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た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
提
案
は
あ
く
ま
で

も
令
和
３
年
９
月
19
日
時
点
で
の
一
市
民

の
個
人
的
意
見
で
す
。

１
、
人
吉
市
復
興
ま
ち
づ
く
り
、
地
区
別

懇
談
会
中
間
報
告
会
（
８
月
22
日
）

の
内
容
か
ら

　

先
月
８
月
22
日
に
「
人
吉
の
復
興
ま
ち

づ
く
り
」
地
区
別
懇
談
会
の
中
間
報
告
会

が
ズ
ー
ム
の
ネ
ッ
ト
会
議
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
先
ず
そ
の
中
か
ら
4
講
師
の
発
言

内
容
を
個
人
的
に
メ
モ
し
て
み
ま
し
た
。

（
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
は
筆
者
）

〇
柿
本
竜
治
氏
（
熊
本
大
教
授
）
：
人
が

町
に
住
む
こ
と
が
大
事
。
経
営
上
稼
業
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
が
、
ま
ち
づ
く
り
の

規
制
や
合
意
形
成
、
そ
の
制
度
を
ど
う
活

か
す
か
が
大
切
。
暮
ら
せ
る
町
を
つ
く
る

は
じ
め
に

　

今
、
被
災
か
ら
１
年
３
カ
月
。〝
人
吉

の
町
の
こ
れ
か
ら
〟
を
考
え
る
と
し
て
、

本
誌
上
で
こ
れ
ま
で
３
回
に
わ
た
り
私
見

を
述
べ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
〝
人
吉
の
復

興
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
て
〟
の
最
終
回
で

は
、
こ
れ
ま
で
の
各
集
会
で
皆
様
が
発
信

さ
れ
た
意
見
、
個
人
的
に
見
聞
き
し
た
内

容
等
を
元
に
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
ま
と
め
と

し
て
「
人
吉
を
ど
ん
な
町
に
し
た
い
で
す

か
？
」
を
問
い
、
ま
ち
づ
く
り
の
中
で
「
人

吉
ら
し
さ
と
何
か
」
を
私
的
に
考
え
て
み

〝
人
吉
の
復
興
ま
ち
づ
く
り
〟
に
向
け
て
：
シ
リ
ー
ズ
そ
の
④
最
終
回

人
吉
を
ど
ん
な
町
に
し
た
い
で
す
か
？

＝
人
吉
の
魅
力
づ
く
り
・
人
吉
ら
し
さ
と
は
？
＝

人
吉
市
民
　
松
本
晉
一
（
人
吉
市
五
日
町
）

鍋屋本館手前から西九日町通り方面

人吉市ズーム会議風景

た
め
、
ま
ち
の
た
め
、
２
つ
の
視
点
で
そ

れ
を
ど
う
つ
な
げ
る
か
が
大
事
。
話
合
い

に
は
息
子
や
孫
な
ど
誰
で
も
入
っ
て
議
論

が
出
来
る
こ
と
。
住
ん
で
い
る
皆
で
新
し

い
町
を
創
る
前
の
こ
と
、
創
っ
た
後
の
こ
と

を
論
議
す
る
。
復
興
は
長
い
時
間
か
か
る

が
丁
寧
に
す
す
め
る
べ
き
、
若
者
が
行
動

出
来
る
環
境
を
つ
く
る
。
そ
れ
に
は
時
間

が
か
か
る
が
早
道
で
あ
る
。

　
　〇

西
村
浩
氏
（
ワ
ー
ク
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
ズ
代

表
）
：
他
の
町
の
事
例
や
各
地
の
計
画
は

行
政
中
心
で
、
市
民
の
た
め
に
は
な
っ
て
い

な
い
。
10
年
後
よ
り
も
被
災
か
ら
半
年
後
、

１
年
後
の
住
民
の
実
感
が
大
事
で
あ
る
。

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
も
や
り
な
が
ら
修
正
し

て
い
く
こ
と
が
大
事
。
毎
年
そ
の
計
画
を

見
直
す
べ
き
で
あ
る
。
人
を
集
め
る
た
め

に
目
的
を
掲
げ
る
、
生
業
と
暮
ら
し
を
取

り
戻
す
に
は
ス
ピ
ー
ド
が
大
事
、
人
が
も

こ
と
、
そ
れ
を
マ
ネ
ー
