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こ
の
度
『
市
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は
』
は

第
1
0
0
号
を
迎
え
ま
し
た
。

　

1
0
0
と
い
う
数
字
は
一
般
的
に
切
り

の
良
い
数
字
と
さ
れ
ま
す
が
、
数
学
的
に

は
数
あ
る
「
数
」
の
一
つ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

た
ま
た
ま
人
間
の
指
が
両
手
で
10
本
だ
っ

た
こ
と
か
ら
、
10
で
桁
が
一
つ
上
が
る
十

進
法
が
ほ
と
ん
ど
の
文
明
で
採
用
さ
れ
、

10
の
自
乗
（
2
回
掛
け
る
こ
と
）
が
1
0
0

で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
す
。

　

少
し
空
想
を
広
げ
て
み
ま
す
。
も
し
人
間

の
手
が
6
本
指
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
倍

の
12
が
区
切
り
と
な
り
、
十
二
進
法
が
採
用

さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
10
の
約
数

は
１
と
自
身
の
数
10
以
外
に
は
2
と
5
し
か

あ
り
ま
せ
ん
が
、
12
は
2
、3
、4
、6
と
約

数
が
多
く
、
山
分
け
す
る
に
は
ず
っ
と
便
利

な
数
で
す
。
12
個
を
１
ダ
ー
ス
と
す
る
の
は

そ
の
た
め
で
し
ょ
う
。
そ
の
自
乗
で
あ
る

1
4
4
は
１
グ
ロ
ス
と
い
い
、
さ
ら
に
具
合

の
良
い
数
字
で
す
。
1
0
0
の
約
数
は
全
部

で
9
個
な
の
に
対
し
、
1
4
4
の
約
数
は

15
個
も
あ
り
ま
す
。
１
桁
の
数
に
限
れ
ば
、

1
0
0
は
2
と
4
と
5
で
し
か
割
り
切
れ

な
い
の
に
対
し
、
1
4
4
は
5
と
7
以
外
の

す
べ
て
の
数
で
割
り
切
れ
ま
す
。
そ
の
か
わ

り
、
小
学
校
の
算
数
で
は
九
九
（
9
×
9
＝

81
）
ま
で
で
は
な
く
、
11
×
11
＝
1
2
1

ま
で
暗
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か

も
し
れ
な
い
と
考
え
る
と
、
や
や
ぞ
っ
と

し
ま
す
。

　

さ
ら
に
空
想
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
、
足
の

指
も
手
の
指
同
然
に
器
用
に
曲
げ
伸
ば
し

で
き
、
数
え
る
こ
と
に
使
う
こ
と
が
で
き

た
と
し
た
ら
、
両
手
両
足
の
指
の
総
数
で

あ
る
20
で
桁
が
一
つ
上
が
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
は
、

19
×
19
＝
3
6
1
ま
で
覚
え
な
け
れ
ば
、

な
ど
と
考
え
始
め
る
と
、
や
は
り
十
進
法

の
方
が
あ
り
が
た
く
思
え
ま
す
。

　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
、
2
で
桁
が
一
つ

上
が
る
二
進
法
で
演
算
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
世
界
で
は
、
例
え
ば
2
の
10
乗
に
あ

た
る
1
0
2
4
の
方
が
よ
ほ
ど
切
り
の
良

い
数
字
と
い
え
ま
す
。
記
憶
容
量
や
通
信

速
度
な
ど
の
単
位
に
お
い
て
、1
0
0
0
で

は
な
く
、1
0
2
4
を
1
k（
キ
ロ
）
と
し
、

1
0
0
万
で
は
な
く
、
2
の
20
乗
、
す
な

わ
ち
1
、0
4
8
、5
7
6
を
1
Ｍ（
メ
ガ
）

と
す
る
の
は
こ
の
た
め
で
す
。

　

第
1
0
0
号
は
大
台
に
乗
せ
た
ば
か
り

に
数
字
ず
く
め
と
な
り
ま
し
た
。
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七な
な
お
じ
ょ
う
あ
と

尾
城
跡
は
、中
世
の
益
田
の
領
主
益
田

氏
の
城
の
遺
跡
で
す
。平
成
16（
2
0
0
4
）

年
に
三み
や
け宅

御お
ど
い

土
居
跡あ
と

と
と
も
に
益
田
氏
城じ
ょ
う

館か
ん

跡あ
と

と
し
て
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
中
世
の
城
な
の
で
天て
ん
し
ゅ
か
く

守
閣
や
石い
し
が
き垣

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
然
地
形
を
活
か
し

た
堅
固
な
山や
ま
じ
ろ城

で
す
。

　

七
尾
城
が
い
つ
頃
築
か
れ
た
か
は
諸
説

あ
り
ま
す
が
、
南
北
朝
時
代
の
延え
ん
げ
ん元

元

（
1
3
3
6
）
年
に
南
朝
方
勢
力
が
益
田
氏

の
籠
も
る
「
益
田
城
」
の
「
北き
た
お
ざ
き

尾
崎
木き
ど戸

」

を
攻
め
破
っ
た
と
記
す
古こ
も
ん
じ
ょ

文
書
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
「
益
田
城
」
が
七
尾
城
で
あ
り
、

そ
の
初
見
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

頃
の
七
尾
城
は
、
丘
陵
北
側
の
尾
根
を
中

心
と
し
た
小
規
模
な
城
で
あ
り
、
そ
の
後
、

段
階
的
に
整
備
さ
れ
、
中
世
末
期
ま
で
に

丘
陵
全
体
が
要
塞
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
1
6
0
0
年
の
関せ
き
が
は
ら

ヶ
原
の
合

戦
後
に
益
田
氏
が
益
田
を
去
る
と
、
七
尾

城
も
城
と
し
て
の
役
割
を
終
え
ま
し
た
。

　

七
尾
城
跡
の
大お
お
て手（
正
面
）は
、
本
来
、

益
田
川
に
面
す
る
北
側
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
現
在
は
通
行
困
難
の

た
め
住す
み
よ
し吉

神じ
ん
じ
ゃ社

の
参
道
か
ら
登
り
ま
す
。

中
腹
に
住
吉
神
社
が
あ
り
ま
す
。
住
吉
神

社
は
、
天て
ん
し
ょ
う正

4
（
1
5
7
6
）
年
に
益

田
元も
と
よ
し祥

が
妙み
ょ
う
ぎ
じ

義
寺
境
内
に
勧
か
ん
じ
ょ
う請し

た
も
の

で
、
万ま
ん
じ治

元
（
1
6
5
8
）
年
に
七
尾
山

に
移
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
登
っ
て
厩う
ま
やの

段だ
ん

あ
た
り
か
ら
山

城
ら
し
さ
が
増
し
ま
す
。
二
の
段
の
北
端

に
は
庭
園
が
、
本
丸
の
北
端
に
は
瓦
葺ぶ

き

の
門
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
本
丸
と
二
の

段
に
は
礎そ
せ
き石

建
ち
の
建
物
が
並
ん
で
い
た

こ
と
が
発
掘
調
査
で
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
は
、
七
尾
城
が
防
衛
の
た

め
の
拠
点
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
居
住
空

間
と
し
て
も
活
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
ま
す
。
本
丸
か
ら
は
中
世
の
城
下

を
一
望
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

場 

七
尾
町

石
見
交
通
バ
ス
都
茂
線
ほ
か
益
田
高

校
前
経
由
の
各
路
線
の
バ
ス
。
水
源
地

前
バ
ス
停
徒
歩
5
分
。

七尾城跡縄
なわばりず

張図

益田川

住吉神社
参道

住吉神社


