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「
マ
・
モ
・
ル
」の
地
域
づ
く
り

こ
の
た
び
、
豊
科
公
民
館
長
を
拝
命

し
文
化
の
香
り
高
い
安
曇
野
の
地
域
づ

く
り
に
、
地
域
の
皆
さ
ん
と
共
に
携
わ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
こ
と
を
光
栄
に
思

い
ま
す
。

公
民
館
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
実
際

生
活
に
即
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
行

う
こ
と
か
ら
、
事
業
の
実
施
に
当
た
り

ま
し
て
は
、
一
つ
目
標
を
も
っ
て
そ
の

実
現
に
向
け
努
力
し
て
い
く
こ
と
が
大

切
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、事
業
の
実
施
に
あ
た
り「
女

性
の
視
点
か
ら
見
た
事
業
の
あ
り
方
」

を
検
討
し
実
施
す
る
こ
と
を
目
標
に
し

て
、
地
区
公
民
館
の
皆
さ
ん
と
共
に
チ
ャ

レ
ン
ジ
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
私
の
こ
だ
わ
り
が
「
マ
・
モ
・

ル
」
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
づ
く

り
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
誰
も
が
人

と
人
と
の
係
わ
り
の
中
で
「
マ
ナ
ー
と

モ
ラ
ル
と
ル
ー
ル
」
を
守
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
醜
い
争
い
の
な
い
平
和
な
社
会

に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
公
民

館
活
動
に
取
り
入
れ
て
い
け
た
ら
と
考

え
て
い
ま
す
。

任
期
２
年
の
中
で
ど
こ
ま
で
で
き
る

か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
な
考

え
方
で
精
一
杯
頑
張
り
ま
す
の
で
、
市

民
の
皆
様
の
絶
大
な
ご
支
援
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
、
就
任
の
あ
い
さ
つ
と
い

た
し
ま
す
。

4
月
1
日
付
で
新
し
い
公
民
館
長
が
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

▼
豊
科
公
民
館
長
　
坂
内
不
二
男
▼
穂
高
公
民
館
長
　
中
村
博
師
（
再
任
）
▼
三

郷
公
民
館
長
　
千
國
温
（
再
任
、
中
央
公
民
館
長
兼
務
）
▼
堀
金
公
民
館
長
　
平
倉
重

則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
敬
称
略
）

任
期
は
そ
れ
ぞ
れ
2
年
で
、
公
募
に
よ
り
選
考
さ
れ
ま
し
た
。

明
科
公
民
館
長
浅
見
郁
子
氏
の
任
期
は
24
年
10
月
31
日
ま
で
で
す
。

人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に

こ
の
た
び
、
図
ら
ず
も
伝
統
と
実
績

あ
る
堀
金
公
民
館
長
の
大
役
を
、
己
の

非
力
さ
も
顧
み
ず
負
う
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

安
曇
野
市
合
併
以
来
6
年
を
経
過
し

た
今
、
市
民
の
一
体
感
に
つ
い
て
問
わ

れ
て
い
ま
す
。公
民
館
事
業
を
通
じ
、そ

の
一
翼
を
担
え
た
ら
と
の
思
い
で
す
。

自
分
た
ち
の
地
域
の
歴
史
や
文
化
・

先
人
の
想
い
を
知
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、他
地
域
の
こ
と
も
深
く
学
び
、

