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昨
年
か
ら
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
協
議
会
に
よ
り
、
周
辺
の
整

備
が
進
め
ら
れ
、
新
し
い
案
内
看

板
も
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
散
策

し
や
す
く
な
っ
た
千
力
山
と
長
島

で
、豊
か
な
自
然
に
ふ
れ
な
が
ら
、

史
跡
を
巡
っ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。　
　

　
千
力
山
の
ふ
も
と
に
は
、
伊
木

家
の
お
庭
焼
が
起
源
と
さ
れ
る

「
虫
明
焼
」
の
窯
元
が
あ
り
、
作

陶
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
古
い
佇
ま
い
の
民
家
が
残
る
町

や
、
真
っ
白
な
貝
殻
が
た
く
さ
ん

積
ま
れ
た
漁
港
を
の
ん
び
り
歩
い

て
、
ど
こ
か
懐
か
し
い
虫
明
の
風

景
を
楽
し
む
の
も
お
す
す
め
で
す
。

　
ま
た
長
島
に
は
飲
食
で
き
る
施

設
も
あ
り
、
散
策
の
後
は
、
海
辺

の
景
色
を
な
が
め
な
が
ら
、
ゆ
っ

く
り
と
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
。

伊
木
家
ゆ
か
り
の
地
、
虫む

し
あ
げ明

め
ぐ
り
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千せ

ん
力り

き
山や

ま
の
山
上
、
風
光
明
媚
な

虫
明
の
高
台
に
、
か
つ
て
こ
の
地

に
陣
屋
を
構
え
た
伊
木
家
の
一
族

が
眠
っ
て
い
ま
す
。
伊
木
家
は
、

岡
山
藩
主
池
田
家
に
仕
え
、
３
万

石
の
領
地
を
賜
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
足
跡
を
示
す
も
の
と
し
て

は
、
お
茶
屋
と
呼
ば
れ
た
陣
屋
跡

を
示
す
石
碑
や
、
市
指
定
文
化
財

の「
伊
木
氏
墓
碑（
３
代
～
13
代
）」

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
墓
所
は
千
力
山
と
海
を
渡
っ
た

長
島
の
２
カ
所
に
あ
り
、
虫
明
に

最
初
に
や
っ
て
き
た
３
代
目
か
ら

13
代
目
ま
で
の
歴
代
当
主
の
墓
が

並
ん
で
い
ま
す
。
筆
頭
家
老
な
が

ら
も
大
名
級
の
規
模
を
誇
り
、
非

常
に
立
派
な
墓
で
あ
っ
た
こ
と
が

偲し
の
ば
れ
ま
す
。
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巻
之
百
四
十
六

児
島
高た

か

徳の

り

と
宇
喜
多
直
家

た
後
も
、
南
朝
側
の
武
将
と
し
て

北
朝
側
の
武
将
と
各
地
で
戦
い
ま

し
た
。

児
島
高
徳
の
墓
所　

　　
児
島
高
徳
の
墓
所
と
言
わ
れ
て

い
る
所
は
、
群
馬
県
や
兵
庫
県
に

あ
り
ま
す
が
、
瀬
戸
内
市
に
も
存

在
し
ま
す
。
上
山
田
に
あ
る
墓
所

は
、
高
徳
の
屋
敷
跡
と
の
伝
承
が

あ
り
、
地
元
の
人
が
代
々
守
り
伝

え
て
き
ま
し
た
。

和
田
範
長
一
族
供
養
塔
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
供
養
塔
が
建
て
ら
れ
た

