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川川田ｍｉｌｌ川川

行所宇治市役所

京都府宇治市宇治Ｓ琶33番地

電話⑩3141㈹

刷所新進堂印刷

市の人口

（197Ｓ年11月1日現在）

世帯数42，634世帯
前月比103ｔｆｌ：帯増

人□146．073人

男73．434人
女72，639人

前月比266人増

ルト

積
一

ロ

面

す
ぐ
れ
た
技
能
を
守
り
育
て
て
い
こ
う
Ｉ
。
宇
治
市
で
は
、
市
内
の
各
団
体
か
ら

推
せ
ん
さ
れ
た
大
工
さ
ん
や
建
具
師
、
製
茶
師
な
ど
、
長
年
に
わ
た
っ
て
技
を
磨
い

て
こ
ら
れ
た
二
十
人
の
方
を
、
十
一
月
二
十
三
日
の
勤
労
感
謝
の
日
に
技
能
功
労
者

と
し
て
表
彰
し
ま
す
。

こ
堂
前
は
、
地
味
で
時
間
の
か

か
る
手
仕
事
を
長
年
、
積
み
爾
一
ね
て

こ
ら
れ
た
技
能
者
の
す
ぐ
れ
た
功
労

を
た
た
え
、
そ
の
遊
ひ
と
す
じ
に
歩

ん
で
こ
ら
れ
た
ご
労
苦
を
ね
ぎ
ら
う

と
と
も
に
、
技
能
者
の
方
の
地
位
や

技
術
水
準
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
め

ざ
し
て
、
毎
年
行
な
わ
れ
て
い
る
も

の
で
、
こ
れ
ま
で
に
二
〇
九
人
の
方

が
表
彰
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
表
彰
式
は
、
市
民
会
館
で

午
前
十
時
か
ら
お
こ
な
わ
れ
、
大
野

辰
之
助
さ
ん
に
漆
工
芸
の
技
能
を
披

露
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

この道　ひとすじ

技能功労者20人を表彰

功
労
者

高
ば
庄
一
（
7
1
）
＝
五
ケ
甲
エ
村

中
谷
松
太
郎
（
7
0
）
＝
ｓ
ｉ
ｉ
南
組

柴
田
信
三
（
6
4
）
＝
白
川
川
上
り
谷

梅
原
孝
四
郎
（
6
3
）
＝
志
津
川
西
組

道
ぷ
仁
造
（
6
3
）
＝
広
野
町
東
裏

平
野
勝
一
（
6
3
）
Ｈ
神
明
宮
西

平
尾
徳
三
郎
（
6
2
）
＝
東
笠
取
谷
の

奥

〔
造
園
職
〕

砂
子
久
一
（
8
0
）
＝
五
ケ
庄
谷
前

〔
和
裁
師
〕

池
本
ナ
ラ
ギ
ク
（
7
7
）
＝
小
倉
町
老

ノ
木

〔
桶
屋
職
〕

黒
川
秀
雄
（
7
4
）
＝
菟
道
森
本

〔
大
工
職
〕

宮
崎
信
雄
（
7
3
）
＝
五
ケ
庄
大
林

〔
マ
ッ
サ
ー
・
＾
師
〕

松
本
フ
サ
子
（
7
1
）
Ｈ
大
久
保
町
山

ノ
内

〔
電
気
工
事
士
〕

池
本
熊
次
（
6
9
）

〔
漆
工
芸
師
〕

67漆エ芸

Ｈ
小
倉
町
老
ノ
木

大
野
辰
之
助
（
6
2
）
Ｈ
木
幡
南
山

〔
時
計
修
理
職
〕

小
野
男
造
（
6
2
）
＝
炭
山
久
田

燃
え
る
ゴ
ミ
の
週
二
回
収
集
は
非

常
に
よ
か
っ
た
・
＝
4
8
％
、
よ
か
っ
た

4
0
％
、
問
題
は
あ
る
が
仕
方
が
な
い

5
％
－
こ
の
ほ
ど
、
宇
治
市
が
市

政
モ
ニ
タ
ー
を
対
象
に
ア
ン
ケ
’
・
・
ト

調
査
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
紬

秋の火災予防運動

11月26日～12月2日

こ
と
し
十
月
ま
で
の
火
災
発
生
状

況
を
み
ま
す
と
、
建
物
火
災
が
二
十

四
件
（
全
焼
は
十
三
件
）
で
昨
年
よ

り
減
っ
て
い
ま
す
が
、
損
害
額
で
は

五
千
万
円
も
上
回
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
う
え
、
残
念
な
こ
と
に
焼
死
者
が

四
人
も
で
て
い
ま
す
。

秋
の
火
災
予
防
運
動
を
機
会
に
、

家
族
ぐ
る
み
、
職
場
ぐ
る
み
で
防
火

に
つ
い
て
話
合
い
ま
し
ょ
う
。

家
庭
で
は
…
…

▽
幼
児
や
老
人
だ
け
を
残
し
て
の
外

出
は
避
け
ま
し
ょ
う
。
つ
ね
に
、

安
全
な
避
難
方
法
を
考
え
ま
し
ょ

う
。

▽
寝
る
前
に
は
、
火
の
元
を
必
ず
点

検
し
ま
し
ょ
う
。

▽
一
日
一
回
、
防
火
に
つ
い
て
反
省

し
て
み
ま
し
ょ
う
。

職
場
で
は
…
…

▽
消
火
・
通
報
・
避
難
の
訓
練
を
笑

施
し
ま
し
ょ
う
。

▽
消
防
用
設
備
等
を
総
点
検
し
、
つ

ね
に
使
え
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

▽
非
常
口
付
近
や
通
路
に
は
物
を
置

か
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
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市
制
モ
ニ
タ
ー
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

〔
建
具
師
〕
、

関
貞
雄
（
6
0
）

り
宇
治
野
神

〔
敬
称
略
〕

ゴ
ミ
の
週
二
回
収
集
は
大
好
評

果
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

今
回
の
調
査
は
、
こ
と
し
七
月
、

市
政
モ
ニ
タ
ー
ニ
Ｏ
Ｏ
人
ぷ
対
象
に

ゴ
ミ
や
雑
草
な
ど
の
生
活
環
境
問
題

を
は
じ
め
、
建
設
省
が
計
画
し
て
ぃ

ゑ
石
川
改
修
に
っ
い
て
お
た
ず
ね

黒
の
漆
の
上
に
ら
で
ん
細
工
の
か

き
つ
ば
た
が
咲
き
み
だ
れ
、
金
の
橋

が
か
か
る
Ｉ
伊
勢
物
語
の
八
つ
橘
一

の
場
面
を
描
い
た
和
机
や
金
銀
の
蒔
一

絵
を
あ
し
ら
っ
た
飾
り
柵
な
ど
す
ぱ
Ｉ

ら
し
い
作
品
が
な
ら
ぷ
。

「
元
来
は
、
木
地
屋
、
塗
屋
、
蒔

‐
’
フ
5
／
Ｆ
』
／
↓
ぶ
！
お
．
ｌ
ａ
一

絵
師
と
分
業
だ
っ
た
の
で
す
が
、
職
一

人
さ
ん
が
年
と
っ
て
し
て
く
れ
な
く
Ｉ

な
り
ま
し
た
」
と
す
べ
て
大
野
さ
ん

（
木
幡
用
山
）
一
人
の
手
に
よ
る
仕
一

Ｉ
Ｊ
ｊ
Ｉ
ｌ
ｉ
ｇ
Ｉ
ｌ
ｊ
ｉ
Ｉ
ｊ
1
9
1
1
1
－
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｄ
ｌ
―
ｊ
Ｉ
］