価
値
観
や
実
践
の
方
法
の
違
い
も
理
解

し
認
め
合
う
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
と

思
い
ま
す
。

幸
い
な
こ
と
に
、
最
近
の
堀
金
公
民

館
事
業
の
講
座
に
も
地
域
を
越
え
て
の

参
加
者
が
増
え
て
お
り
ま
す
。

多
く
の
方
々
に
関
心
あ
る
事
業
を
計

画
・
遂
行
す
る
こ
と
で
、
自
然
に
安
曇

野
市
が
一
つ
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
よ

う
、
ま
た
地
区
館
と
の
連
携
を
深
め
、

人
と
人
の
つ
な
が
り
を
何
よ
り
大
切
に

す
る
公
民
館
を
目
指
し
、
微
力
で
す
が

全
力
で
取
り
組
む
所
存
で
す
の
で
、
今

後
と
も
住
民
の
皆
々
様
の
ご
支
援
・
ご

協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
、
就
任
の
あ

い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

４
月
27
日
に
、く
る
り
ん
広
場
で「
初

心
者
の
た
め
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
安
全

教
室
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

私
は
パ
ソ
コ
ン
を
買
っ
て
、
10
数
年

に
な
り
ま
す
。
購
入
以
来
、
年
賀
状
に

写
真
を
複
数
入

れ
た
り
、
ア
ル

バ
ム
作
り
教
室

に
参
加
し
て
デ

ジ
カ
メ
で
撮
っ

た
写
真
を
ま
と

め
た
り
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
見
た
り
と
、
楽
し
ん
で
き

ま
し
た
。

し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
安
全

に
つ
い
て
は
深
く
考
え
て
こ
な
か
っ
た

の
で
今
回
受
講
を
し
ま
し
た
。
以
前
か

ら
、
ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
出

て
く
る
と
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
わ

か
ら
ず
不
安
で
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
、
焦
ら
ず
さ
ら
に
調
べ
て
い
き

た
い
で
す
。

無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
の
パ
ス
ワ
ー
ド
設
定
に

つ
い
て
も
、
今
回
の
教
室
の
中
で
は
理

解
で
き
な
か
っ
た
の

で
学
習
し
て
い
き
た

い
で
す
。

安
全
教
室
を
受
講

し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
は
便
利
、
で
も

正
し
く
理
解
し
て
い

な
い
と
危
険
と
い
う
こ
と
を
強
く
感
じ

ま
し
た
。
こ
の
教
室
で
学
ん
だ
こ
と
を

今
後
活
か
せ
る
よ
う
に
、
コ
ツ
コ
ツ
学

習
し
て
い
き
た
い
で
す
。

安
全
教
室
を
受
講
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

豊
科
公
民
館
長
に
坂
内
氏

　
堀
金
公
民
館
長
に
平
倉
氏

就任

堀
金
公
民
館
長

平
倉
重
則

豊
科
公
民
館
長

坂
内
不
二
男
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安
全
講
座
で

パ
ソ
コ
ン
を
正
し
く
理
解

穂
高
立
足
　
山
崎
た
い
子
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明
科
公
民
館
で
は
、地
域
の
誰
も
が
、