ジ
す
る
の
が
行
政
。

何
を
も
っ
て
住
民
主
体
と
す
る
か
、
そ
れ

を
市
民
が
ど
う
選
択
す
る
か
、
誰
も
住
ま

な
い
町
を
つ
く
っ
て
も
意
味
が
な
い
。
ま
ち

づ
く
り
と
は
基
本
的
に
自
発
的
な
も
の
、

そ
れ
を
行
政
が
サ
ポ
ー
ト
す
る
。
行
政
の

立
て
る
計
画
は
荒
っ
ぽ
い
が
そ
れ
し
か
出

来
な
い
、
市
民
ベ
ー
ス
で
や
る
が
市
民
も

受
け
身
に
な
ら
な
い
こ
と
。

〇
柴
田
祐
氏
（
熊
本
県
立
大
教
授
）
：
ま

ち
づ
く
り
は
私
的
に
は
住
宅
復
興
、
公
的

に
は
何
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
を
個
人
の

ど
っ
て
こ
な
く
な
る
。
10
年
後
に
対
策
が

出
来
た
ら
、そ
こ
に
戻
れ
る
よ
う
に
す
る
。

経
験
則
、
制
度
を
柔
軟
に
や
っ
て
い
く
、

後
で
そ
こ
に
戻
れ
る
方
法
で
魅
力
的
な
町

に
す
る
。

　

人
吉
は
日
本
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
。

本
当
に
そ
こ
に
暮
ら
す
こ
と
が
適
切
か
？

で
も
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
、
ど
う
市
民

が
災
害
に
向
き
合
う
か
、
土
地
利
用
を
含

め
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
。
町
が
二
分
さ

れ
な
い
こ
と
、
決
ま
っ
た
こ
と
は
一
緒
に
す

す
む
こ
と
。
行
政
も
市
民
も
分
け
隔
て
な

く
や
っ
て
い
く
、
こ
れ
は
楽
し
み
と
な
り
期

待
出
来
る
と
思
う
。
元
気
を
出
し
て
取
り

組
む
こ
と
。

〇
内
田
安
弘
氏
（
阿
蘇
持
続
可
能
な
社
会

研
究
所
所
長
）
：
将
来
を
見
据
え
今
あ
る

土
地
を
利
用
す
る
。
コ
ロ
ナ
災
害
を
含
め

し
た
た
か
に
や
っ
て
い
く
。
住
民
の
理
解
、
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事
な
こ
と
は
復
興
し
た
こ
の
町
の
姿
・
内

容
が
こ
ん
な
筈
で
は
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
な

い
こ
と
、
思
わ
れ
な
い
こ
と
、
そ
の
よ
う

な
ま
ち
づ
く
り
を
し
な
い
こ
と
だ
と
感
じ

て
い
ま
す
。

２
、
こ
れ
ま
で
の
復
興
説
明
会
・
懇
談
会

に
出
席
し
て
の
個
人
的
感
想

①
発
言
や
内
容
が
次
第
に
進
歩
し
て
、
少

し
ず
つ
形
に
な
っ
て
来
て
い
る

②
し
か
し
町
づ
く
り
の
主
体
は
誰
な
の
か
、

誰
が
リ
ー
ド
す
る
べ
き
か
が
曖
昧

③
そ
の
会
議
か
ら
何
を
引
き
出
そ
う
と
し

て
い
る
の
か
、
テ
ー
マ
性
が
一
貫
し
な
い

④
テ
ー
マ
に
楽
し
い
こ
と
、
面
白
い
こ
と
が

不
足
。
毎
回
興
味
あ
る
テ
ー
マ
を
設
け

て
話
合
う

⑤
会
議
全
体
の
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
流

れ
、
方
向
づ
け
が
足
り
な
い

が
出
て
参
考
に
な
り
ま
し
た
。
ど
ん
な
ま

ち
づ
く
り
で
も
、
そ
こ
に
人
が
存
在
し
て

い
な
い
と
始
ま
ら
な
い
。
人
が
中
心
で
あ

り
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
が
大
事
な
こ
と
。
特
に
被

災
者
の
行
動
を
決
断
さ
せ
る
内
容
あ
る
情

報
提
供
と
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
、
そ
し
て
開

催
す
る
会
議
の
目
的
を
明
確
に
す
る
こ
と

が
大
切
。
さ
ら
に
復
興
し
た
後
の
こ
と
も

見
据
え
た
議
論
を
す
る
こ
と
。

　