り
の
ａ
物
を
つ
く
る
。
こ
の
方
法
に
Ｉ

よ
る
と
制
作
時
間
は
短
く
、
し
か
今

つ
や
や
か
な
作
品
に
仕
上
が
る
。
一

し
た
も
の
で
、
一
五
五
人
の
方
か
ら

回
答
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
（
回
答

率
7
7
・
5
％
）

◇

題
は
な
い
」
が
4
3
％
、
「
便
利
に
な

っ
た
」
が
3
0
％
と
な
っ
て
い
ま
す
が

「
午
後
の
地
域
は
、
朝
に
出
す
と
犬

や
猫
が
ら
ら
か
す
」
が
1
9
％
、
ま
た

「
時
間
を
順
次
変
更
し
て
ほ
し
い
」

が
6
％
も
あ
り
、
午
後
の
収
集
地
域

で
は
何
ら
か
の
対
策
が
課
題
に
な
っ

て
い
ま
す
。

一
方
、
市
で
は
、
ゴ
ミ
の
週
二
回

収
集
の
実
施
を
機
会
に
、
よ
り
い
っ

そ
う
燃
え
る
ゴ
ミ
と
燃
え
な
い
ゴ
ミ

の
分
別
や
水
切
り
の
徹
底
、
さ
ら
に

古
紙
回
収
事
業
の
推
進
な
ど
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら

の
運
動
が
ど
の
程
度
市
民
の
み
な
さ

ん
に
浸
透
し
て
い
る
の
か
を
お
た
ず

ま
ず
最
初
に
、
燃
え
る
ゴ
ミ
の
週
ね
し
た
と
こ
ろ
、
「
ゴ
ミ
の
分
別
を

二
回
収
集
に
つ
い
て
は
、
全
体
の
九
常
に
心
が
け
て
い
る
」
「
台
所
の
ゴ

削
弱
の
人
か
ら
好
評
を
得
て
お
り
、
ミ
の
水
切
り
に
は
気
を
つ
け
て
い

市
民
生
活
の
中
に
定
着
し
て
き
て
い
’
…
…
’
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

事
で
あ
る
。

大
野
さ
ん
は
「
全
国
で
も
他
に
や

っ
て
い
る
人
は
な
い
で
し
ょ
う
」
と

い
う
自
慢
の
手
法
が
あ
る
。
奈
良
時

代
の
仏
像
制
作
法
に
ヒ
ン
ト
を
え
た

独
自
の
乾
漆
法
で
、
こ
い
や
お
し
ど

さ
ら
に
、
週
二
回
収
集
を
実
施
し

た
こ
と
に
よ
る
「
清
潔
度
」
に
つ
い

て
も
、
「
衛
生
的
に
な
っ
た
」
が
7
2

％
「
悪
奥
に
悩
ま
さ
れ
る
の
が
少
な

く
な
っ
た
」
2
1
％
と
、
ほ
と
ん
ど
の

人
が
生
活
環
境
は
よ
く
な
っ
た
と
い

う
印
象
を
持
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
各
戸
別
の
収
集
体
制
か
ら

で
き
る
だ
け
一
点
で
収
集
す
る
と
い

う
「
定
点
収
集
」
に
切
り
か
わ
っ
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
「
作

業
能
率
を
考
え
る
と
や
む
を
え
な

い
」
「
ゴ
ミ
に
対
す
る
認
識
が
高
拗

し
た
」
と
答
え
ら
れ
た
人
が
8
9
％
を

占
め
、
市
民
の
み
な
さ
ん
の
ご
理
解

が
う
か
が
え
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
現
在
、
ゴ
ミ
収
集
は

地
域
を
午
前
と
午
後
に
分
け
て
行
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
収
槃
時
間
に
つ
い

て
お
た
ず
ね
し
た
と
こ
ろ
「
別
に
問

る
」
と
答
え
ら
れ
た
人
が
ほ
ぽ
同
率

の
8
8
％
を
占
め
、
か
な
り
徹
底
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た

古
紙
類
の
処
理
に
つ
い
て
も
「
廃
品

回
収
業
者
に
出
し
て
い
る
」
が
5
4
％

「
古
紙
回
収
事
業
へ
出
し
て
い
る
」

が
3
6
％
と
な
っ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど

の
家
庭
で
ゴ
ミ
減
ら
し
運
勒
に
ご
協

力
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
が
う
か

が
え
ま
す
。

し
か
し
、
一
割
近
ぐ
の
家
庭
で
は

町
内
会
が
古
紙
回
収
事
業
に
参
加
し

て
い
な
い
な
ど
の
理
由
で
、
古
紙
類

を
燃
え
る
ゴ
ミ
と
い
っ
し
ょ
に
出
さ

れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
市

で
は
今
後
と
も
町
内
会
や
息
冬
へ

古
紙
回
収
事
業
へ
の
参
加
を
呼
ぴ
か

け
て
い
く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

ま
だ
多
い
空
地
の
雑
草

つ
づ
い
て
、
市
で
は
、
昭
和
五
十

年
七
月
に
「
あ
き
地
の
雑
草
等
の
除

去
に
関
す
る
条
例
」
い
わ
ゆ
る
草
刈

条
例
を
つ
く
り
、
市
内
に
点
在
す
る

あ
き
地
の
環
境
保
全
に
つ
と
め
て
い

ま
す
が
、
こ
の
条
例
を
「
知
っ
て
い

る
」
と
答
え
ら
れ
た
人
は
6
1
％
、
「

知
ら
な
い
」
人
が
3
9
％
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。
ま
た
、
近
く
に
あ
き
地
が

「
あ
る
」
と
答
え
ら
れ
た
人
は
6
8
％

と
多
く
、
さ
ら
に
、
管
理
状
況
に
つ

い
て
も
「
か
な
り
よ
い
」
「
や
や
よ

い
」
と
答
え
ら
れ
た
人
は
わ
ず
か
1
7

％
で
、
「
非
常
に
恋
い
」
が
一
ｎ
％
、

「
や
や
悲
い
」
「
か
な
り
恋
い
」
が

4
0
％
も
占
め
て
い
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
市
内
各
所
に
雑

草
の
繁
茂
し
た
適
正
に
管
理
さ
れ
て

い
な
い
空
地
が
か
な
り
点
在
し
て
い

る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

市
で
は
、
草
刈
り
条
例
を
市
民
生

活
の
な
か
に
定
着
さ
せ
る
た
め
に
も

今
後
、
条
例
に
も
と
ず
く
指
導
を
強

化
し
て
い
く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
ご
近
所
で
雑
草
の
茂
っ
た