い
つ
で
も
気
軽
に
学
べ
る
生
涯
学
習
の

場
と
し
て
、
地
域
の
人
と
人
が
つ
な
が

り
絆
が
深
ま
る
公
民
館
を
目
指
し
様
々

な
事
業
に
取
組
ん
で
い
ま
す
。

昨
年
度
か
ら
、「
つ
な
が
り
づ
く
り
・

健
康
づ
く
り
」
を
重
点
目
標
に
掲
げ
て

事
業
の
推
進
を
図
っ
て
き
ま
し
た
が
、

今
年
度
も
こ
の
目
標
を
継
続
し
て
い
き

ま
す
。
現
在
新
設
中
の
新
公
民
館
へ
の

移
転
に
期
待
を
抱
い
て
、
協
働
に
よ
る

地
域
づ
く
り
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
が

果
た
せ
る
よ
う
、
学
び
と
実
践
を
積
ん

で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

み
ん
な
が
集
う
ス
ポ
ー
ツ

昨
年
度
か
ら
、
ワ
ン
バ
ウ
ン
ド
ふ

ら
ば
ー
る
バ
レ
ー
の
普
及
に
取
り
組

み
、
年
度
末
に
は
地
区
対
抗
の
大
会
を

開
催
し
ま
し
た
。
今
年
度
は
更
な
る
広

が
り
を
願
い
原
則
毎
月
第
一
水
曜
日
に

ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
の
皆
さ
ん
と
協
力

し
て
、
講
習
会
を
開
催
し
全
地
区
で
取

り
組
み
ま
す
。
大
人
か
ら
子
ど
も
ま
で

幅
広
い
年
齢
層
が
参
加
で
き
る
こ
の
ス

ポ
ー
ツ
を
地
域
全
体
で
盛
り
上
げ
て
い

き
ま
す
。

ま
た
、
地
区
公
民
館
対
抗
球
技
大

会
や
、
市
民
運
動
会
な
ど
も
、
地
域
住

民
の
皆
さ
ん
の
要
望
に
沿
い
な
が
ら
ス

ポ
ー
ツ
を
楽
し
む
機
会
と
し
、
健
康
づ

く
り
・
つ
な
が
り
づ
く
り
を
目
指
し
ま

す
。

歴
史
あ
る
柏
樹
学
級
　

安
曇
野
市
の
中
で
も
高
齢
化
率
の
高

さ
が
明
科
の
地
域
課
題
と
し
て
捉
え
、

60
歳
以
上
の
健
康
な
方
を
対
象
と
し
た

生
涯
学
習
の
学
級
を
行
っ
て
い
ま
す
。

30
年
余
継
続
さ
れ
て
き
た
伝
統
を
継

承
し
、
健
康
づ
く
り
・
生
き
が
い
探
し
・

仲
間
づ
く
り
を
目
標
に
し
　
様
々
な
分

野
で
の
学
び
が
で
き
る
よ
う
に
、
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
構
成
し
な
が
ら
、
充
実
し
た

時
間
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。

学
級
で
学
ん
だ
こ
と
が
、
日
々
の
生

活
に
活
か
さ
れ
て
、
健
康
寿
命
延
伸
に

つ
な
が
る
よ
う
に
と
願
っ
て
い
ま
す
。

文
化
の
香
り
高
い
文
化
祭

文
化
祭
の
展
示
に
は
、
地
域
の
小
学

生
か
ら
高
校
生
ま
で
の
出
展
が
あ
り
世

代
間
交
流
の
場
と
も
な
り
、
未
来
を
担

う
子
ど
も
の
頼
も
し
い
力
を
感
じ
て
い

ま
す
。
一
般
の
展
示
も
、
生
活
の
豊
か

さ
に
つ
な
が
る
質
の
高
い
作
品
ぞ
ろ
い

で
す
。

明
科
の
自
然
と
人
情
を
讃
え
る
旧
町

歌
と
明
科
音
頭
で
幕
が
開
く
芸
能
発
表

は
多
芸
・
多
才
で
一
年
間
の
成
果
が
発

表
さ
れ
、
年
々
レ
ベ
ル
の
向
上
が
見
ら

れ
盛
り
上
が
り
ま
す
。

そ
の
他
に
特
別
企
画
と
し
て
、
地
域

課
題
な
ど
を
取
り
上
げ
参
加
者
と
と
も

に
そ
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
と

し
て
い
ま
す
。

体
験
の
中
で
育
つ
子
ど
も
た
ち

　「
明
科
み
っ

け
隊
」
は
市
内

の
小
学
生
を
対

象
に
し
た
野
外

体
験
活
動
で

す
。
明
科
地
域

の
身
近
な
自
然

に
親
し
み
、
友

だ
ち
と
の
つ
な

が
り
づ
く
り
や
様
々
な
体
験
を
通
し

て
、
新
し
い
自
分
発
見
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

　
そ
の
地
区
の
皆
さ
ん
と
の
温
か
な
心

の
触
れ
合
い
が

で
き
る
世
代
間

交
流
も
図
ら
れ

て
い
ま
す
。

　「
よ
も
や
ま
」

は
、
未
就
園
児

と
そ
の
保
護
者

を
対
象
と
し

た
、
社
会
福
祉

協
議
会
明
科
支
所
の
子
育
て
支
援
事
業

で
す
が
、
公
民
館
の
家
庭
教
育
支
援
機

能
発
揮
と
い
う
立
場
で
連
携
事
業
と
し

て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
毎
回
地
域
の
担
い
手
さ
ん
に
よ
る
手

