
　

ま
た
、
10
月
1
日
か
ら
始
ま
る
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
つ
い
て
、

県
の
補
助
金
を
活
用
し
て
、
高
齢
者

と
中
学
3
年
生
以
下
の
子
ど
も
、
妊

婦
の
皆
さ
ん
に
は
個
人
負
担
の
軽
減

と
し
て
1
，0
0
0
円
の
補
助
を
実

施
し
ま
す
。
私
た
ち
に
身
近
な
各
公

民
館
や
保
健
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
も
、

ト
イ
レ
等
に
自
動
洗
浄
・
自
動
消
灯

の
機
能
を
追
加
す
る
こ
と
で
、
極
力
、

手
で
触
れ
る
部
分
を
減
ら
す
よ
う
に

し
て
い
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
選
挙
公
約
の
一
つ
で
も

あ
り
ま
し
た
「
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
」

を
活
用
し
た
日
野
町
の
特
産
品
・

農
産
品
の
P
R
に
関
す
る
予
算
も
計

上
し
ま
し
た
。
日
野
町
に
は
美
味
し

い
お
米
や
近
江
牛
、
日
野
菜
を
は
じ

め
魅
力
的
な
産
品
が
多
く
あ
り
ま
す
。

日
本
全
国
の
方
々
に
日
野
町
の
魅
力

を
知
っ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
こ
の

機
会
を
通
し
て
、
日
野
町
に
興
味
を

持
っ
て
い
た
だ
き
、
関
係
人
口
の
増
加

に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
の
中
で
、
地
元
経
済
に
少
し
で
も

プ
ラ
ス
に
な
れ
ば
と
も
考
え
て
お
り
、

コ
ロ
ナ
禍
を
乗
り
越
え
、
町
を
盛
り

上
げ
る
良
い
き
っ
か
け
に
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

秋
冷
が
さ
わ
や

か
に
感
じ
ら
れ
る

今
日
こ
の
頃
で
す

が
、
皆
さ
ま
は
い

か
が
お
過
ご
し
で

し
ょ
う
か
。
町
長

に
就
任
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
、
今

月
で
3
か
月
目
に

入
り
ま
し
た
。
こ
の
間
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
へ
の
対
応
を
は

じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
が
、
無
事
に
職
務
を
務
め
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
9
月
1
日

に
は
日
野
町
議
会
9
月
定
例
会
が
開

会
さ
れ
、
私
自
身
初
め
て
の
定
例
会

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
緊
張
の
連
続
で

し
た
が
、
無
事
に
閉
会
を
迎
え
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　

さ
て
、
今
議
会
に
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
関
す
る

予
算
を
新
た
に
計
上
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
ま
ず
、
定
額
給
付
金（
1

人
10
万
円
）
事
業
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま

で
対
象
と
な
る
新
生
児
に
つ
い
て
は

今
年
4
月
27
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

が
対
象
で
し
た
が
、
町
独
自
に
今
年

4
月
28
日
か
ら
来
年
3
月
31
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
新
生
児
も
対
象
と
し
て

給
付
し
ま
す
。 日野町長　堀江 和博

青雲之志
〜町長コラム〜

　
子
育
て
世
帯
緊
急
支
援
事
業
と
し
て
国

の
特
別
定
額
給
付
金
の
対
象
と
な
ら
な
い

令
和
2
年
4
月
28
日
以
降
に
出
生
し
た
新

生
児
を
育
て
る
家
庭
へ
の
経
済
的
支
援
を

目
的
と
し
て
新
生
児
特
別
定
額
給
付
金
を

給
付
し
ま
す
。

●
給
付
対
象
児

・
令
和
2
年
4
月
28
日
か
ら
令
和
3
年
3

月
31
日
ま
で
の
間
に
出
生
し
た
新
生
児

で
、
日
野
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

・
新
生
児
の
父
ま
た
は
母
が
令
和
2
年
4
月
27
日
か
ら
申
請
日
ま
で
引
き
続
き

日
野
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

※
給
付
を
受
け
て
い
た
だ
く
た
め
に
は
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
詳
し

く
は
子
ど
も
支
援
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

新
生
児
特
別
定
額
給
付
金
と
し
て

10
万
円
を
支
給
し
ま
す

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

◆
問
い
合
わ
せ
先
　子
ど
も
支
援
課
　☎
0
7
4
8－

5
2－

6
5
8
3
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温
故
知
新

日
野
歴
史
探
訪

　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

大
字
原

　

大
字
原
は
、
東
桜
谷
地
区
の
東
端
・
竜

り
ゅ
う

王お
う

山ざ
ん

の
北
西
麓
、
桜
谷
を
貫
く
日
野
川
の

支
流
佐さ

久く

良ら

川
の
最
上
流
部
に
位
置
し
て

い
ま
す
。

中
世
の
古
刹
・
万
徳
寺

　

東
近
江
市
に
あ
る
藤ふ

じ

切き
り

神
社
所
蔵
の
応お

う

永え
い

二
（
一
四
二
一
）
年
三
月
二
十
八
日
の

奉ほ
う

加が

記
録
に
「
六
百
文　

原
」
と
記
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
村
と
し

て
の
形
を
整
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

ま
す
（『
東

ひ
が
し

櫻さ
く
ら

谷だ
に

志し

』）。

　