あ
き
地
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
市
役
所

環
境
保
全
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
、
所
有
者
が

市
外
に
住
ん
で
い
る
場
合
で
も
、
市

か
ら
直
接
連
絡
し
、
指
導
・
助
言
を

行
い
ま
す
。

ま
た
、
宇
治
川
改
修
に
つ
い
て
の

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
巣
は
、
宇
治
川

改
修
計
画
意
見
書
の
特
槃
と
と
も
に

三
面
で
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

，がヽ
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治
水
・
景
観
保
全
な
ど
要
望

反
映
し
て
作
成

た
。そ

こ
で
、
市
で
は
、
昭
和
四
十
八

年
に
『
宇
治
橋
付
近
景
観
保
全
対
策

協
議
会
』
を
股
謄
一
し
、
治
水
上
の
見

地
だ
け
で
な
く
優
れ
た
自
然
環
境
を

保
全
す
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ

や
す
ら
ぎ
と
ゆ
と
り
の
あ
る
住
宅
都

市
″
は
、
治
水
の
裏
付
け
な
く
し
て

い
か
を
諮
問
。
昨
年
三
月
に
答
申
が

あ
ｓ
＞
’
こ
の
答
申
書
と
市
民
の
み
な

ｉ
ｔ
Ｎ
ｊ
の
意
見
ｍ
映
し
て
作
成
し
た

『
宇
治
川
改
修
計
画
に
対
す
る
意
見

書
』
を
建
設
省
と
京
都
府
に
提
出
し

た
も
の
で
す
。

あ
り
え
な
い
と
考
え
、
こ
れ
を
Ｍ
本

に
置
い
て
構
成
し
て
い
ま
す
。

宇
治
川
改
修

計
画
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
下

流
奴
（
大
阪
）
、
お
よ
ぴ
上
流
域

建設省と京都府へ提出

（
滋
賀
）
の
改
修
工
事
も
合
わ
せ
て

進
め
る
よ
う
要
望
す
る
。

㈲
河
床
の
掘
削
・
・
・
淀
川
本
川
の
掘
削

と
調
和
が
と
れ
た
促
進
を
要
望

す
る
。

旧
引
き
堤
…
山
科
川
合
流
息
付
近
の

左
右
岸
と
隠
元
橋
付
近
の
右
岸

そ
れ
に
、
戦
川
付
近
の
右
岸
の

引
き
堤
に
つ
い
て
は
、
促
進
を

強
く
要
望
す
る
。
な
お
、
引
き

堤
に
よ
り
立
退
き
が
必
要
と
な

る
住
民
に
は
、
時
期
・
補
價
等

で
大
き
な
不
安
感
が
あ
り
、
積

極
的
な
姿
勢
を
示
め
す
こ
と
を

妥
望
す
る
。

助
内
水
排
除
＝
・
宇
治
川
右
岸
、
菟
道

丸
山
、
乙
方
地
区
等
で
は
、
内

水
排
除
の
必
輿
極
が
あ
り
、
対

策
を
早
急
に
要
望
す
る
。

仙
護
岸
＝
・
単
に
、
宇
治
市
旭
の
宇
治

川
左
岸
だ
け
で
な
く
、
京
都
市

宇
治
市
で
は
、
建
設
省
の
宇
治
川
改
修
計
画

に
と
も
な
い
、
治
水
や
景
観
保
全
な
ど
多
方
面

に
わ
た
る
要
望
を
主
な
内
容
と
し
た
「
意
見

書
」
を
作
成
し
、
市
議
会
の
了
承
を
得
て
十
一

月
七
日
、
建
設
省
と
京
都
府
の
そ
れ
ぞ
れ
に
手

渡
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
「
意
見
書
」
の

あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
し
ょ
う
。

（左）

域
や
久
御
山
町
域
、
八
幡
市
顛

の
宇
治
川
左
岸
、
そ
れ
に
木
津

川
右
岸
に
つ
い
て
も
、
よ
り
安

全
な
も
の
へ
と
補
強
す
る
よ
う

強
く
要
里
す
る
。
と
く
に
、
宇

治
川
左
岸
の
国
鉄
奈
良
線
鉄
橋

下
流
部
か
ら
槙
島
町
大
曲
地
域

付
近
の
堤
防
に
つ
い
て
は
漏
水

が
著
し
く
な
お
い
っ
そ
う
早
急

に
強
化
す
る
よ
う
要
望
す
る
。

河
川
敷
は
自
然
の
宝
庫

工
事
に
は
十
分
な
調
査
・
対
策
を

協
議
会
答
申

市
民
の
意
見

上
流
の
ダ
ム
建
設

宇
治
川
改
修
計
画
は
、
天
ケ
瀬
ダ

ム
と
上
流
に
計
画
さ
れ
て
い
る
ダ
ム

の
洪
水
調
節
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
、

隠
元
橋
の
架
換
え

隠
元
橋
は
、
坦
長
の
班
長
工
事
を

必
要
と
す
る
が
、
幅
員
の
拡
幅
、
お

よ
ぴ
取
付
道
路
部
分
に
十
分
の
配
慮

こ
の
ダ
ム
な
し
で
は
あ
り
え
な
い
。

上
流
に
計
画
さ
れ
て
い
る
ダ
ム
建
設

の
促
進
を
強
く
里
む
。

を
し
、
架
換
え
工
事
と
し
て
施
工
す

る
よ
う
要
望
す
る
。
（
写
真
は
交
通

の
激
し
い
隠
元
橋
）

い
る
。
こ
の
生
物
の
中
に
は
珍
し
い

も
の
も
多
く
、
た
と
え
ば
、
』
ア
ユ
モ

ド
キ
（
魚
類
）
は
天
然
記
念
物
に
ま

で
な
っ
て
い
る
。

都
市
化
す
る
本
市
に
と
っ
て
、
宇

治
川
の
河
川
敷
は
自
然
の
宝
庫
と
い

え
る
大
き
な
財
産
で
あ
る
。

な
ど
、
本
市
な
ら
で
は
の
レ
ク
ジ
’

Ｉ
シ
ョ
ン
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
自
然
が
宇
治
改
修
に

よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
こ
と
は
、
都
市

空
間
に
残
さ
れ
た
ゆ
と
り
と
や
す
ら

ぎ
を
奪
う
ば
か
り
か
、
生
態
系
の
破

壊
に
よ
る
思
わ
ぬ
被
害
が
発
生
す
る

ま
た
、
こ
の
大
き
な
財
産
は
、
子
可
能
性
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
改

ど
も
た
ち
の
昆
虫
採
集
や
魚
釣
り
、
修
工
事
に
は
十
分
な
調
査
・
対
策
を

そ
し
て
ヽ
葦
や
荻
な
ど
の
群
生
や
水
行
い
、
で
き
る
か
ぎ
2
屁
を
残
す

辺
に
遊
ぶ
水
鳥
舎
忿
が
ら
の
散
策
よ
う
要
望
す
る
。

―
－
1
1
1
－
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
－
－
－
－
－
－
1
1
1
1
1
1
1
1
自
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
‐
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