作
り
お
や
つ
と
子
育
て
ア
ド
バ
イ
ス
も

あ
り
、
参
加
さ
れ
た
皆
さ
ん
の
く
つ
ろ

ぎ
の
ひ
と
と
き
と
な
っ
て
い
ま
す
。

地
産
地
消
で
美
味
し
い
ラ
ン
チ
を

日
本
の
食
糧
の
自
給
率
は
４
割
弱
と

い
う
こ
と
で
、将
来
が
危
ぶ
ま
れ
ま
す
。

そ
ん
な
中
で
、
地
産
地
消
を
テ
ー
マ
に

料
理
教
室
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

調
理
に
加
え
て
、
食
の
安
全
や
環
境

問
題
、
農
業
問
題
等
に
つ
い
て
も
学
習

を
し
な
が
ら
、
充
実
し
た
教
室
と
な
っ

て
い
ま
す
。
地
域
の
有
志
の
方
々
か
ら

新
鮮
な
野
菜
を
提
供
を
い
た
だ
い
た

り
、
食
に
関
す
る
情
報
発
信
な
ど
、
実

生
活
に
結
び
つ
い
た
意
義
深
い
時
間
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
　

多
様
な
生
涯
学
習
を

以
上
の
他
に
、
自
然
と
歴
史
探
訪
講

座
、
教
養
講
座
と
し
て
の
古
典
文
学
講

座
等
多
様
な
生
涯
学
習
の
機
会
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

④
有
明
山
と
有
明
山
神
社

海
抜
２
２
６
８
㍍
の
有
明
山
は
古

来
、
名
山
・
霊
山
と
し
て
そ
の
名
が
広

く
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
信
濃
富
士
と

も
言
わ
れ
る
風
格
の
あ
る
姿
は
、
燕
岳

か
ら
続
く
裏
銀
座
の
山
な
み
を
背
に

毅き

ぜ

ん然
と
し
て
あ
り
、
安
曇
野
を
象
徴
す

る
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

昔
、
有
明
の
里
に
住
み
つ
い
た
人
々

は
、朝
夕
こ
の
山
を
眺
め
、

何
か
神
秘
的
な
奥
深
さ
か

ら
、
こ
の
世
な
ら
ぬ
畏
れ

や
お
の
ず
か
ら
身
を
た
だ

す
あ
り
が
た
さ
を
感
じ
、

仰
ぎ
た
い
も
の
と
し
て
、

さ
ら
に
は
神
の
よ
う
な
姿

を
求
め
て
来
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
そ
し
て
、
山
麓

を
流
れ
下
る
中
房
川
か
ら

の
「
命
の
水
」
を
利
用
し
、

辺
り
の
山
野
か
ら
木
材
・

薪し
ん
た
ん炭
・
刈か

り
し
き敷
・
獲
物
等
、
暮
ら
し
を
支

え
て
く
れ
る
多
く
を
手
に
し
、
こ
れ
ら

の
山
野
の
代
表
と
し
て
の
有
明
山
に
、

春
は
一
年
の
豊
穣
を
、
秋
に
は
そ
の
実

り
へ
感
謝
す
る
祈
り
を
捧
げ
て
き
ま
し

た
。
こ
う
し
た
営
み
は
日
本
の
ど
こ
の

地
域
で
も
み
ら
れ
た
自
然
と
の
関
わ
り

方
で
し
た
。
有
明
山
神
社
は
そ
う
し
た

願
い
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

明
治
21
年
か
ら
現
在
地
で
の
造
営

が
始
ま
り
、
や
が
て
中
房
川
河
畔
の
橋

場
の
地
か
ら
移
っ
て
き
ま
し
た
が
、
御

神
体
は
常
に
有
明
山
で
し
た
。
従
っ
て

祭
り
は
拝
殿
の
奥
の
扉
を
あ
け
て
山
を

拝
む
神
社
と
し
て
は
最
も
古
い
形
で
執

行
さ
れ
て
ま
す
。
ま
た
、
市
有
形
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
神
楽
殿
天
井
板