今
回
の
会
議
の
難
点
を
言
え
ば
、
市
長

を
交
え
た
確
信
を
持
っ
た
提
案
や
意
見
が

少
な
く
、
や
や
総
論
的
で
あ
っ
た
こ
と
。

や
は
り
ネ
ッ
ト
会
議
で
は
な
く
、
多
く
が

集
え
る
会
場
を
設
定
し
て
皆
で
議
論
し
て

話
し
合
う
こ
と
が
大
事
な
気
が
し
ま
し

た
。
西
村
氏
の
発
言
「
人
吉
の
復
興
は
日

本
中
の
期
待
で
あ
る
。
人
吉
は
日
本
か
ら

注
目
さ
れ
て
い
る
」。
こ
の
こ
と
を
忘
れ
な

い
で
日
々
の
生
活
と
ま
ち
づ
く
り
行
動
を

し
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
大

事
業
の
中
の
仕
掛
け
を
し
っ
か
り
す
る
。

将
来
は
ど
う
な
る
と
い
う
情
報
提
供
を
す

る⇒
皆
が
納
得
す
る
。
住
民
の
積
極
的
な

参
加
で
行
政
の
押
し
付
け
に
し
な
い
、
自

分
の
課
題
解
決
を
そ
こ
で
や
る
。
再
建
出

来
な
い
場
所
を
市
が
買
う⇒

ど
う
活
用
す

る
か　
　

例
）
防
災
広
場
に
す
る
な
ど

〇
人
吉
市
ズ
ー
ム
中
間
報
告
会
議
で
の
筆

者
の
感
想

　

色
々
と
良
い
意
見
（
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
）

は
な
い
役
割
を
担
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

大
事
な
の
は
、
そ
こ
で
ゆ
っ
く
り
出
来
る
こ

と
、
落
ち
着
く
場
（
居
場
所
）
が
あ
る
こ

と
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
出
来
る
だ
け
ク

ル
マ
の
入
り
込
ま
な
い
、
多
く
の
人
が
集

ま
り
す
ぎ
な
い
場
所
が
望
ま
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
来
て
い
ま
す
。

し
み
、
そ
の
思
い
出
に
回
帰
す
る
の
で
は

な
く
、
被
災
し
た
街
に
あ
ら
た
め
て
新
し

く
住
む
人
た
ち
が
食
事
や
買
い
物
な
ど
の

日
常
生
活
を
始
め
、
新
し
い
人
吉
の
町
で

生
き
て
い
く
上
で
必
要
な
も
の
に
ウ
エ
イ
ト

を
置
い
た
ま
ち
づ
く
り
で
あ
る
こ
と
。

　

自
然
や
歴
史
、
教
育
、
観
光
、
産
業
な

ど
の
地
域
資
源
を
活
か
し
て
、
あ
る
べ
き

町
の
姿
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
創
り
上
げ
て
い
く

こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
ま
す
。
繰
り
返
し

ま
す
が
、
あ
く
ま
で
も
過
去
の
ノ
ス
タ
ル

ジ
ー
を
追
い
求
め
る
の
で
は
な
く
、
人
吉

の
自
然
や
歴
史
を
活
か
し
つ
つ
、
例
え
ば

ク
ル
マ
を
町
中
か
ら
遠
ざ
け
る
な
ど
新
し

い
観
点
で
人
吉
ら
し
い
魅
力
あ
る
町
を
創

る
こ
と
が
大
事
で
す
。

　

町
に
は
、
遊
び
、
安
ら
ぎ
、
時
間
つ
ぶ
し
、

飲
食
、
会
合
、
職
場
、
学
習
、
旅
行
、
運
動
、

散
歩
、
喧
噪
を
避
け
る
他
、
さ
ら
に
安
全

や
安
心
な
ど
、
家
や
学
校
、
仕
事
の
場
に

⑥
復
旧
復
興
の
資
金
は
い
つ
誰
が
ど
こ
か

ら
持
っ
て
く
る
の
か
、
そ
の
手
続
き
、

流
れ
は
？

⑦
補
助
金
を
活
用
す
る
た
め
の
具
体
的
な

手
順
、
方
法
、
運
用
例
が
少
な
い

⑧
そ
れ
ぞ
れ
に
専
門
委
員
会
を
創
っ
て
議

論
す
る　

例
）
川
と
親
し
む
、
古
店
舗

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

⑨
他
か
ら
の
支
援
で
よ
り
必
要
な
も
の
は

何
か　

例
）
ア
イ
デ
ア
、
資
金
、
方
法
、

手
順

⑩
家
屋
を
す
べ
て
壊
し
て
し
ま
う
の
で
は

な
く
、
残
せ
る
建
物
は
よ
り
活
用
す
べ

き
で
あ
る

３
、
提
案
：
こ
れ
か
ら
の
人
吉
の
ま
ち

づ
く
り

　