市と事前に協議を

治
水
な
く
し
て
景
観
は
あ
り
え
な
い比

類
な
い
美
し
い
景
観

で
き
る
か
ぎ
り
保
存
を

本
市
の
中
央
部
を
流
れ
る
宇
治
川

は
、
上
流
部
で
は
。
宇
治
川
ラ
イ

ン
’
と
し
て
有
名
な
峡
谷
美
を
つ
く

り
出
し
、
ま
た
、
下
流
部
で
は
広
大

な
ア
シ
・
∃
μ
等
の
生
え
る
河
川
敷

を
も
っ
て
い
ま
す
。と

く
に
、
宇
治
橋
周
辺
は
、
日
本

で
も
比
類
の
な
い
美
し
い
景
観
を
た

も
ら
、
数
多
く
の
政
変
の
舞
台
に
な

る
と
と
も
に
、
日
本
が
誇
れ
再
｛
化

財
も
数
多
く
産
出
し
、
い
わ
ぱ
歴
史

’
1
リ
ｆ
ｔ
ｔ
Ｓ
・
一
一
・
・
ヘ
ノ
・
ｌ
ａ
・
χ
。
1
4
‘
・
Ｉ
ｔ
ｎ
4
・
ｒ
ｌ
ｔ
・
｀
・

さ
れ
る
工
作
物
等
に
お
い
て
も
、

で
き
る
限
り
風
致
を
そ
こ
な
わ
な

・
い
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。

・
河
川
を
利
用
し
た
宇
治
川
の
鵜
飼

や
遊
船
等
の
風
物
詩
公
認
薙
承

す
る
。
さ
ら
に
、
河
川
改
修
を
好

機
と
し
て
、
広
く
、
数
多
く
の
観

光
資
源
を
積
極
的
に
掘
り
お
こ
し

市
民
や
観
光
客
、
と
り
わ
け
青
少

年
に
魅
力
の
あ
る
河
川
環
境
を
形

成
す
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
河
川

Ｌ
χ
ａ
ｊ
Ｅ
！
χ
―
／
一
Ｊ
ｉ
Ｉ
ｑ
尺
″
一
1
1

－
本
川

㈲
毎
秒
一
、
五
〇
〇
ｙ
の
流
量
に
た

え
る
た
め
に
は
、
河
床
を
平
均
ニ

・
八
μ
掘
り
下
げ
る
案
の
採
用
も

や
む
を
え
な
い
と
考
え
る
。

圈
宇
治
橋
・
亀
右
間
は
治
水
計
圃
上

ほ
か
に
方
法
が
な
い
限
り
一
対

一
、
二
五
〇
程
度
の
勾
配
で
も
や

む
を
え
な
い
が
、
集
石
上
流
に
つ

い
て
は
、
鵜
飼
・
遊
船
が
安
全
に

で
き
る
よ
う
技
術
的
に
工
法
を
考

！
″
、
・
’
Ｉ
り
・
一
―
○

工
事
に
と
も
な
っ
て
、
市
民
や
観
光

客
に
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
が
考
え
ら

れ
、
本
市
は
次
の
こ
と
を
強
く
要
望

す
る
。

・
工
事
施
工
に
あ
た
っ
て
は
、
市
と

事
前
に
協
議
す
る
こ
と
。

・
工
事
に
よ
っ
て
生
じ
る
交
通
、
騒

音
、
水
質
汚
濁
、
地
下
水
枯
渇
、

魚
類
の
生
態
変
化
な
ど
の
問
題
に

対
し
て
は
、
十
分
な
事
前
調
査
を

行
い
、
あ
ら
か
じ
め
十
分
な
対
策

を
計
画
し
実
施
す
る
こ
と
。

・
住
民
・
観
光
客
等
に
対
し
て
問
題

が
生
じ
た
と
き
に
は
、
住
民
、
関

係
機
関
等
と
十
分
な
話
し
合
い
を

行
い
、
解
決
に
あ
た
る
こ
と
。

・
補
償
問
題
に
対
し
て
は
、
十
分
な

話
し
合
い
を
行
い
、
解
決
に
あ
た

る
こ
と
。

護
岸
の
勾
配
は
一
対
一
よ
吟
も
ゆ

る
や
か
に
す
る
こ
と
。
計
画
高
水

位
よ
吟
正
部
は
、
と
く
に
緑
化
を

配
慮
す
る
よ
う
望
む
。

ｇ
天
端
Ａ
＞
小
段
に
遊
歩
道
を
設
け
、

穴
ら
に
、
そ
れ
を
績
ぷ
階
段
を
適

当
な
間
隔
で
設
け
る
よ
う
望
む
。
’

㈲
根
固
工
は
水
に
親
し
め
る
よ
う
配

慮
し
、
異
形
コ
ン
ク
ジ
ー
ト
プ
ロ

ッ
ク
の
乱
積
工
を
さ
け
た
改
良
沈

床
に
す
る
よ
う
望
む
。

Ｓ
Ｊ
ｆ
石
は
宇
治
川
の
各
む
で
あ
り
、

保
存
を
里
む
。

㈲
宇
治
橋
東
詰
右
岸
上
流
の
護
岸
工

事
に
つ
い
て
は
、
治
水
よ
必
要
な

も
の
と
考
え
る
。
天
端
幅
四
μ
は

建
設
省
の
基
準
に
よ
る
も
の
で
あ

る
が
、
特
別
の
地
区
と
し
て
再
検

－
ｔ
ｒ
ｉ
ｉ
ｆ
ｌ
ｉ
ｌ
Ｔ
Ｍ
Ａ
ｎ
Ｏ
Ｕ
ｆ
ｉ
ｉ
＾
Ｖ
ｌ
ｒ
ノ
鑓
り
ｉ
ａ
’
一

糖尿病の話と映画のつどい

●・とき……11月25日（土）午後1時から

●・ところ……労働．セツルメント（市民会館）

長期の工事に

ともなう諸問題

医

医

尿1

治
都
都

宇
京
京

＜主催＞

高
額
療
養
費
の
貸
付

制
度
を
一
部
改
正

突
然
の
事
故
や
病
気
な
ど
長
期
の
療
養
で
、
医
療
費
が

高
く
つ
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

こ
の
よ
う
な
場
合
、
高
額
療
養
費
支
給
制
度
に
よ
っ
て

高
い
医
療
費
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
制
度
で

は
診
察
を
受
け
た
日
か
ら
数
ヵ
月
後
に
支
給
さ
れ
る
の
で
、

一
時
的
に
せ
よ
患
者
さ
ん
自
身
か
立
て
替
え
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
。
高
い
医
療
費
が
か

か
り
支
払
い
の
困
難
な
世
帯
に
、
高
額
療
養
費
の
払
い
戻

し
が
あ
る
ま
で
の
つ
な
ぎ
資
金
と
し
て
、
医
療
費
資
金
を

貸
付
け
て
い
ま
す
が
、
こ
の
た
び
、
貸
付
対
象
者
の
資
格

を
拡
大
し
ま
し
た
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

貸
付
け
を
受
け
ら
れ
る
の
は
、
市
内
在
住
の
高
額
療
養

費
の
支
払
い
が
困
難
な
被
保
険
者
で
、
そ
の
世
帯
の
総
収

入
額
が
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助
基
準
額
の
Ｉ
・
五

倍
の
額
に
満
た
な
い
世
帯
の
世
帯
主
に
お
貸
し
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

く
わ
し
く
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
（
電
話
＠
五
六
五
〇

番
）
ま
で
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

（
社
会
福
祉
協
議
会
）

労
働
講
座

京
都
府
宇
治
事
務
所
と
宇
治
労
働
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
運
営

協
議
会
で
は
、
市
内
で
働
く
人
を
対
象
に
労
働
講
座
を
開

き
ま
す
。

演
題
は
「
時
事
問
題
に
つ
い
て
」
で
、
講
師
は
毎
日
新

聞
社
京
都
支
局
長
・
杉
山
克
己
さ
ん
で
す
。

▽
と
き
…
1
1
月
2
8
日
（
火
）
午
後
1
時
半
か
ら

▽
と
こ
ろ
…
宇
治
労
働
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
（
市
民
会
館
）

当
日
、
直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
受
講
は
無
料

で
す
。

（
交
通
労
政
課
）

ｉ
ｌ
ｌ

や
す
ら
ぎ
あ
る
住
宅
都
市

基
本
は
治
水
が
裏
付
け

ま
ず
、
意
見
書
で
は
、
昭
和
二
十

八
年
の
台
風
十
三
号
と
同
程
度
の
も

の
で
、
本
市
の
約
四
削
弱
に
も
あ
た

る
人
口
（
五
十
二
年
十
月
現
在
で
約

五
万
八
千
人
）
が
生
命
、
財
産
の
被

害
を
受
け
る
心
了
想
。
こ
の
た
め
、

宇
治
市
が
め
ぎ
し
て
い
る
。
快
適
で宇治川改修計画意見書



＾ｃｍｉ台1≡＾（3）

宇治川改修計画意見書

建設省と京都府へ提出

宇
治
川
改
修
の
必
要
性

『
大
い
に
感
じ
る
』
4
1
％

『
や
や
感
じ
る
』
3
4
％

近畿地方建設局長に意見書を手渡す島田市長

4
μ
ｉ
｀
・
一
’
4
．
乙
’
／
｀
Ｃ
―
Ｖ

は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
Ｉ
ｊ
い
ズ
ｉ
ｒ
’
Ｉ

そ
こ
で
、
市
で
は
、
河
川
改
修
に

あ
た
っ
て
、

・
治
水
上
必
嬰
な
以
外
は
で
き
る
だ

け
現
状
を
保
存
し
、
新
た
に
建
設

宇
治
橋
付
近
の
景
観
保
全

’
ｃ
ｕ
ｆ
ｉ
ｉ
ｖ
：
＞
Ｗ
’
Ｃ
Ｓ
Ｗ
ｉ
ノ
Ｂ
ａ
ｏ
ｅ
ｉ
－
ｖ
＞
Ｋ
．
＿
：

を
結
ぶ
遊
歩
道
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ

口
Ｉ
ド
の
整
備
等
、
レ
ク
レ
ー
ｙ

’
ン
ソ
ー
ン
の
建
設
を
は
か
る
。

と
基
本
方
針
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

必
嬰
が
あ
る
。

口
洪
水
対
策
と
し
て
、
国
鉄
六
″
良
線

鉄
橋
下
流
に
可
動
堰
を
設
け
、
平

時
に
は
中
の
島
一
帯
を
渦
水
化
す

る
「
託
水
案
」
と
、
河
床
を
掘
り

下
げ
て
も
堰
を
設
け
ず
に
流
水
さ

せ
る
「
清
流
案
」
の
二
案
が
考
え

ら
れ
る
。
本
市
は
、
湛
水
案
は
。

宇
治
川
の
清
流
’
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
失
う
だ
け
で
な
く
、
治
水
Ｈ