昭
和
四
十
九
（
１
９
７
４
）
年
、

児
島
高
徳
の
後
裔
と
い
う
三
保
ヶ

関
親
方
（
五
代
目
増
井
山
）
に
率

い
ら
れ
た
北
の
湖
（
当
時
は
大

関
）
ら
十
三
力
士
が
、
奉
納
相
撲

を
行
っ
て
い
ま
す
。

児
島
高
徳
の
活
躍

　　
児
島
高
徳
は
、
鎌
倉
幕
府
と
の

戦
い
に
敗
れ
、
隠
岐
の
島
に
流
さ

れ
る
後
醍
醐
天
皇
を
、
兵
庫
県
と

岡
山
県
の
県
境
に
近
い
船
坂
山
で

奪
回
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
の

後
、
天
皇
が
宿
泊
し
て
い
た
津
山

市
院
庄
の
館
（
現
在
の
作
楽
神

社
）
の
桜
の
木
に
、
天
皇
を
慰
め

る
詩
を
刻
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
天
皇
が
隠
岐
の
島
を
脱
出
し

市
の
南
西
部
を
本
拠
と
し
た
一
族

　　

現
在
の
瀬
戸
内
市
邑
久
町
大

富
、
向
山
、
北
島
周
辺
に
、
か
つ

て
大
富
氏
、
今
木
氏
、
和
田
氏
、

射
越
氏
と
い
っ
た
武
将
が
い
ま
し
た
。

 　
こ
れ
ら
の
武
将
は
、
和
田
氏

の
一
族
と
言
わ
れ
、
鎌
倉
時
代
後

期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
、
鎌
倉
幕

府
や
室
町
幕
府（
北
朝
側
）と
争
っ

た
後
醍
醐
天
皇
（
南
朝
側
）
に
味

方
し
て
戦
っ
た
こ
と
が
、「
太
平

記
」
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。「
太

平
記
」
は
、
後
醍
醐
天
皇
が
即
位

し
た
文
保
二
（
１
３
１
８
）
年
か

ら
足
利
義
満
が
登
場
す
る
貞
治
六

（
１
３
６
７
）
年
ま
で
の
約
50
年

間
が
描
か
れ
て
い
る
物
語
で
す
。

　
こ
の
和
田
氏
の
一
族
か
ら
、
児

島
高
徳
と
い
う
武
将
が
現
れ
ま
し

た
。
現
在
、
上
寺
山
餘
慶
寺
が
建

つ
地
に
屋
敷
を
設
け
て
い
た
と
伝

児
島
高
徳
と
宇
喜
多
氏
の
つ
な
が
り

　　
瀬
戸
内
市
出
身
の
戦
国
武
将
で

あ
る
宇
喜
多
直
家
は
、
児
島
高
徳

の
子
高
家
の
子
孫
に
あ
た
る
と
い

う
伝
承
が
あ
り
ま
す
。
岡
山
市
の

乙
子
城
（
直
家
が
初
め
て
城
主
に

な
っ
た
城
）
の
麓
に
は
、
和
田
範

長
の
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
墓
が

存
在
し
、
直
家
が
先
祖
に
あ
た
る

範
長
（
高
徳
の
祖
父
か
父
）
を
供

養
し
て
建
て
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
瀬
戸
内
市
内
に
あ
る
、
児
島
高

徳
の
ゆ
か
り
の
場
所
と
宇
喜
多
直

家
の
ゆ
か
り
の
場
所
を
、
合
わ
せ

て
巡
っ
て
み
る
の
も
お
も
し
ろ
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

わ
る
和
田
範
長
の
、
子
と
も
孫
と

も
言
わ
れ
て
い
る
人
物
で
す
。

　
高
徳
は
、現
時
点
で
、「
太
平
記
」

に
し
か
見
ら
れ
な
い
謎
の
人
物

で
、
そ
の
存
在
を
疑
う
研
究
者
も

い
ま
す
。
し
か
し
、
同
族
と
思
わ

れ
る
大
富
氏
や
今
木
氏
が
確
か
な

史
料
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
、
最
近

で
は
実
在
性
が
少
し
ず
つ
高
ま
っ

て
き
て
い
ま
す
。

　
餘
慶
寺
に
は
、
児
島
高
徳
公
、
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