被
災
し
た
人
吉
の
復
興
ま
ち
づ
く
り

は
、
単
に
昔
の
人
吉
の
よ
き
時
代
を
懐
か

城内石垣上より見た球磨川の夏（昭和32年頃）
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金
を
社
会
的
な
イ
ン
フ
ラ
整
備
（
道
路
や

ダ
ム
）
に
予
算
を
使
う
の
で
は
な
く
、
そ

の
分
を
生
活
、
生
産
の
中
心
で
あ
る
人
間
、

人
、
町
の
あ
り
方
に
資
本
を
投
入
す
る
方

が
、
よ
り
生
活
の
質
の
向
上
、
人
間
性
の

向
上
に
も
効
果
的
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　「
人
吉
を
ど
ん
な
町
に
し
た
い
で
す

か
？
」

１
、
第
６
回
九
日
町
・
紺
屋
町
再
生
会
議

の
発
言
か
ら
：

　

９
月
10
日
、
肥
後
銀
行
で
会
に
同
席
の

皆
様
27
名
に
「
こ
れ
か
ら
の
人
吉
を
ど
ん

な
町
に
し
た
い
で
す
か
？
」
を
お
聞
き
し

ま
し
た
。
Ａ
Ｂ
Ｃ
３
グ
ル
ー
プ
の
発
言
と

呟
き
の
一
部
を
以
下
に
紹
介
し
て
み
ま
す
。

・
土
地
の
人
々
や
観
光
客
は
、
こ
の
球
磨

川
の
自
然
の
良
さ
を
求
め
て
来
る
、
そ

の
た
め
に
は
自
然
を
生
か
す
町
づ
く
り
、

川
が
見
ら
れ
る
町
づ
く
り
、
そ
し
て
花

の
人
吉
に
は
な
い
〝
花
と
水
と
緑
の
自
然

の
潤
い
〟、
人
の
営
み
を
軸
に
据
え
た
人
吉
4

4

ら
し
さ

4

4

4

の
あ
る
「
ひ
と
、
ま
ち
、
み
ど
り
」

の
ま
ち
づ
く
り
が
大
切
だ
と
考
え
ま
す
。

　

