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広報 4

そ
し
て
、
こ
れ
で
最
低
限
の
買
い
物
し
か
し

な
い
よ
う
に
し
て
も
ら
う
。
一
方
で
、
全
て

の
人
が
、
毎
月
の
支
払
い
を
気
に
し
な
く
て

よ
い
よ
う
に
、
家
賃
・
借
入
金
の
返
済
、
公

共
料
金
の
支
払
い
な
ど
を
凍
結
、
或
い
は
政

府
が
肩
代
わ
り
す
る
。
こ
れ
を
セ
ッ
ト
で
行

う
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
。

こ
う
す
れ
ば
、
会
社
へ
行
か
な
く
て
も
す

み
、
会
社
も
従
業
員
に
給
料
を
払
わ
な
く
て

す
み
ま
す
。
自
宅
周
辺
に
止
ま
っ
て
、
出
か

け
る
必
要
も
、働
く
必
要
も
な
く
な
る
の
で
、

不
要
不
急
の
外
出
自
粛
を
お
願
い
す
る
正
当

性
が
得
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
日
常
生
活
に

必
要
な
商
業
施
設
や
流
通
手
段
だ
け
を
政
府

が
指
定
し
て
稼
動
さ
せ
れ
ば
、政
府
の
い
う
、

移
動
の
8
割
減
は
、
実
現
で
き
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
一
、二
ヶ
月
経
っ
て
収
束

し
た
時
、
個
人
も
会
社
も
、
ス
ト
ッ
プ
し
た

時
間
の
ト
ン
ネ
ル
を
出
て
、
直
ち
に
活
動
を

開
始
で
き
ま
す
。

現
在
、
国
会
で
は
、
こ
こ
に
触
れ
た
各
方

面
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
が
提
案
さ

れ
、
形
に
も
な
っ
て
い
ま
す
が
、
各
種
施
策

は
、
こ
う
し
た
セ
ッ
ト
で
行
わ
れ
な
い
と
効

果
を
十
分
発
揮
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
国

の
レ
ベ
ル
で
、
こ
う
し
た
体
系
的
な
対
策
の

構
築
に
、
一
日
も
早
く
進
ん
で
頂
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

こ
の
コ
ラ
ム
を
書
い
て
い
る
4
月
29
日
現

在
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、
い
ま
だ

収
束
の
兆
し
も
な
く
、
緊
急
事
態
宣
言
も
継

続
さ
れ
る
公
算
が
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
感
染
症
に
対
す
る
対
応
に
つ

い
て
、
私
の
私
見
を
少
々
述
べ
さ
せ
て
頂
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
コ
ラ
ム
が
皆
様
の

お
目
に
と
ま
る
時
ま
で
に
、政
府
の
対
応
に
、

ど
う
い
う
変
化
が
あ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん

が
、こ
こ
で
記
し
て
お
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、
飛
沫

感
染
と
接
触
感
染
で
う
つ
り
ま
す
。
無
症
状

の
保
菌
者
か
ら
も
感
染
し
、
感
染
す
る
と
、

特
に
高
齢
者
や
基
礎
疾
患
の
あ
る
方
は
重
症

化
す
る
割
合
が
高
く
な
り
、
命
に
関
わ
る
場

合
も
み
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
中
で
、
実
効
性
あ
る
感
染
防
止

策
と
し
て
は
、
感
染
の
有
無
を
判
定
す
る
検

査
を
徹
底
的
に
行
う
こ
と
と
、
外
出
抑
制
が

一
番
で
し
ょ
う
。
わ
が
国
で
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検

査
を
抑
制
す
る
政
策
が
進
め
ら
れ
て
き
た
の

で
、
感
染
拡
大
の
程
度
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。

現
在
検
査
体
制
の
充
実
が
、
地
方
の
医
師
会

主
導
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
の
外
出
抑
制
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

よ
う
な
セ
ッ
ト
で
行
う
べ
き
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。
ま
ず
、
誰
も
が
家
に
い
て
暮
ら
せ
る

よ
う
に
、一
人
一
月
10
万
円
ず
つ
支
給
す
る
。 No.47
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馬淵 昌也

▲ 稲荷社 ▲ 土蔵 ▲ 店蔵（背後に主屋が連結）

一
宮
の
歴
史
を
語
る
、
重
要
な
文
化
遺
産
で

す
。

　
国
道
１
２
８
号
線
沿
い
に
店
蔵
を
構
え
る

旧
斎
藤
家
住
宅
。
現
在
は
カ
フ
ェ
や
レ
ン
タ

ル
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
斎
藤
家
は
、
明
治
時
代
以
降
、
鰹
節
を
中

心
と
し
た
海
産
物
問
屋
を
営
ん
で
い
ま
し

た
。幕
末
の
斎
藤
長
兵
衛
は
一
宮
本
郷
村（
現

一
宮
町
字
一
宮
の
一
部
）
の
村
役
人
を
つ
と

め
、
明
治
初
期
に
は
戸
長
も
つ
と
め
て
い
ま

す
。
次
代
の
孝こ
う

祐す
け

は
町
会
議
員
を
つ
と
め
、

加
納
久
宜
町
長
時
代
の
一
宮
町
政
を
支
え
て

い
ま
す
。

　
店
蔵
と
主
屋
は
連
結
し
て
お
り
、
土
蔵
は

経
年
劣
化
が
激
し
い
た
め
、
現
在
は
ト
タ
ン

で
覆
わ
れ
て
い
ま
す
。
稲
荷
社
は
龍
の
彫
刻

が
施
さ
れ
て
お
り
、
刻
銘
か
ら
現
在
の
い
す

み
市
の
彫
工
・
長
谷
川
三
之
輔
の
作
品
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
建
物
は
い
ず
れ
も
明
治
30
年

（
１
８
９
７
）
頃
の
建
築
と
推
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
旧
斎
藤
家
住
宅
の
店
蔵
・
主
屋
・
土
蔵
・

稲
荷
社
の
４
件
は
平
成
28
年
６
月
に
国
の
登

録
有
形
文
化
財
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
家
か
ら
は
平
成
26
年
、
令
和

元
年
の
２
回
に
渡
り
大
量
の
古
文
書
が
発
見

さ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
か
ら
昭
和
時
代

初
期
に
か
け
て
の
貴
重
な
資
料
群
で
あ
り
、

【
問
合
せ
】　
教
育
課
　
☎
42
１
４
１
６

一
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　「
一
宮
町
の
文
化
財
⑲
」

旧
斎
藤
家
住
宅
（
店
蔵・主
屋・土
蔵・稲
荷
社
）

（
教
育
委
員
会
　
江
澤
一
樹
）