か
ら
も
「
堰
」
そ
の
も
の
に
問
題

が
あ
る
た
め
、
清
流
案
を
選
ぶ
。

り
Ｉ
‥
い
″
ｌ
ｌ
‥
ｐ
ｌ
‥
ｌ
‥
″
り
ｌ
ｌ
″
‥
い
゛
Ｑ
Ｍ
し
Ｍ
り
Ｑ
Ｑ
｀
Ｑ
ら
り
ｈ
｀
｀
い
に
″
ｎ
り
″
ｏ
Ｄ
｀
］
に
り
い
に
い
い
ｈ
い
り
ｐ
し
に
に
い
い
い
い
い
い
ｎ
い
い
″
に
い
い
ｏ
ｄ
ｌ
ｎ
ｌ
ｎ
い
い
″
ｌ
ｎ
＝
ｈ
り
ｕ
Ｄ
ｕ
ｌ
ｎ

構
造
の
う
え
で
、
細
部
に
わ
た
っ

宇
治
橋
の
架
換
え

専
門
機
関
の
設
立
で

水
害
経
験
な
い

全
体
の
8
0
％
占
め
る

あ
る
。

・
橋
梁
は
縦
断
的
に
傾
斜
さ
せ
な
い

・
現
在
の
宇
治
橋
と
第
二
宇
治
橋
は

少
な
く
と
も
四
〇
μ
（
橋
梁
中
心

線
の
間
隔
で
）
程
度
際
し
、
さ
ら

に
可
能
な
限
り
併
行
に
架
設
す
る

・
両
橋
の
橋
脚
の
間
隔
は
同
じ
長
さ

（
三
〇
μ
程
度
）
と
す
る
。

・
橋
が
並
列
す
る
が
、
景
観
、
治
水

て
検
討
を
加
え
る
こ
と
。

叫
現
宇
治
橋
の
架
換
え
は
、
次
の
点

に
留
意
す
る
よ
う
望
む
。

・
宇
治
橋
の
も
つ
歴
史
的
経
過
と
形

態
を
可
能
な
限
吟
復
元
、
も
し
く

は
保
全
し
て
い
く
た
め
に
、
今
後

専
門
的
な
檄
関
を
設
立
し
、
市
民

の
意
向
を
反
映
さ
せ
架
換
え
る
こ

と
。

・
現
位
置
に
架
換
え
る
こ
と
。

・
架
換
工
事
は
、
交
通
等
の
問
題
を

十
分
に
考
慮
す
る
こ
と
。

咄
府
浚
京
都
・
宇
治
線
の
整
備
を
強

く
嬰
里
す
る
と
と
も
に
、
通
過
交

通
を
排
除
す
る
た
め
の
バ
イ
パ
ス

㈲
白
川
浜
下
流
か
ら
亀
石
上
流
付
近

ま
で
の
渓
谷
美
を
そ
こ
な
わ
な
い

よ
う
に
岩
磐
掘
削
を
び
っ
な
ど
、

施
工
に
十
分
な
工
夫
を
里
む
。

謨
左
派
川

㈲
左
派
川
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
諸

案
を
検
討
し
た
が
、
本
市
は
現
状

を
維
持
す
る
も
の
と
し
、
現
状
維

持
案
を
選
ぶ
。

㈲
左
派
川
の
流
水
の
確
保
ば
、
①
堰

上
げ
案
②
ポ
ン
プ
案
③
ト
ン
ネ

ル
案
④
サ
イ
フ
ォ
ン
案
が
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
案
の
い
ず
れ