で
は
、
そ
の
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
良

い
か
を
考
え
、
思
い
だ
け
で
は
な
く
住
む

人
の
意
志
4

4

を
そ
の
方
向
（
＝
生
活
し
や
す

さ
）
に
向
け
る
こ
と
、
新
し
い
町
の
日
常

の
在
り
方
、
そ
こ
に
住
む
人
た
ち
の
交
流

と
意
志
統
一⇒

「
そ
う
し
よ
う
と
す
る
行

動
」
が
大
事
だ
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
に
は

こ
の
土
地
に
住
む
私
ど
も
こ
そ
が
、
こ
の

地
域
・
流
域
の
管
理
運
営
と
意
思
決
定
に

た
ず
さ
わ
る
べ
き
で
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
や

中
央
の
行
政
マ
ン
に
任
せ
っ
ぱ
な
し
の
テ
ー

マ
で
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
私
た
ち
の
町

の
こ
と
は
、
私
た
ち
で
決
め
る
こ
と
、
す

す
め
る
べ
き
事
柄
な
の
で
す
。
ま
た
有
名
な

東
京
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
に
す
べ
て
を
委
ね

る
こ
と
も
い
け
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
公
的
資

　「
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
」

　
「
あ
ー
、よ
か
町
の
出
来
た
バ
イ
」と
人
々

が
発
信
す
る
た
め
の
、「
よ
か
町
」
と
は
何

で
し
ょ
う
？
例
え
ば
歩
い
て
み
て
、
ク
ル
マ

で
通
っ
て
み
て
、「
な
ん
か
よ
か
ね
え
」
と

言
わ
れ
る
、
そ
の
何
か
と
は
、
良
さ
と
は

何
で
し
ょ
う
か
？　

例
え
ば
、
そ
れ
は
今

・
治
水
の
前
に
ま
ち
づ
く
り
を
優
先

・
未
来
の
人
吉
を
見
守
り
、励
ま
す
歌
、詩
、

メ
ロ
デ
ィ
を
創
り
た
い

・
空
き
地
ば
か
り
の
西
九
日
町
の
現
実
、

こ
れ
を
具
体
的
に
ど
う
解
決
す
る
の
か
？

（
つ
ぶ
や
き
）

・
同
じ
会
議
の
繰
り
返
し
、
次
は
誰
が
何

を
や
る
の
か
、こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
か
？

（
つ
ぶ
や
き
）

・
協
議
し
た
内
容
を
今
後
は
こ
う
な
る
と

復
興
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
早
く
示
し
て
欲

し
い
（
つ
ぶ
や
き
）　　
　
　
　
　
　
　

を
楽
し
み
に
来
る
人
た
ち
は
そ
れ
を
求

め
て
来
る
の
で
は
な
い

・
人
吉
は
夜
の
商
売
で
町
が
汚
れ
る
、
環

境
美
化
を
徹
底
し
化
粧
ゴ
ミ
箱
を
設
置

し
美
化
を
売
り
に
す
る

・
町
の
豊
か
さ
は
箱
も
の
で
は
な
い
、
高
い

ビ
ル
を
創
ら
な
い
こ
と
。
せ
め
て
3
階

ま
で

・
女
性
の
意
見
、
考
え
を
大
事
に
し
た
い

・
町
の
コ
ン
セ
プ
ト
、
統
一
ロ
ゴ
を
創
り
た

い
・
誇
り
に
思
え
る
町
（
第
６
回
地
区
別
懇

談
会
９
月
16
日
東
小
学
校
）

・
時
間
が
ゆ
っ
く
り
流
れ
る
ま
ち

（
同
上
）

・
市
民
は
自
分
た
ち
の
街
の
歴

史
、
先
人
た
ち
の
こ
と
を
も
っ

と
知
る
べ
き
（
同
上
）

・
ク
ル
マ
が
通
ら
な
い
静
か
な
町

並
み

や
木
や
緑
の
自
然
公
園
都
市
に
な
れ
ば

・
昔
の
街
並
み
、
昔
の
賑
わ
い
を
も
う
一

度
。
で
も
ま
た
水
害
が
来
る
と
す
れ
ば

本
格
的
な
商
売
は
出
来
な
い
。
商
売
を

や
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
や
っ
て
も
大
丈

夫
と
い
う
、
そ
の
保
証
、
即
ち
川
堀
り

な
ど
の
水
害
に
対
す
る
備
え
、
集
客
の

手
段
、
商
売
を
支
え
る
資
金
繰
り
の
保

証
が
要
る

・
子
ど
も
を
含
め
た
若
い
世
代
が
気
楽
に

来
て
く
れ
る
町
を
創
る
、
で
も
こ
の
ネ
ッ

ト
社
会
で
も
人
吉
に
来
て
く
れ
る
の
か
？

・
人
吉
の
売
り
は
自
然
、
歴
史
、
人
、
産

業
で
あ
る
。
被
災
中
心
地
に
こ
そ
ホ
ー

ル
や
新
図
書
館
な
ど
人
が
集
ま
る
場
、

人
と
人
と
の
関
係
の
場
、
サ
ロ
ン
的
な

交
流
の
場
が
必
要

・
人
が
集
ま
る
仕
掛
け
は
何
か
、
外
資
を

呼
び
込
む
手
は
あ
る
が
、
し
か
し
大
手

の
ユ
ニ
ク
ロ
や
ス
タ
バ
が
来
て
も
、
人
吉

九紺再生会議ABC3グループの前回意見

昭和29年頃の人吉中心街（稲留成長氏蔵）
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「
あ
す
こ
ン
住
む
人
た
ち
は
人
間
の
ヨ
か

で
な
ァ
と
、
言
わ
れ
る
町
づ
く
り
」

　

人
吉
の
魅
力
＝
人
吉
文
化
＝
〝
お
ひ
と

よ
し
文
化
〟
を
創
り
ま
し
ょ
う

　

そ
こ
で
大
事
な
の
が
人
吉
に
居
る
人
々
、

そ
こ
に
住
む
人
た
ち
で
す
。
そ
れ
を
「
お

項
を
探
っ
て
み
ま
し
た
。

　

人
吉
は
「
ひ
と
よ
し
」
の
町
の
そ
の
名

の
通
り
、
こ
の
町
の
人
の
良
さ
が
、
九
州

そ
し
て
こ
の
地
の
吉
（
よ
）
き
文
化
を
創

り
ま
し
た
。
そ
の
〝
お
人
よ
し
〟
の
文
化

＝
「
お
ひ
と
よ
し
文
化
」
を
し
っ
か
り
と

創
り
、
伝
え
、
守
り
、
形
に
ゆ
け
た
ら
と

思
い
ま
す
。
そ
の
具
体
例
が
本
誌
８
月
号

で
述
べ
た
人
吉
文
化
交
流
館
「
お
ひ
と
よ

し
」
創
り
（
案
）
で
す
。
人
吉
の
町
は
「
お

ひ
と
よ
し
」
な
新
し
い
「
人
づ
く
り
」
＝

人
材
づ
く
り
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。
人
吉

の
町
の
良
さ
は
、
自
然
と
歴
史
、
文
化
を

担
う
人
、
培
う
人
、
人
そ
の
も
の
が
宝
な

の
で
す
。

　