現
在
会
議
所
の
あ
る
所
に
は
、
江
戸
時

代
ま
で
万ま

ん

徳と
く

寺じ

と
い
う
寺
院
が
あ
り
ま
し

た
。
室
町
時
代
後
期
の
文ぶ

ん

明め
い

二
（
一
四
七

〇
）
年
冬
、
兵
火
に
か
か
っ
て
焼
失
し
ま

し
た
が
、同
年
六
月
に
再
建
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
再
建
に
深
く
関
わ
っ
た
の
が
、
京
都

五ご

山ざ
ん

を
代
表
す
る
文
学
僧
・
京
都
相し

ょ
う

国こ
く

寺じ

の
横お

う

川せ
ん

景け
い

三さ
ん

で
す
。
当
時
、
横
川
は
応
仁

の
乱
の
戦
火
を
避
け
て
、
佐
久
良
谷
か
ら

永
源
寺
一
帯
の
領
主
で
あ
っ
た
小お

倉ぐ
ら

実さ
ね

澄ず
み

を
頼
っ
て
永
源
寺
に
滞
在
し
て
い
ま
し

た
。

　

横
川
の
著
書
で
あ
る『
小

し
ょ
う

補ほ

東と
う

遊ゆ
う

続
集
』

に
は
万
徳
寺
再
建
に
あ
た
り
地
蔵
尊
開か

い

眼げ
ん

の
導
師
を
勤
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
現
在
会
議
所
に
祀ま

つ

ら
れ
て
い
る
地
蔵

尊
は
こ
の
時
の
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

原
の
会
議
所
に
は
、
こ
の
地
蔵
尊
の
ほ

か
、
町
内
で
は
珍
し
い
馬ば

頭と
う

観か
ん

世ぜ

音お
ん

菩ぼ

薩さ
つ

像ぞ
う

や
千せ

ん

体た
い

地じ

蔵ぞ
う

尊そ
ん

が
祀
ら
れ
て
お
り
、
原

村
の
歴
史
の
重
み
と
村
人
の
信
仰
の
篤あ

つ

さ

を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

明
治
の
大
型
地
籍
図

　

大
字
原
に
は
、
4.1
メ
ー
ト
ル
×
2.8
メ
ー

ト
ル
、
縮
尺
六
○
○
分
の
一
の
大
型
絵

図
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
般
に
「
壬じ

ん

申し
ん

地ち

券け
ん

字じ

引び
き

絵
図
」
と
称
さ
れ
る
こ
の
絵
図

は
、
明
治
政
府
が
地
租
改
正
に
先
立
っ
て

村
（
現
在
の
大
字
）
ご
と
に
作
成
を
命
じ

た
も
の
で
す
。

　

絵
図
は
彩さ

い

色し
ょ
くで
、「
田
地
・
道
・
水
・

畑
・
木き

荒あ
れ

・
藪や

ぶ

・
涌ゆ

う

水す
い

・
草く

さ

荒あ
れ

・
村
・
木

山
」
ご
と
に
色
分
け
し
て
描
か
れ
て
い
ま

す
。
田
地
は
黄
色
、
川
は
水
色
と
い
っ
た

よ
う
に
、
実
際
の
風
景
の
イ
メ
ー
ジ
に
近

い
色
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
当
時
の
土
地

利
用
状
況
を
視
覚
的
に
知
る
こ
と
が
で
き

る
貴
重
な
資
料
で
す
。

　

絵
図
の
中
央
に
は
西
流
す
る
佐
久
良
川

が
太
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。
集
落
は
村
域

の
西
端
に
形
成
さ
れ
て
お
り
、「
田
地
（
耕

地
）」
は
、
集
落
の
南
側
・
佐
久
良
川
の

左
岸
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
川
原
村

と
の
境
に
位
置
す
る
丘
陵
上
の
高
台
に
も

ま
と
ま
っ
た
田
地
が
あ
り
、
江
戸
時
代
後

期
に
開
発
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

字
域
北
部
・
南
部
に
は
広
大
な
山
地
が

広
が
っ
て
い
ま
す
。
集
落
近
く
の
里
山
は

柴
を
採
る
山
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
し
た
。

図
中
の
山
地
部
分
に
は
松
の
木
が
絵
画
的

に
描
か
れ
て
お
り
、
貴
重
な
資
源
で
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
地
図
に
は
村
域
東
部
に
広

が
る
三み

つ

峰み
ね

の
山
が
描
か
れ
て
お
り
ま
せ

ん
。江
戸
時
代
、三
峰
山
は
東
桜
谷
の
村
々

が
共
同
で
利
用
す
る
入い

り

会あ
い

山
で
し
た
が
、

江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
か
ら
三
度
に
わ
た
る

争
論
が
起
き
ま
し
た
。
三
峰
山
が
描
か
れ

な
か
っ
た
の
は
、
明
治
初
年
の
段
階
で
は

権
利
関
係
が
整
理
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た

め
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
現
在
、
三
峰
山
西

側
の
山
林
は
、
三
峰
南な

ん

山ざ
ん

生
産
森
林
組
合

の
所
有
と
な
っ
て
い
ま
す
。

▶
原
村
の
壬
申
地
券
字
引
絵
図
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