か
好
ま
し
い
方
法
を
要
里
す
る
。

な
お
、
ポ
ン
プ
案
の
場
合
に
は
、

地
下
構
造
物
と
し
、
地
上
に
姿
を

見
せ
な
い
よ
う
配
慮
を
里
む
。

㈲
搭
の
島
先
端
の
締
切
堤
は
、
派
川

内
に
お
け
る
回
船
場
、
繁
船
場
、

乗
降
場
お
よ
び
締
切
堤
の
昇
降
厖

設
な
ど
に
十
分
の
配
慮
が
必
要
で

あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
内
水
間
積
を

広
く
と
る
た
め
、
落
差
工
を
で
き

る
か
ぎ
り
派
川
の
下
流
に
設
置
す

る
こ
と
、
水
路
幅
・
水
面
高
・
水

深
は
現
状
程
度
と
す
る
こ
と
、
搭

の
島
上
流
端
に
新
設
さ
れ
る
締
切

堤
は
内
丞
間
積
の
拡
大
に
配
慮
す

る
こ
と
、
派
川
の
護
岸
の
水
際
に

は
幅
約
一
対
の
小
段
を
設
け
、
基
一

礎
の
杭
を
ｎ
．
Ｎ
ク
ジ
ー
ト
擬
木
仕

上
げ
と
す
る
こ
と
を
望
む
。

’
澱
護
岸

㈲
護
岸
材
料
は
暗
緑
色
の
自
然
石
が

望
ま
し
い
が
、
入
手
調
達
が
困
難

で
あ
れ
ば
御
影
石
で
も
や
む
を
え

な
い
。
な
お
、
着
色
＝
ン
ク
ジ
ー

Ｓ・上一美しい景観の宇治橋付近（菟道小屋上から写す）

卜下一宇治川改修後の予想スケッチ図

Ｂ
ｉ
ａ
Ａ
”
1
Ｊ
Ｈ
Ｗ
■
・
Ｕ
’
ｈ
Ｈ
ｉ
ｘ
Ｕ
ｉ
Ｍ
＾
ｉ
ｍ
ｉ
ｉ
Ｋ
－
＾

つ
い
て
は
、
今
後
、
対
策
を
十
分

に
研
究
し
、
住
民
の
納
得
の
い
く

よ
う
に
望
む
。

圖
中
の
島

㈲
橘
島
が
約
二
分
の
一
程
度
削
り
と

ら
れ
る
が
、
水
と
緑
に
親
し
む
唯

一
の
広
場
で
あ
り
、
で
き
る
だ
け

失
地
面
積
を
回
復
す
る
こ
と
を
望

む
。
こ
の
た
め
、
橘
島
に
面
す
る

派
川
の
恣
闘
を
せ
ぱ
め
る
（
三

〇
μ
を
限
度
に
確
保
）
と
と
も
に

塔
の
島
の
本
川
側
を
改
修
叶
画
護

岸
法
線
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
を
望

む
。

㈲
新
し
い
島
の
形
状
に
適
し
た
樹
木

の
配
置
計
画
を
た
て
、
現
在
の
樹

木
の
移
櫨
を
は
か
る
な
ど
、
で
き

る
限
り
樹
木
の
保
存
を
望
む
。

○
先
陣
の
碑
は
、
橘
島
下
流
端
付
近

に
移
設
を
望
む
。

咄
橘
島
と
塔
の
島
の
間
に
あ
’
（
来
路

お
よ
ぴ
橋
は
、
景
観
受
禁
一
す
る

た
め
保
存
を
望
む
。

㈲
朝
霧
橋
と
橘
橋
、
冪
撰
橋
に
つ
い

て
は
、
次
の
こ
と
を
要
望
す
る
。

・
喜
撰
橋
は
姿
・
形
を
十
分
に
考
慮

し
、
風
情
の
あ
る
橋
に
架
換
え

る
。

・
朝
霧
橋
は
、
当
面
、
橘
島
・
川
東

地
区
を
紡
ぶ
橋
と
し
て
、
椅
長
延

長
工
事
を
行
う
。
ま
た
、
今
後
、

姿
・
形
、
左
岸
へ
の
征
長
問
題
等

（
橘
橋
問
題
を
合
む
）
を
審
礒
す

る
専
門
的
な
機
関
を
つ
く
り
、
景

観
と
調
和
し
た
撲
に
す
る
。

■
下
水
道

㈲
宇
治
川
へ
放
流
さ
れ
て
い
る
下
水

は
、
右
岸
に
五
ヵ
所
、
ま
た
ｍ

に
三
ヵ
所
あ
る
。
護
岸
の
上
段
に

放
流
口
が
あ
れ
ば
景
観
を
そ
こ
な

い
、
さ
ら
に
、
清
流
を
汚
染
す
る

こ
と
に
な
る
。
本
市
で
は
公
共
下

水
道
計
画
を
今
後
、
順
次
に
実
施

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
長

期
に
わ
た
る
た
め
、
こ
の
対
策
に

つ
い
て
は
十
分
な
協
力
を
要
望
す

る
。

◇
◇
◇

以
上
が
宇
治
川
改
修
計
画
に
対
す

る
意
見
書
の
あ
ら
ま
し
で
す
が
、
市

で
は
、
今
後
、
一
日
も
早
く
工
事
が

完
成
す
る
よ
う
建
設
省
や
京
都
府
へ

積
極
的
に
働
き
か
け
て
い
く
こ
と
に

し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
右
岸
の
引
堤
に
よ
る
川
地

買
収
や
、
工
事
中
に
お
け
る
交
通
対

策
な
ど
に
つ
い
て
も
、
市
民
の
み
な

さ
ん
の
ご
協
力
を
得
て
円
滑
に
進
む

よ
Ｉ
つ
努
力
し
て
い
く
こ
と
に
し
て
い

ま
す
。

親
子
ス
ケ
ー
ト
デ
ー

家
族
そ
ろ
っ
て
ス
ケ
ー
ト
を
楽
し
み
ま
せ
ん
か
。

▽
と
き
…
1
2
月
3
日
（
日
）
午
前
1
0
時
～
午
泌
｛
4
時

▽
と
こ
ろ
・
：
伏
見
桃
山
ア
リ
ー
ナ

（
近
鉄
・
京
阪
丹
波
橋
下
車
で
徒
歩
5
分
）

▽
費
用
・
・
・
滑
走
料
は
無
料
。
た
だ
し
、
貸
靴
利
用
の
人

は
三
百
円
が
必
要
で
す
。

▽
対
象
・
；
市
内
に
お
住
い
の
親
子
。

”
参
加
希
望
の
方
は
、
往
復
ハ
ガ
キ
に
「
親
子
ス
ケ
ー
ト

デ
ー
」
と
明
記
し
、
住
所
、
全
員
の
氏
名
、
年
齢
、
電
話
。

香
9
．
そ
れ
に
指
導
希
望
の
有
無
（
Ａ
コ
ー
ス
は
初
心
者
、

Ｂ
コ
ー
ス
は
少
し
滑
れ
る
人
）
を
書
い
て
、
宇
治
市
公
民

館
ａ
宇
治
里
尻
7
1
1
9
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
先
着

三
百
人
で
締
め
切
り
ま
す
。

（
公
民
館
）

1
1
1
1
一
Ｉ

－

1

・

’

・

－

市
職
員
募
集

市
で
は
、
次
の
職
種
の
市
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

▽
清
掃
作
業
員
＝
昭
和
1
7
年
4
月
2
日
以
降
、
昭
和
3
5
年

4
月
1
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
。
男
子
1
名
。

採
用
試
験
は
、
1
2
月
3
日
（
日
）
の
午
前
9
時
か
ら
宇

治
中
学
校
で
行
い
ま
す
。

受
験
希
望
の
方
は
、
市
販
の
履
歴
書
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
最
近
6
ヵ
月
以
内
の
写
真
を
は
り
、
市
役
所
職
員

課
に
あ
る
申
込
書
を
添
え
て
、
1
1
月
2
4
ｍ
か
ら
3
0
日
ま
で

の
間
に
職
員
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
職
員
課
）

ｌ
ｌ

野
つ
ぽ
埋
立
て
に
補
助
　

市
で
は
、
野
つ
ぽ
の
埋
め
立
て
に
か
か
る
費
用
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

埋
め
立
て
す
る
前
に
市
役
所
農
林
茶
業
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
野
つ
ぽ
の
状
態
に
よ
っ
て
補
助
し
ま
す
。

市
内
に
は
、
道
路
き
わ
や
雑
草
の
し
げ
み
な
ど
に
フ
タ
や
柵
な
ど
の
な
い
野
つ
ぽ
が
点
在
し
て
い
ま
す
。
子
供
か

落
ち
る
と
危
険
で
す
か
ら
、
必
ず
フ
タ
や
柵
を
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
使
用
し
て
い
な
い
も
の
は
埋
め
立
て
て
く