○
町
の
あ
り
方
、考
え
方（
コ
ン
セ
プ
ト
）

の
一
例
：

　『
人
吉
は
〝
人
よ
し
　
川
よ
し
　
人な

さ
け情

よ
し
、　
町
よ
し
　
酒
よ
し
　
温
泉
よ

し
〟
の
町
で
す
』

２
、「〝
読
者
の
広
場
〟
人
吉
新
聞
９
月
」

の
ま
ち
づ
く
り
投
書
か
ら
」
：

・
住
民
本
来
の
要
求
を
具
体
化
し
た
形
の

ま
ち
づ
く
り
が
出
来
る
か
を
協
議
会
、

専
門
家
、
現
地
相
談
所
、
合
意
形
成
を

マ
ネ
ー
ジ
出
来
る
人
材
が
必
要
、
災
害

に
強
い
住
と
商
の
調
和
す
る
共
存
の
ま

ち
が
目
標
（
９
月
13
日
）

・
水
害
の
不
安
よ
り
も
魅
力
あ
る
商
店
や

事
業
所
や
土
地
の
活
用
な
ど
、
そ
れ
に

勝
る
町
の
価
値
を
つ
く
る
。
そ
れ
と
自

然
豊
か
な
公
園
都
市
、
美
し
い
街
を
再

生
す
る
（
９
月
15
日
）

　
ま
と
め

　
〝
人
吉
の
魅
力
づ
く
り
〟
と
し
て
や

り
た
い
こ
と
＝
「
お
ひ
と
よ
し
」
づ
く
り

　

次
に
「
あ
な
た
は
、
こ
の
人
吉
の
町
を

ど
ん
な
町
に
し
た
い
で
す
か
？
」
の
共
通

ら
の
目
線
で
探
っ
て
み
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

そ
し
て
、
ま
ち
づ
く
り
は
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
で
す
。
夫
々
の
楽
器
の
パ
ー
ト
が
あ
り
、

ソ
リ
ス
ト
が
曲
を
引
き
立
て
、
全
体
を
コ

ン
ダ
ク
タ
ー
が
リ
ー
ド
し
ま
す
。
目
指
す

と
こ
ろ
は
そ
の
音
楽
（
人
吉
の
ま
ち
）
を
、

そ
の
生
活
を
「
よ
か
な
ァ
ー
」
と
ゆ
っ
く
り
、

た
っ
ぷ
り
と
楽
し
む
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
演
奏
す
る
側
と
そ
れ
を
聴
く
側
、

そ
の
音
を
響
か
せ
る
場
が
あ
っ
て
こ
そ
の
コ

ン
サ
ー
ト
で
す
。
そ
の
音
色
を
皆
で
奏
で

る
処
、
そ
の
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
が
人
吉

の
町
全
体
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
に
花
を
添
え
る
の
が
、
被
災
し
た

