
の
な
い
持
続
可
能
な
地
域

経
営
を
推
進
す
る
た
め
に
、
行
政
区
や
地
域
自
治
組
織
の
組
織
・

活
動
の
強
化
・
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
ま
ち
づ
く
り
団
体
や

N
P
O
等
の
活
動
支
援
な
ど
に
よ
り
、
自
立
と
協
働
の
ま
ち
づ

く
り
を
一
層
推
進
し
ま
す
。

　

ま
た
、
住
民
の
満
足
度
の
高
い
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
行

政
経
営
と
健
全
な
財
政
運
営
に
向
け
て
、
継
続
的
な
行
政
改

革
と
民
間
活
力
の
積
極
的
な
導
入
に
努
め
る
と
と
も
に
、
多

様
な
媒
体
や
手
段
に
よ
る
広
報
・
広
聴
の
充
実
、
情
報
公
開

と
個
人
情
報
保
護
の
適
切
な
運
用
等
に
よ
り
、
住
民
の
意
向

を
反
映
し
た
透
明
性
の
高
い
施
策
・
事
業
を
推
進
し
ま
す
。

持続可能な地域経営

安心・幸せな健康長寿社会形成のための戦略

実施方針１　健康寿命の延伸

実施方針２　住み慣れた地域で安心して住み続けられる
　　　　　　地域福祉活動の推進

実施方針３　持続可能な地域経営・行政経営の推進

健やかな暮らしづくり

将来世代の経済的な豊かさのための戦略

実施方針１　既存産業の売上アップ

実施方針２　新たな企業の立地促進

実施方針３　優秀な労働力の持続的な確保

活力ある産業づくり

※
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基本目標⑥

みんなで進める自立と共助のまちづくり
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