
家
屋
の
取
り
壊
し
や
用
途
変
更
を

さ
れ
た
方
は
届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す

家
屋
の
取
り
壊
し
や
用
途
変
更
を

さ
れ
た
方
は
届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す

　
家
屋
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取
り
壊

さ
れ
た
方
は
、
家
屋
取
り
壊
し
届
け
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
届
け
出
が
遅
れ

る
と
翌
年
も
課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
家
屋
を
取
り
壊
し
た
翌
年
2
月

末
ま
で
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

現
地
調
査
を
行
っ
た
上
で
、
翌
年
か
ら

の
固
定
資
産
税
を
変
更
し
ま
す
。

　
用
途
変
更
と
は
、
建
築
当
時
の
用
途

か
ら
、
現
在
使
用
し
て
い
る
用
途
が
変

わ
っ
た
こ
と
を
い
い
ま
す （
住
宅
を
店

舗
や
事
務
所
と
し
て
使
用
す
る
な
ど 

）。

用
途
変
更
を
さ
れ
た
方
は
用
途
変
更
申

告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
告
さ
れ
る
と
、
当
該
家
屋
に
か
か

る
経
年
原
点
補
正
率
を
、
次
の
評
価
替

え
時
か
ら
修
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
家
屋
取
り
壊
し
届
け
・
家
屋
用
途
変

更
申
告
書
を
税
務
課
固
定
資
産
税
担
当

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
届
出
用
紙
は

税
務
課
窓
口
も
し
く
は
日
野
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　税
務
課
　固
定
資
産
税
担
当
　☎
0
7
4
8－

5
2－

6
5
7
2

家
屋
の
取
り
壊
し

に
つ
い
て

家
屋
の
用
途
変
更

に
つ
い
て

届
け
出
方
法

の
申
請
に
つ
い
て
も
商
工
会
を
窓
口

に
対
応
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
子
ど
も

達
へ
の
対
応
、
給
付
金
申
請
手
続
き

の
支
援
な
ど
、
き
め
細
や
か
な
対
応

に
努
め
る
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
源

は
特
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
野
生

動
物
と
人
と
の
関
係
、
自
然
開
発
が

進
み
、
野
生
動
物
か
ら
人
に
感
染
し

た
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
コ

ロ
ナ
禍か

を
乗
り
越
え
た
後
、
ど
の
よ

う
な
社
会
を
築
く
の
か
、
人
類
に
問

わ
れ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
自
然
を

大
切
に
人
と
自
然
が
共
生
す
る
社
会

の
実
現
、
医
療
や
公
衆
衛
生
の
充
実
、

市
場
経
済
至
上
主
義
か
ら
の
脱
却
、

国
際
社
会
の
協
調
な
ど
教
訓
と
す
べ

き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

日
野
町
は
、
豊
か
な
自
然
が
あ
り
、

自
治
の
力
、
人
々
が
助
け
あ
っ
て
生

き
る
土
壌
が
あ
り
ま
す
。
ほ
ど
良
い

田
舎
で
、
心
豊
か
な
に
暮
ら
せ
る
ま

ち
で
す
。
故
郷
日
野
の
良
さ
を
再
確

認
し
、
先
人
達
が
築
い
て
こ
ら
れ
た

こ
う
し
た
気
風
を
大
切
に
元
気
で
安

心
、
誰
も
が
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
ま
ち

を
め
ざ
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

水
田
で
早
苗
が
す
く
す
く
と
伸
び
、

麦
の
穂
が
色
づ
い
て
き
ま
し
た
。
い
つ

も
の
初
夏
の
風
景
で
す
。
一
日
も
早
く

コ
ロ
ナ
感
染
を
収
束
さ
せ
る
た
め
に

力
を
合
わ
せ
ま
し
ょ
う
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
感
染
が

世
界
中
に
広
が
り

半
年
に
な
り
ま
す
。

5
月
14
日
、
政
府

は
、
滋
賀
県
を
含

む
39
県
の
緊
急
事

態
宣
言
を
解
除

し
ま
し
た
。
滋
賀

県
に
お
い
て
も
、
5
月
以
降
、
感
染

者
の
増
加
が
抑
制
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
、

決
し
て
気
を
緩
め
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

　