今
の
人
吉
に
は
な
い
〝
花
と
水
と
緑
の
自

然
の
潤
い
〟
で
す
。
人
吉
の
町
に
は
音
楽

と
共
に
、人
吉
ら
し
さ

4

4

4

4

4

を
引
き
立
て
る
「
ひ

と
、
ま
ち
、
み
ど
り
」
の
ま
ち
づ
く
り
の

工
夫
が
必
要
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

て
大
事
な
の
は
、
こ
れ
か
ら
の
人
吉
の
町

を
「
こ
う
思
う
、
こ
う
し
た
い
」
と
い
う
、

市
民
・
住
民
・
在
民
の
願
い
、
思
い
、
意4

志4

の
ち
か
ら
、
だ
と
考
え
ま
す
。
こ
の
こ

と
は
先
日
、
人
吉
の
偉
人
・
高
木
惣
吉
の

追
悼
文
「
高
木
惣
吉
先
生
を
偲
ぶ
」
の
記

述
を
読
ん
で
感
じ
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
か

ら
の
日
本
の
将
来
へ
の
対
世
界
作
戦
づ
く

り
と
同
様
、〝
人
吉
の
ま
ち
づ
く
り
〟
に
も

必
要
な
情
報
と
そ
の
内
容
分
析
、
方
針
決

定
と
実
行
な
ど
各
種
の
〝
戦
略
〟
が
、
そ

の
時
そ
の
時
代
の
日
本
、
そ
し
て
人
吉
の

町
の
こ
れ
か
ら
を
方
向
付
け
る
に
違
い
な

い
と
感
じ
る
の
で
す
。
思
え
ば
あ
の
明
治

期
末
に
人
吉
に
肥
薩
線
（
当
時
は
九
州
線

人
吉
本
線
）
を
引
い
た
代
議
士
・
渋
谷
礼

た
ち
は
、
今
ど
ん
な
思
い
で
被
災
し
た
こ

の
人
吉
の
町
、
そ
し
て
肥
薩
線
の
被
災
状

況
を
眺
め
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
先
人
た
ち

が
語
り
た
い
で
あ
ろ
う
彼
ら
の
呟
き
を
彼

ひ
と
よ
し
」
と
呼
び
、
そ
の
人
た
ち
が
創

る
文
化
を
仮
に
「
お
ひ
と
よ
し
文
化
」
と

呼
称
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
私
た
ち
は
同
じ

土
地
に
住
み
、
同
じ
時
間
、
同
じ
時
代
に

こ
の
人
吉
の
昔
と
今
（
現
実
）、
そ
し
て
こ

れ
か
ら
を
生
き
る
人
間
で
す
。
そ
の
人
々

が
生
活
の
場
〝
お
ど
ん
た
ち
の
街
・
新
し

か
人
吉
〟
を
形
成
し
て
ゆ
く
も
の
と
思
い

ま
す
。
老
い
も
若
き
も
、
年
齢
や
立
場
、

町
内
枠
を
越
え
た
ご
近
所
同
士
の
団
ら
ん

づ
く
り
、
相
互
の
交
流
が
大
切
で
す
。
そ

の
交
流
の
場
が
町
の
中
央
に
位
置
す
る
近

代
文
化
の
拠
点
、
人
吉
文
化
交
流
館
「
お

ひ
と
よ
し
」（
仮
称
）
で
す
。

　

人
吉
の
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
の
問
題
解

決
に
は
、
先
人
の
知
恵
を
借
り
、
現
代
人

の
考
え
を
募
り
、
未
来
人
（
若
者
）
の
願

い
を
元
に
〝
夢
を
形
に
し
て
い
く
努
力
〟

が
必
要
な
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し

第6回地区別懇談会・九日町グループ（東校）
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〈
参
考
資
料
〉