絵
、
裕
明
門
や
手て

み

ず

や

水
舎
を
始
め
と
す
る

貴
重
な
文
化
財
が
守
ら
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
明
治
の
移
建
事
業
推
進
の

中
心
人
物
、
豊
科
・
寺
所
の
岡お

か
む
ら村
阜ふ

い

ち一

は
、
有
明
講
を
発
展
さ
せ
、
大
正
の
最

盛
期
に
は
筑
摩
を
含
め
信
仰
者
３
万
戸

を
数
え
、
真
々
部
の
国
道
沿
い
や
成
相

等
に
立
つ
有
明
山
神
灯
は

当
時
の
人
々
の
熱
い
尊そ

ん
す
う崇

の
想
い
を
今
に
伝
え
て
い

ま
す
。

有
明
山
は
か
つ
て
戸

と
は
な
た
ち放

山
（
岳
）
と
も
言
わ
れ
、

日
本
神
話
の
天
の
岩
戸

の
話
を
伝
え
て
い
ま
す
。

天
あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
神
の
こ
も
っ
た
天

岩
屋
戸
の
扉
を
、
剛
力
の

天
あ
め
の
た
ぢ
か
ら
を
の
み
こ
と

手
雄
命
が
引
き
開
け
、

投
げ
出
し
た
の
が
こ
の
山

に
落
ち
た
と
い
う
内
容
か
ら
の
呼
称
で

す
が
、
こ
の
シ
ー
ン
に
登
場
す
る
神
々

は
山
頂
の
奥
社
に
祭
ら
れ
て
い
ま
す
。

７
月
中
旬
、
神
職
を
中
心
に
登
り
６
時

間
、
中
房
温
泉
へ
の
下
り
４
時
間
と
い

う
極
め
て
険
し
い
道
を
行
き
、
奥
社
祭

を
し
て
い
ま
す
が
、
毎
年
60
人
程
の
人

が
参
加
し
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

な
お
、
す
ぐ
隣
に
鎌
倉
期
の
不
動
明

王
立
像
を
ま
つ
る
正
福
寺
、
少
し
南
東

に
松
尾
寺
本
堂
と
揃
う
宮
城
周
辺
の
地

は
、
心
の
世
界
で
の
聖
地
―
祈
り
い
や

さ
れ
る
地
と
し
て
、
昔
か
ら
多
く
の
参

詣
人
を
集
め
て
き
ま
し
た
。
江
戸
時
代

末
期
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
東と

う
か
い
ど
う
ち
ゅ
う

海
道
中

膝ひ

ざ

く

り

げ

栗
毛
』
の
作
者
十じ

っ
ぺ
ん
し
ゃ
い
っ
く

返
舎
一
九
も
、
文

化
11
年
（
１
８
１
４
）『
続
膝
栗
毛
』

の
取
材
の
旅
で
こ
こ
を
訪
れ
、
次
の
よ

安
曇
野
は
道
祖
神
の
宝
庫
で
、
祭
り

も
豊
富
で
す
。

中
で
も
千
国
街
道
の
宿
場
町
か
ら
発

展
し
た
成
相
新
田
（
豊
科
市
街
地
）
に

伝
わ
る
福
俵
曳
き
は
、
周
辺
の
在
（
近

郊
）
か
ら
の
「
集
客
力
」
を
持
つ
唯
一

の
道
祖
神
祭
り
と
し
て
、
市
神
に
通
じ

特
異
で
す
。

祭
日
は
小
正
月
に
あ
た
る
旧
暦
１
月