小
・
中
学
校
で
は
、
5
月
18
日
か

ら
週
二
回
程
度
の
登
校
を
行
っ
て
い

ま
す
。
休
校
・
休
園
が
続
き
、
子
ど

も
達
や
ご
家
族
の
皆
さ
ん
も
大
変
ご

苦
労
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
6
月
か
ら

は
、学
校
を
再
開
す
る
予
定
で
す
（
原

稿
執
筆
時
）。
家
庭
の
事
情
に
寄
り
添

い
、
小
学
校
で
の
預
か
り
、
保
育
所
、

学
童
保
育
所
、
介
護
施
設
、
作
業
所

な
ど
懸
命
に
支
え
て
い
た
だ
き
感
謝

し
ま
す
。

　

町
で
は
、
5
月
15
日
の
臨
時
議
会

で
国
の
特
別
定
額
給
付
金
（
10
万

円
／
人
）
と
と
も
に
町
独
自
の
支
援

金
の
給
付
な
ど
に
か
か
る
補
正
予
算

が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
給

付
金
等
が
も
れ
な
く
、
速
や
か
に
給

付
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

ま
た
、
事
業
主
の
持
続
化
給
付
金
等

日野町長　藤澤 直広
−2020年6月−

広報ひの　2020.6.1 16



温
故
知
新

日
野
歴
史
探
訪
　
は
じ
ま
り
ま
す

　私
達
の
住
む
日
野
町
に
は
、
52
の
大
字
が
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
が
豊
か
な
自
然
と
歴
史
文
化
で
い
ろ
ど

ら
れ
て
い
ま
す
。

　温
故
知
新
で
は
、
町
内
各
大
字
の
歴
史
と
代
表
的
な

文
化
財
を
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」 ☎0748－52－0008 / 近江日野商人館 ☎0748－52－0007

大
字
十じ

ゅ
う

禅ぜ
ん

師じ

　

大
字
十
禅
師
は
、必ひ

っ

佐さ

地
区
の
南
東
部
、

日
野
川
右
岸
の
扇せ

ん

状じ
ょ
う

地
に
位
置
し
て
い
ま

す
。
川
向
こ
う
の
字
域
南
側
に
あ
る
丘
陵

部
以
外
は
、
ほ
ぼ
平
坦
な
平
地
が
広
が
っ

て
い
ま
す
。

　

大
字
十
禅
師
の
ほ
ぼ
全
域
と
内う

ち

池い
け

・
上こ

う

野ず
け

田だ

の
一
部
に
広
が
る
十
禅
師
遺
跡
か
ら

は
、
古
墳
時
代
の
竪た

て

穴あ
な

式
住
居
や
、
平
安

時
代
末
期
～
鎌
倉
時
代
初
頭
に
か
け
て
の

掘ほ
っ

立た
て

建
物
跡
・
溝
跡
な
ど
の
遺
構
が
見
つ

か
り
、
土は

師じ

器き

・
須す

恵え

器き

・
瓦が

器き

の
ほ
か

緑り
ょ
く

釉ゆ
う

陶
器
が
多
数
出
土
し
て
お
り
、
古
く

か
ら
開
発
が
進
み
、
人
が
居
住
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

古
代
に
は
、
坂
本
日ひ

吉よ
し

大
社
領
と
な
り
、

日
吉
上
七
社
の
一
つ
「
十

じ
ゅ
う

禅ぜ
ん

師じ
の

宮み
や

」
が
勧か

ん

請じ
ょ
うさ
れ
た
こ
と
が
地
名
の
由
来
と
な
っ
た

と
言
わ
れ
、
比ひ

都っ

佐さ

神
社
が
十
禅
師
宮
の

後こ
う

裔え
い

に
あ
た
り
ま
す
。

　

中
世
に
は
蒲
生
氏
の
所
領
と
な
り
、
康こ

う

正し
ょ
う

3
（
1
4
5
7
）
年
の
古
文
書
に
は
、

蒲が
も

生う

貞さ
だ

秀ひ
で

が
十
禅
師
の
田
地
を
綿わ

た

向む
き

神
社

に
寄き

進し
ん

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
の
十
禅
師
村
は
二
人
の
領
主

に
よ
っ
て
分
割
統
治
さ
れ
、
村む

ら

高だ
か

六
五
三

石
の
う
ち
約
五
四
二
石
は
仁に

正し
ょ
う

寺じ

藩
市い

ち

橋は
し

氏
が
、
残
る
一
一
〇
石
は
幕
府
（
の
ち
変

動
あ
り
）
が
領
有
し
ま
し
た
。

　