・〝
人
吉
の
復
興
ま
ち
づ
く
り
〟
に
向
け
て
：

シ
リ
ー
ズ
そ
の
③
「
人
吉
の
魅
力
を
創
る
２

つ
の
提
案
」
松
本
晉
一 

く
ま
が
わ
春
秋
第

66
号
（
２
０
２
１
・
９
）

・
高
木
会
「
高
木
惣
吉
先
生
を
偲
ぶ
」
平
成

３
年
７
月

・
渋
谷
勝
英
「
渋
谷
礼
遺
翰
」
昭
和
36
年
８
月

・
養
老
孟
司
、
岸
由
二
「
環
境
を
知
る
と
は

ど
う
い
う
こ
と
か
」
２
０
０
９
年
Ｐ
Ｈ
Ｐ

Ｓ
Ｗ
新
書

・
岸
由
二
「
生
き
の
び
る
た
め
の
流
域
思
考
」

ち
く
ま
プ
リ
マ
―
新
書　

２
０
２
１
年

・
第
12
回
球
磨
川
ア
カ
デ
ミ
ア
抄
録
集
「
寅

さ
ん
・
人
吉
へ
！
」
令
和
２
年
10
月
十
島

文
庫

〈
筆
者
連
絡
先
：
熊
本
県
人
吉
市
五

日
町
75
（
〒
８
６
８
―
０
０
３
５
）
℡

０
９
６
６
・
２
２
・
２
９
２
８
〉

ん
が
、「
夢
を
つ
か
む
の
は
、
お
め
え
だ
よ
、

夢
を
見
る
の
も
お
め
え
だ
よ
、
人
の
夢
み

て
ど
う
す
ん
の
！
」
が
大
事
な
こ
と
で
す
。

皆
様
と
共
に
〝
こ
の
町
で
生
き
る
〟
そ
の

夢
を
、
こ
れ
か
ら
の
人
吉
の
ま
ち
づ
く
り
、

人
吉
ら
し
さ
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

季
節
は
今
、
丁
度
秋
の
お
彼
岸
。
昨

年
７
月
の
被
災
か
ら
の
復
興
に
は
ど
う
し

て
も
経
済
が
必
要
で
す
が
、
お
金
の
煩
悩

か
ら
解
脱
し
て
、
こ
れ
か
ら
〝
お
ど
ん
た

ち
の
街
・
新
し
か
人
吉
〟
へ
の
楽
し
い
夢

路
を
皆
様
と
共
に
微ま

ど
ろ
み睡
み
た
い
と
思
い
ま

す
。
皆
さ
ま
方
の
其
々
が
こ
の
人
吉
と
い

う
町
の
こ
の
場
所
で
、
球
磨
川
と
共
に
同

じ
人
生
（
水
の
流
れ
）
を
歩
ん
で
ゆ
く
の

で
す
。
他
に
も
や
り
た
い
こ
と
、
語
り
た

い
こ
と
は
山
ほ
ど
あ
る
の
で
す
が
、
も
う

時
間
が
そ
れ
を
許
さ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
ろ
そ
ろ
〝
人
吉
の
新
し
い
あ
る
べ

き
姿
〟
を
見
定
め
る
時
に
来
て
い
る
よ
う

に
思
え
ま
す
。

　
「
時
間
を
大
切
に
使
う
こ
と
は
、
自
分
の

限
り
あ
る
命
を
活
か
す
こ
と
で
あ
る
」

（
令
和
３
年
９
月
の
カ
レ
ン
ダ
ー
標
語
よ
り
）

　
〝
フ
ー
テ
ン
の
寅
さ
ん
〟
で
は
あ
り
ま
せ

昔の球磨川散歩道路（水ノ手橋下流・昭和30年頃夏）

　
「
球
磨
地
方
の
気
候
は
、
十
二
月
か
ら
三
月
ま
で
寒
く
、

初
霜
は
十
月
下
旬
か
ら
十
一
月
上
旬
に
、
晩
霜
は
四
月
に
降

る
。
秋
の
夜
は
谷
間
に
深
い
霧
が
立
ち
込
め
、
朝
の
空
気
を

冷
や
し
ク
モ
の
巣
を
銀
色
に
変
え
る
。
十
時
か
ら
十
一
時
ま
で

に
は
陽
が
当
た
っ
て
銀
色
の
巣
を
乾
か
し
、
空
気
を
温
め
る
。」

　

と
す
る
一
文
が
あ
る
（
49
頁
）。「
科
学
」
を
重
視
す
る
研
究
者

で
あ
れ
ば
、「
深
い
霧
が
立
ち
込
め
」
と
か
「
ク
モ
の
巣
を
銀
色

に
変
え
る
」
と
い
っ
た
表
現
を
し
な
い
だ
ろ
う
。
エ
ン
ブ
リ
ー
の

文
書
は
文
学
者
の
表
現
で
あ
り
観
察
で
あ
る
。
し
か
し
、
丸
山
真

男
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
文
学
は
事
実
を
捉
え
る
力
を
も
つ
。

こ
の
一
文
を
読
む
だ
け
で
須
恵
村
の
秋
か
ら
春
に
か
け
て
の
情
景

が
自
然
に
浮
か
ん
で
く
る
。
エ
ン
ブ
リ
ー
の
感
性
は
『
須
恵
村
』

　

エ
ン
ブ
リ
ー
『
須
恵
村
』
の
特
徴
は
ど
の
点
に
あ
る
か
。

　

エ
ン
ブ
リ
ー
は
27
歳
の
と
き
須
恵
村
を
調
査
し
、
そ
れ
を
文
章

に
ま
と
め
、
31
歳
の
と
き
著
作
と
し
て
出
版
し
た
。『
須
恵
村
』

は
い
わ
ば
若
い
研
究
者
の
作
品
で
あ
る
。
専
門
的
に
は
未
熟
性
が

ど
う
し
て
も
残
る
。「
人
類
学
」
と
い
う
領
域
が
そ
も
そ
も
学
問

的
に
緻
密
化
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
科
学
」
と
い
う

視
点
で
み
る
と
き
、
エ
ン
ブ
リ
ー
の
『
須
恵
村
』
は
不
十
分
な
点

が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
上
回
っ
て
余
り
あ
る
も
の
が
あ
る
。

彼
は
学
問
的
枠
組
に
拘

束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
い

わ
ば
自
己
の
感
性
に
し
た

が
っ
て
調
査
を
す
す
め
文

書
に
ま
と
め
た
。
た
と
え

ば
、

田
中
一
彦
『
新
・
全
訳
　
須
恵
村
』
補
論