16
日
（
現
在
１
月
15
日
前
後
）
で
、
近

世
以
来
の
伝
統
行
事
で
す
。
文
政
11
年

（
１
８
２
８
）
１
月
の
『
安
曇
郡
成
相

新
田
町
村
藤
森
家
仕
来
留
書
』
に
「
同

日
御
柱
ね
せ
候
ひ
て
猶
又
だ
し（
福
俵
）

の
義
は
前
年
の
祝
儀
の
有
る
家
へ
引
き

入
れ
」と
あ
り
福
俵
曳
き
の
次

第
が
今
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
っ
た

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

行
事
は
１
月
16
日
の
朝
、

ま
ず
祭
り
青
年
に
よ
り
御
柱

が
倒
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
福
俵

を
外
す
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま

す
。「
だ
し
」（
神
霊
降
臨
の

目
印
）
と
呼
ば
れ
る
福
俵
に

は
多
量
の
わ
ら
と
種
銭
が
詰

め
ら
れ
「
陽
物
」（
男
性
）
の

呪
力
で
五
穀
豊
穣
を
暗
示
し

う
な
歌
を
よ
ん
で
い
ま
す
。

参
詣
の
貴
賎せ

ん

は

　
　
次
第
不
動
尊
（
正
福
寺
）

　
　
　
　
こ
の
は
ん
じ
ょ
う
を
　

　
　
　
　
　
　
み
や
し
ろ
の
や
ま

て
い
ま
す
。

青
年
た
ち
に
よ
り
用
水
で
み
そ
ぎ
を

受
け
た
あ
と
山
車
と
し
て
市
中
を
曳
行

さ
れ
、見
物
人
に
福
を
も
た
ら
し
ま
す
。

途
中
の
人
間
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
所
作
は
重

い
年
貢
に
耐
え
た
先
祖
の
苦
労
を
し
の

ぶ
も
の
で
あ
り
、
大
地
へ
の
俵
叩
き
つ

け
の
所
作
は
「
母
な
る
大
地
」
の
地
霊

を
活
性
化
し
豊
穣
を
約
す
る
た
め
の
も

の
で
す
。
最
後
に
俵
奪
い
合
い
の
綱
引

き
が
あ
り
前
年
慶
事
の
あ
っ
た
お
宅
に

俵
が
奉
納
さ
れ
、
関
係
者
を
集
め
て
の

祝
宴
と
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
福
俵
曳
き
は
「
生
産

神
」
と
し
て
の
道
祖
神
の
性
格
を
よ
く

伝
え
、
大
変
注
目
さ
れ
ま
す
。

（
豊
科
成
相
、
信
濃
史
学
会
会
員
　

高
原
正
文
）

公
民
館
事
業
紹
介
　
明
科
公
民
館

変形ボールで心がつながる

押花でフレームづくり

人間ピラミッド

長峰山探検

親子のふれあい遊び

古
き
を
尋
ね
て

⑤
小
正
月
の
伝
統
行
事

「
福
俵
曳ひ

き
」
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中
萱
地
区
は
豊
科
地
域
及
び
堀
金
地