だ
さ
い
。
（
農
林
茶
業
課
）

市政モニター

アンケート

669

清
掃
メ
モ

清
掃

作
業
員

不
安
の
理
由
は

堤
防
が
半
数
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市
民
総
合
体
育
大
会

八
月
下
旬
か
ら
水
泳
を
皮
切
り
に

十
五
種
目
に
わ
た
っ
て
熱
戦
が
く
り

ひ
ろ
げ
ら
れ
た
第
十
二
回
市
民
総
合

体
育
大
会
は
、
十
一
月
五
日
の
少
年

ナ
″
カ
ー
と
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
の
試
合

を
も
っ
て
全
種
目
を
終
了
。

十
一
月
十
二
日
、
市
民
会
館
で
閉

会
式
が
行
わ
れ
、
各
種
目
三
位
ま
で

の
入
賞
者
に
和
田
安
治
大
会
会
長
（

宇
治
市
体
育
協
会
長
）
か
ら
表
彰
状

と
記
念
品
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

今
年
の
大
会
は
約
八
千
人
の
男
女

選
手
が
参
加
。
と
く
に
育
友
会
や
地

域
の
婦
人
会
で
練
習
を
積
ま
れ
た
お

母
さ
ん
た
ち
の
活
躍
が
目
立
ち
ま
し

た
。
種
目
ご
と
の
優
勝
は
次
の
と
お

り
で
す
。

＝
軟
式
野
球
＝

▽
Ａ
級
・
：
フ
レ
ン
ド

▽
Ｂ
級
・
：
木
村
組

▽
Ｃ
級
…
松
陽
台
ク
ラ
ブ

▽
Ｄ
級
・
・
・
イ
エ
ロ
ー
ポ
″
ト

＝
ソ
フ
ト
ポ
ー
ル
＝

▽
男
子
・
・
・
フ
ロ
ン
テ
ア
神
明

▽
女
子
・
・
・
酉
小
倉
ス
イ
Ｌ
ト

＝
軟
式
庭
球
＝

▽
男
子
Ａ
・
：
沢
崎
・
岩
口
＝
ユ
ニ
チ

カ

▽
男
子
Ｂ
・
・
・
木
村
・
1
＃
ｌ
市
役
所

▽
男
子
Ｃ
・
・
・
丸
井
・
吉
原
‐
東
宇
治

高

▽
壮
年
・
・
・
的
場
・
井
本
＝
宇
治
ク

▽
女
子
Ａ
・
・
・
神
原
・
山
田
＝
宇
治
ク

▽
女
子
Ｂ
・
・
・
森
・
堀
池
＝
宇
治
ク

▽
家
庭
婦
人
・
・
・
板
野
・
西
村
―
宇
治

ク
ラ
ブ

▽
少
年
・
・
・
八
木
・
伊
木
1
1
北
宇
治
中

▽
少
女
・
・
・
北
方
・
中
島
＝
宇
治
申

＝
硬
式
庭
球
＝

▽
男
子
単
・
・
・
藤
川
芳
伸
―
宇
治
ロ
ー

ン

▽
同
複
・
・
・
坂
中
・
出
石

▽
女
孟
Ｔ
水
野
聖
子
―
宇
治
″
‐

ン

▽
同
複
↓
鎔
・
木
本
＝
宇
治
ロ

ー
ン

＝
バ
レ
ー
ポ
ー
ル
＝

▽
社
会
人
男
子
・
・
・
日
産
軍
体

▽
社
会
人
女
子
・
・
・
市
役
所

▽
家
庭
婦
人
・
・
・
宇
治
琵
琶
ク
ラ
ブ

▽
少
年
・
・
・
東
宇
治
中
Ａ

▽
少
女
・
：
北
宇
治
中
Ａ

＝
卓
球
＝

▽
男
子
団
体
・
・
・
市
役
所

▽
女
丞
回
体
・
・
・
菟
浚
第
二
小
育
友
会

▽
少
年
団
体
・
・
・
絆
会
Ａ

▽
少
女
団
体
・
：
絆
会

▽
男
子
一
部
・
・
・
長
谷
川
紀
夫
‐
絆
会

▽
同
二
部
・
・
・
中
島
吉
和
＝
大
久
保

小
育
友
会

▽
女
子
一
部
・
・
・
高
木
経
子
1
1
市
役
所

▽
同
三
郎
・
・
・
ａ
谷
忠
徳
Ｈ
大
久

保
自
衛
隊

▽
同
二
部
・
・
・
伊
藤
玲
子
‐
菟
道
第
▽
同

ニ
ホ
育
友
会

▽
少
年
・
・
山
崎
浩
1
1
絆
会

▽
少
女
・
・
・
首
藤
陸
1
1
絆
会

＝
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
＝

▽
男
壬
ほ
体
・
・
・
小
倉
ク
ラ
ブ

▽
女
子
団
体
・
・
・
城
用
ポ
ｙ
プ
Ａ

▽
男
子
単
・
＝
高
木
謙
一
＝
小
倉
ク

▽
同
複
・
・
・
高
木
・
掛
水

▽
女
Ｉ
Ｔ
Ｗ
＊
”
岡
悦
”
ｌ
城
用
ボ
″
プ

▽
同
複
・
：
西
川
・
務
中
‐
城
南
嵩

▽
家
庭
婦
人
・
・
・
小
曽
根
・
松
本
北

小
倉

▽
少
女
複
・
＝
大
西
・
上
田
＝
木
幡
中

＝
サ
ッ
カ
ー
＝

▽
社
会
人
・
・
・
京
都
引
越
専
門
協
同
組

合

▽
少
年
・
・
・
菟
這
サ
ッ
カ
ー
ス
ポ
ー
ツ

少
年
団

Ｌ
剣
道
＝

▽
団
体
…
宇
治
警
察
署

▽
個
人
一
部
・
・
・
長
岡
盛
吉
ｎ
ユ
ニ
チ

カ

▽
同
二
部
・
・
山
本
存
り
眼
宇
洽
高

ま
す
。
（
写
真
は
開
園
式
に
集
う
子
ど
も
た
ち
）

▽同

四
部
・
・
・
森
敏
雄
＝
宇
治
警
察

署

五
郎
・
・
・
小
串
美
香
‐
東
宇
治

高

＝
少
年
剣
道
＝

▽
団
体
一
部
・
・
・
大
久
保
少
年
剣
友
会

▽
同
二
部
・
・
・
神
修
館
剣
道
ス
ポ
ー

ツ
少
年
団

▽
男
子
一
部
・
・
・
福
井
孝
典
＝
東
宇
治

▽
同
二
部
・
・
・
森
井
秀
樹
＝
宇
治

▽
女
子
一
部
・
・
太
田
智
子
1
1
東
宇
叫

▽
同
二
部
・
・
・
平
山
政
江
＝
東
宇
治

＝
少
年
柔
道
＝

▽
幼
稚
園
・
・
・
永
井
和
恵

▽
小
学
一
年
―
藤
田
和
孝

▽
小
学
二
年
＝
大
谷
内
進

▽
小
学
三
年
＝
原
田
尚
太

▽
小
学
四
年
＝
今
中
義
忠

▽
小
学
五
年
＝
山
口
明
裕

▽
小
学
六
年
＝
河
野
智
雄

▽
中
学
一
年
＝
坂
上
吏

▽
中
学
二
年
＝
赤
野
正
実

▽
中
学
三
年
＝
田
中
司

＝
弓
道
＝

▽
上
級
近
的
…
徳
村
寅
次
郎

▽
上
級
遠
的
・
：
河
野
弥
一

▽
初
級
近
的
・
・
・
高
橋
栄
子

▽
初
級
遠
的
・
・
・
石
川
友
美
子

＝
空
手
道
＝

▽
小
学
校
低
学
年
・
・
・
阪
本
兼
行

▽
恋
覆
高
学
年
・
・
・
西
村
営
一

▽
中
学
生
・
・
・
尾
万
武
彦
ｎ
登
龍
餌

▽
高
校
生
・
・
・
森
野
剛
未
＝
同
志
餌

▽
一
般
・
・
・
中
浜
祥
夫
＝
誠
志
館

＝
水
泳
＝

▽
小
励
生
の
部

・
男
｛
血
μ
自
由
型
…
安
井
秀
人
樹

・
同
5
0
討
自
由
型
・
・
・
斉
藤
清
秀

・
同
2
5
μ
平
泳
・
・
・
北
山
隆
史

・
女
子
2
5
μ
自
由
型
・
・
・
鎌
田
有
美

・
女
子
5
0
μ
自
由
型
・
＝
沢
則
子

・
女
汲
賢
平
泳
・
・
・
鎌
田
有
美

・
女
子
2
5
肩
背
泳
・
・
・
吉
1
和
美

▽
中
学
生
の
部

・
男
子
2
5
肩
自
由
型
・
・
・
福
井
雅
浩

・
男
子
2
5
μ
平
泳
・
＝
小
山
淳

・
男
｝
血
μ
背
泳
・
・
・
木
村
貴
志

・
女
子
2
5
μ
自
由
型
・
＝
鎌
田
由
佳

・
女
子
2
5
1
ｔ
平
泳
…
飯
沼
紀
美

▽
一
般
の
部

・
男
子
2
5
μ
自
由
型
・
・
・
村
瀬
清
吾

・
男
子
2
5
μ
平
泳
・
・
・
野
口
安
造

・
女
子
2
5
μ
自
由
型
・
・
・
安
藤
逗
子

（
社
会
教
育
課
）

老
人
福
祉
電
話

申
し
込
み
は
3
0
日
ま
で

市
で
は
、
ひ
と
り
暮
ら
し
の
お
年

寄
り
や
老
人
世
帯
に
「
老
人
福
祉
電

話
」
を
お
賃
し
し
、
電
話
料
ぷ
我
助

し
て
い
ま
す
が
、
今
年
も
新
た
に
三

台
の
福
祉
電
話
を
設
置
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
ひ
と
り
暮
ら
し
の
お
年

寄
り
の
安
否
を
確
か
め
た
り
、
日
常

生
活
の
う
え
で
の
相
談
に
役
立
て
て

い
た
だ
く
た
め
に
行
っ
て
い
る
も
の

で
す
。
老
人
福
祉
電
話
を
殷
置
す
る

た
め
の
条
件
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
宇
治
市
に
住
み
、
前
年
の
所
得
税