集
落
内
に
は
、
空く

う

善ぜ
ん

寺じ

・
西さ

い

円え
ん

寺じ

、
比

都
佐
神
社
と
い
っ
た
社
寺
仏
閣
の
ほ
か
、

祭
礼
や
伝
統
行
事
、
伝
承
な
ど
が
数
多
く

残
さ
れ
て
い
ま
す
。

必
佐
郷
の
郷
社
・
比
都
佐
神
社

　

大
字
の
由
来
と
な
っ
た
比
都
佐
神
社

は
、『
延え

ん

喜ぎ

式し
き

』「
神じ

ん

名み
ょ
う

帳ち
ょ
う」
に
「
ヒ
ト
サ
」

と
記
載
さ
れ
る
同
名
社
の
式し

き

内だ
い

社し
ゃ

に
比
定

さ
れ
て
い
て
、
古
代
に
は
必
佐
郷
の
中
心

地
で
あ
っ
た
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

中
世
に
は
、
蒲
生
氏
か
ら
も
厚
い
崇
敬

を
受
け
、
蒲
生
氏
に
よ
る
社
殿
の
造ぞ

う

営え
い

が
二
度
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
と
伝
わ

り
ま
す
。
そ
の
後
、
江
戸
時
代
に
も
再

建
・
造
営
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
明
治
17

（
1
8
8
4
）
年
の
猫ね

こ

十じ
ゅ
うの
大た

い

火か

で
焼
失
、

現
在
の
社
殿
は
同
19
年
に
再
建
さ
れ
た
も

の
で
す
。

　

現
在
の
氏う

じ

子こ

域い
き

は
十
禅
師
・
猫ね

こ

田だ

で
す

が
、
か
つ
て
は
別べ

っ

所し
ょ

、
清し

水み
ず

脇わ
き

・
五ご

反た
ん

田だ

（
清き

よ

田た

）、
深み

山や
ま

口ぐ
ち

を
合
わ
せ
た
6
か
村
に

及
ん
で
い
ま
し
た
。
4
月
14
日
の
春
の
例

祭
に
は
「
ホ
イ
ノ
ボ
リ
」
が
奉
納
さ
れ
、

御
旅
所
ま
で
渡と

御ぎ
ょ

が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の

行
事
は
「
日
野
の
ホ
イ
ノ
ボ
リ
」
と
し
て

滋
賀
県
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
と
な
っ
て

い
ま
す
。

町
内
最
大
の
石せ

き

造ぞ
う

宝ほ
う

篋き
ょ
う

印い
ん

塔と
う

　

比
都
佐
神
社
に
伝
来
す
る
文
化
財
の
な

か
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
嘉か

元げ
ん

2

（
1
3
0
8
）
年
の
石
造
宝
篋
印
塔
で
す
。

　

相そ
う

輪り
ん

は
欠
け
て
い
ま
す
が
、
現
高
約

1
7
5
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
、
町

内
最
大
規
模
の
宝
篋
印
塔
で
す
。
石
材

は
、
日
野
町
蔵ざ

王お
う

で
産
出
さ
れ
た
花か

崗こ
う

岩が
ん
（
通
称
「
米こ

め

石い
し

」）
が
用
い
ら
れ
て
い
ま

す
。
米
石
は
、
硬
質
で
石
の
肌
が
細
や
か

で
あ
っ
た
た
め
、
当
時
、
一
世
を
風ふ

う

靡び

し

ま
し
た
。

　

塔
の
基
礎
に
は
孔く

雀じ
ゃ
く

紋も
ん

や
開か

い

花か

蓮れ
ん

、
塔と

う

身し
ん

に
は
蓮れ

ん

華げ

座ざ

上
の
月が

ち

輪り
ん

内
に
胎た

い

蔵ぞ
う

界か
い

四

仏
の
梵ぼ

ん

字じ

を
刻
む
な
ど
、
随
所
に
美
し
い

装
飾
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、

こ
の
塔
に
は
如に

ょ

法ほ
う

経き
ょ
う

三
部
と
舎し

ゃ

利り

容
器
2

基
を
納
入
し
た
と
の
銘
文
が

刻
ま
れ
て
お
り
、
実
際
、
塔

付
近
の
土
中
か
ら
水
晶
製
の

舎
利
容
器
が
発
見
さ
れ
ま
し

た
。

比都佐神社石造宝篋印塔

出土した水晶製舎利塔
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