域
に
隣
接
し
、
三
郷
地
域
の
北
東
に
位

置
す
る
戸
数
約
１
１
６
０
戸
の
、
三
郷

地
域
に
あ
っ
て
は
、
一
日
市
場
地
区
に

つ
い
で
２
番
目
の
戸
数
を
有
す
る
地
区

で
す
。

地
区
内
に
は
最
寄
の
駅
と
し
て
の

大
糸
線
中
萱
駅
が
あ
り
、
ま
た
、
私
ど

も
の
公
民
館
の
隣
に
は
、
多
田
加
助
を

祭
っ
た
貞
享
義
民
社
（
加
助
神
社
）
や
、

近
く
に
、
貞
享
義
民
記
念
館
も
あ
り
、

義
民
の
里
と
も
称
さ
れ
る
地
区
で
す
。

平
成
23
年
度
は
三
・
一
一
を
始
め
、

日
本
各
地
に
お
い
て
、
多
く
の
災
害
が

起
こ
り
、
絆
と
い
う
こ
と
が
叫
ば
れ
、

ま
た
、
求
め
ら
れ
た
年
で
し
た
。

当
地
方
は
津
波
の
恐

れ
こ
そ
考
え
ら
れ
ま
せ
ん

が
、
何
時
大
き
な
地
震
が

来
て
も
お
か
し
く
な
い
と

も
言
わ
れ
て
お
り
、
ま
さ

か
の
時
に
備
え
て
の
普
段

か
ら
の
、
こ
の
絆
の
必
要

性
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

｢

さ
ま
ざ
ま
な
活
動
・

行
事
を
通
し
て
、
区
民
の

交
流
・
連
帯
の
絆
を
深
め
、

併
せ
て
他
人
を
思
い
や
る

心
を
大
切
に
し
合
う
、
区
民
共
生
の
地

域
を
目
指
そ
う
。｣

を
中
萱
地
区
公
民

館
目
標
と
し
て
、
私
共
は
活
動
を
し
て

お
り
ま
す
。

中
萱
地
区
公
民
館
の
中
に
は
、現
在
、

籐
手
芸
や
太
極
拳
な
ど
30
の
活
動
ク
ラ

ブ
が
属
し
て
お
り
、
日
頃
の
活
動
を
通

し
て
、
区
民
相
互
の
絆
作
り
の
一
面
に

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
ま
す
。

加
え
て
、
中
萱
公
民
館
で
は
、
年
間

約
24
の
行
事
を
行
っ
て
お
り
、
主
な
も

の
と
し
て
春
に
は
「
花
祭
り
」
や
「
敬

老
会
」、夏
に
は
中
萱
地
区
恒
例
の
「
夏

祭
り
」、
秋
に
は
区
と
共
催
で
の
「
文

化
産
業
展
」
等
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

今
年
度
も
敬
老
会
に
は
、
地
域
の
70

歳
以
上
の
方
を
お
招
き
し
、
活
動
ク
ラ

ブ
の
皆
さ
ん
に
よ
る
数
々
の
ア
ト
ラ
ク

シ
ョ
ン
に
加
え
、
マ
ジ
ッ
ク
、
カ
ラ
オ

ケ
や
プ
ロ
歌
手
の
出
演
も
あ
り
、
大
い

に
楽
し
ん
で
も
ら
え
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
夏
祭
り
は
中
萱
地
区
公
民

館
に
と
っ
て
も
最
大
の
イ
べ
ン
ト
で
も

あ
り
ま
す
。夏
の
一
夜
、お
子
さ
ん
か
ら

大
人
ま
で
一
堂
に
会

し
、
多
く
の
出
店
屋
台

に
加
え
、
数
々
の
ゲ
ー

ム
や
盆
踊
り
、
フ
ィ

ナ
ー
レ
の
抽
選
会
で

盛
り
上
が
り
、
そ
し
て

幕
を
閉
じ
ま
し
た
。

秋
の
文
化
産
業
展

に
は
地
区
の
企
業
や

団
体
、
保
育
園
の
園
児

の
作
品
を
は
じ
め
、
多

く
の
区
民
の
作
品
が

展
示
さ
れ
、
地
域
文
化

の
高
さ
を
誇
れ
る
も
の
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

こ
れ
ら
の
行
事
を
通
し
て
、
よ
り
一

層
の
地
域
区
民
の
皆
さ
ん
の
繋
が
り
や

絆
が
強
く
な
っ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し

て
お
り
ま
す
。

一
方
、
昨
年
度
ま
で
は
、
各
部(

保

健
体
育
部
他
２
部)