が
本
人
、
扶
養
義
務
者
と
血
詣
一

税
で
あ
る
こ
と
。

②
国
六
十
五
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら

し
の
人

同
六
十
五
歳
以
上
の
人
と
、
六
十

歳
以
上
の
人
ま
た
は
十
八
歳
未

満
の
児
童
ま
た
は
重
度
の
心
身

障
害
者
で
構
成
す
る
雄
｀

③
安
否
の
確
認
、
日
常
生
活
に
対
す

る
助
言
や
相
談
、
そ
の
他
電
話
に

よ
る
訪
問
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る

人
ま
た
は
世
帯

身
体
障
害
者

福
祉
電
話
も

ま
た
、
外
出
す
る
こ
と
が
困
難
な

重
度
の
障
害
者
の
緊
急
連
絡
な
ど
の

手
段
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
身
体
障
害

者
福
祉
聶
」
も
お
貸
し
し
、
電
話

料
を
扶
助
し
て
い
ま
す
。
今
年
も
新

た
に
二
台
の
福
祉
電
話
を
設
置
し
ま

す
。身

体
障
害
者
福
祉
電
話
を
設
置
す

る
た
め
の
条
件
は
次
の
と
お
り
で
す

。
・
｀
①
宇
治
市
に
住
み
、
前
年
の
所
得
税

が
非
課
税
の
世
帯

②
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け

た
一
級
ま
た
は
二
級
の
重
度
障
害

者
で
十
八
歳
以
上
の
人

③
緊
急
連
絡
お
よ
ぴ
コ
ミ
ご
Ｉ
ケ
ー

シ
’
ン
の
手
段
と
し
て
必
要
性
が

認
め
ら
れ
る
人
で
す
。

こ
れ
ら
の
電
話
設
置
を
希
望
さ
れ

る
人
は
、
福
祉
事
務
所
に
あ
る
申
し

込
み
用
紙
に
民
生
委
員
の
意
見
を
書

（
福
祉
課
）

三
種
混
合
予
防
接
種

必
ず
受
け
ま
し
ょ
う

百
日
ゼ
キ
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
破
傷

風
の
三
種
混
合
予
防
接
種
を
表
の
日

程
で
行
い
ま
す
の
で
、
体
の
調
子
の

よ
い
日
に
必
ず
受
け
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
会
場
へ
来
ら
れ
る
前
に
必

ず
体
温
を
測
り
、
母
子
手
帳
と
筆
記

具
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

Λ
対
象
▽

周
二
歳
か
ら
四
歳
ま
で
の
子
ど
も

で
す
。
こ
の
年
齢
の
問
に
一
期
と

二
期
を
終
了
し
て
い
た
だ
き
ま
す

が
、
四
歳
を
す
ぎ
た
子
ど
も
は
二

種
混
合
（
百
日
ゼ
キ
、
ジ
フ
テ
ジ

ア
）
の
接
種
を
し
ま
す
。

○
第
一
期
・
：
初
め
て
受
け
る
人
が
対

象
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
三
回

接
種
し
ま
す
。
そ
の
接
種
の
間
隔

は
三
週
間
～
八
週
間
で
す
。

○
第
二
期
・
・
・
一
期
終
了
後
、
一
年
か

ら
一
年
半
の
聞
に
一
回

Ｏ
第
三
期
・
・
・
小
學
校
六
年
生
（
小
学

校
で
受
け
な
か
っ
た
人
は
市
民
会

館
で
の
み
行
い
ま
す
）

Λ
時
間
Ｖ
い
ず
れ
の
会
場
も
午
後

2
時
か
ら
3
時
半
ま
で
で
す
。
た

だ
し
、
東
目
川
公
民
館
は
午
後
2

時
か
ら
3
時
ま
で
。
笠
取
第
二
小

は
午
後
1
時
半
か
ら
2
時
、
笠
取

小
は
午
後
2
時
半
か
ら
3
時
半
ま

で
で
す
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の

予
防
接
種

三
歳
以
上
の
保
育
所
や
幼
稚
園
の

児
童
、
小
・
中
学
校
の
生
徒
で
、
学

校
な
ど
の
施
設
で
受
け
ら
れ
な
か
っ

た
人
を
対
象
に
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

の
予
防
接
種
を
行
い
ま
す
。

三種混合予防接種日程表

場所 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目

開公民館 12．1 12．22 1．26 2．16 3．9

且椋公会堂 12．1 12．22 1．25 2．15 3．8

北木幡集会所 12．4 12．25 1．24 2．14 3．7

伊勢田公民館 12．7 1．9 1．30 2．20 3．13

菟道公’民濫 12．8 1．8 1．29 2．19 3．12

広野公民館 12．11 1．9 2．1 2．22 3．15

笠取地区 12．12 1．9 1．30 2．20

2．26

3．13

東目川公｀民館 12．13 1．12 2．5 3．19

紫ヶ丘公民館 12．13
12．14

1．8 1．29 2．19 3．12

西大久保集会所 1．16 2．6 2．27 3．20

神明公民館 12．15 1．12 2．5 2．26 3．19

小倉公民館 12．18 1．17 2．7 2．28 3．22

東宇治幼稚園 12．20 1．10 1．31 2．21 3．14

市民会館 12．21 1．19 2．9 3．2 3．23

西小倉集会所 12．12 1．11 2．2 2．23 3．16

当
日
は
体
温
を
測
り
、
筆
記
具
を

も
っ
て
保
護
者
同
伴
で
お
こ
し
く
だ

さ
い
。

Λ
会
場
Ｖ

・
西
小
倉
小
学
校

一
回
目
．
．
．
Ｃ
Ｍ
月
2
日
（
土
）

二
回
目
・
・
・
1
2
月
1
6
日
（
土
）

・
市
民
会
館

一
回
目
・
・
・
1
1
月
2
5
日
（
土
）

二
回
目
・
＝
1
2
月
9
日
（
土
）

私
た
ち
「
俳
句
の
会
」
は
、
源
氏

｀
脂
を
学
ん
で
い
た
仲
間
が
さ
ら
に

一
つ
の
趣
味
を
通
し
て
い
っ
そ
う
の

親
睦
を
は
か
ろ
う
と
昭
和
四
十
九
年

五
月
に
発
会
し
ま
し
た
。

さ
い
わ
い
源
氏
物
語
を
指
導
さ
れ

て
い
る
小
野
先
生
が
、
俳
句
も
深
く

時
間
は
、
い
ず
れ
の
会
場
も
午
後

2
時
か
ら
3
時
半
で
す
。

（
保
健
衛
生
課
）

⑩

二
回
の
吟
行
も
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

。
学
ぶ
会
’
と
い
え
ば
窮
屈
な
よ

う
で
す
か
、
作
句
し
た
り
鑑
賞
し
た

り
す
る
上
で
は
、
砲
か
で
正
し
い
土

台
の
上
に
立
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
季
題
や
雲
脂
な
ど
き
ら
ん
と
し

た
約
東
に
従
っ
て
仲
間
同
志
で
、
互

い
に
作
者
と
な
り
、
読
者
に
な
る
と

・
い
う
関
係
に
よ
っ
て
心
を
共
有
す
る

場
と
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
俳
諧
の
歴
史
を
学
ぴ
、

俳
句
の
本
質
を
お
さ
え
、
語
法
を
正

氏
物
語
の
巻
名
か
ら
と
っ
た
も
の
で

源
氏
物
詣
を
学
ぶ
会
に
寄
り
か
か
っ

て
い
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
ま

す
。市

民
の
み
な
さ
ん
で
、
と
も
に
習

い
た
い
人
の
ご
参
加
を
心
か
ら
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

（
紹
介
文
は
木
幡
の
根
岸
田
鶴
子

さ
ん
）

▽
例
会
日
・
・
・
毎
月
第
一
室
曜
日

い
午
後
1
時
～
5
時

▽
会
場
＝
・
公
民
館
和
室

▽
会
費
・
：
月
五
百
円

▽
講
師
・
・
・
国
文
学
研
究
家

小
野
為
三
先
生

お
問
合
せ
は
、
根
岸
田
鶴
子
さ
ん

（
木
幡
花
揃
1
1
－
8
、
電
話
⑩
○
三

〇
二
番
）
、
ま
た
は
宇
治
市
公
民
館

（
電
話
0
二
八
〇
四
番
）
ま
で
。

（
公
民
館
）

タ
バ
コ
は
宇
治
市
内

で
買
い
ま
し
ょ
う

増
え
、
月
一
回
の
集
り
や
年
に
Ｉ
、
「
寄
木
句
会
」
と
い
う
の
は
、
源

公
民
館
サ
ー
ク
ル
紹
介

熱
戦
お
わ
る

俳
句
を学

ぶ
会

「
寄
木
句
会
」
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