の
任
期
は
２
年

で
、
女
性
学
級
は
１
年
で
し
た
が
、
全

「
安
曇
野
」
を
読
む
会

読
書
普
及
運
動
の
長
野
県
Ｐ
Ｔ
Ａ
母

親
文
庫
に
、
堀
金
も
参
加
し
て
い
ま
し

た
。「
本
を
読
む
母
親
の
姿
か
ら
、
本

好
き
な
子
ど
も
に
な
っ
て

ほ
し
い
」
が
原
点
で
し
た
。

臼
井
吉
見
先
生
は
「
お
子

さ
ん
に
は
早
く
本
を
読
む

喜
び
と
い
う
も
の
を
、
な
ん

て
い
っ
た
っ
て
面
白
く
て

た
ま
ら
な
い
と
い
う
体
験

を
、
早
く
な
さ
る
の
が
僕
は

い
い
と
思
い
ま
す
」
と
話
し

て
い
ま
す
。

母
親
文
庫
の
会
員
有
志

が
臼
井
吉
見
著
「
安
曇
野
」

を
読
む
会
を
立
ち
上
げ
、
読

み
始
め
ま
し
た
。
月
１
回
、

１
章
節
を
輪
読
し
た
後
、
人
物
像
や
時

代
背
景
等
率
直
に
意
見
交
換
し
、
和
気

あ
い
あ
い
、
に
ぎ
や
か
で
非
常
に
楽
し

い
会
で
す
。

て
の
部
を
２
年
任
期
に
変
更
し
、
併
せ

て
、
１
年
毎
に
半
数
が
切
り
替
わ
る
方

式
に
変
更
致
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に

よ
り
、
毎
年
半
数
の
部
員
が
継
続
す
る

形
と
な
り
、
行
事
等
を
企
画
・
計
画

す
る
際
の
継
続
性
の
面
等
に
お
い
て
、

種
々
メ
リ
ッ
ト
が
出
る
よ
う
に
な
っ
て

行
く
も
の
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

（
中
萱
地
区
公
民
館
長
　
佐
治
良
夫
）

相
馬
愛
蔵
・
良
夫
妻
、
荻
原
碌
山
等

が
登
場
し
、
難
し
い
漢
字
や
分
か
り
に

く
い
言
葉
等
、
勉
強
し
て
い
る
人
が
説

明
し
て
く
れ
ま
す
。

全
５
巻
の
大
作
を
13
年
か
け
て
読
み

終
わ
り
、
２
回
目
の
読
了
を
楽
し
み
に

続
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
臼
井
先
生
や
「
安
曇
野
」
に

関
わ
り
の
あ
る
地
に
旅
行
も
し
ま
す
。

伊
那
北
高
校
（
旧
伊
那
中

学
校
）、
唐
木
順
三
の
生

家
、
鎌
倉
成
就
院
（
文

覚
）、
東
京
大
学
、「
桜
桃

忌
」
等
々
で
す
。

新
し
い
企
画
に
も
チ
ャ

レ
ン
ジ
し
て
い
ま
す
。「
安

曇
野
」
に
登
場
す
る
人
物

名
簿
を
作
り
始
め
ま
し

た
。
何
千
人
登
場
し
て
い

る
か
、
は
っ
き
り
さ
せ
た

い
と
い
う
目
標
が
で
き
、

張
り
切
っ
て
い
ま
す
。

会
員
数
は
19
名
、
安
曇

野
市
、
松
本
市
、
松
川
村
等
、
新
し
い

会
員
も
加
わ
り
、
皆
さ
ん
に
支
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

（
堀
金
上
堀
、
代
表
　
米
倉
氾
子
）

三
郷
地
域
　
　
　

中
萱
地
区
公
民
館

グ
ル
ー
プ
紹
介

地
区
公
民
館
だ
よ
り

文化産業展


