
　統
計
は
国
や
地
域
の
社
会
経
済
の
動
き
や
国
民
生
活
の
実
態
を
知
る
た
め
に
、
欠

く
こ
と
の
で
き
な
い
大
切
な
指
標
で
す
。

　そ
の
た
め
、
国
勢
調
査
を
は
じ
め
と
し
た
様
々
な
統
計
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
れ
ら

の
調
査
で
活
躍
す
る
の
が
「
統
計
調
査
員
」
で
す
。

　町
で
は
、
統
計
調
査
員
と
し
て
登
録
し
て
い
た
だ
け
る
方
を
、
随
時
募
集
し
て
い

ま
す
。

☆
調
査
員
の
し
ご
と

　
統
計
調
査
員
は
、
統
計
調
査
が
実
施

さ
れ
る
ご
と
に
任
命
さ
れ
、
調
査
票
の

配
布
、
回
収
や
回
収
し
た
調
査
票
の
点

検
、
整
理
な
ど
の
業
務
に
従
事
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

☆
登
録
し
て
い
た
だ
け
る
方

１
．
満
20
歳
以
上
の
方

２
．
責
任
を
持
っ
て
調
査
事
務
を
遂
行

で
き
る
方

３
．
秘
密
の
保
護
に
関
し
て
責
任
の
持

て
る
方

４
．
警
察
・
税
務
・
選
挙
業
務
に
直
接

関
係
の
な
い
方

５
．
暴
力
団
員
で
な
い
方
、ま
た
は
暴
力

団
員
と
密
接
な
関
わ
り
が
な
い
方

☆
報
酬

　
統
計
調
査
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
報
酬

が
支
払
わ
れ
ま
す
。
調
査
の
内
容
や
受

け
持
つ
件
数
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、

概
ね
２
〜
６
万
円
で
す
。

☆
仕
事
の
ご
案
内

　
調
査
実
施
の
１
〜
２
か
月
前
に
電
話

で
調
査
の
従
事
を
依
頼
し
ま
す
。

　
そ
の
際
、
都
合
が
悪
け
れ
ば
断
っ
て

い
た
だ
け
ま
す
の
で
、
空
い
た
時
間
を

有
効
に
活
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。

☆
統
計
調
査
員
の
身
分

　
統
計
調
査
員
は
、
総
務
大
臣
や
県
知

事
か
ら
調
査
の
都
度
任
命
さ
れ
る
非
常

勤
の
公
務
員
と
な
り
、
守
秘
義
務
が
課

せ
ら
れ
ま
す
。

　
な
お
、
調
査
活
動
中
に
災
害
に
あ
っ

た
場
合
は
、
公
務
災
害
補
償
が
適
用
さ

れ
ま
す
。

☆
お
問
い
合
わ
せ

　
登
録
す
る
に
あ
た
っ
て
、
申
請
書
を

提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
詳
細
は
、

役
場
３
階
企
画
振
興
課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

◆問い合わせ先　企画振興課　企画人権担当　☎0748-52-6552

空
い
た
時
間
を
有
効
活
用

統
計
調
査
員
を

　募
集
し
て
い
ま
す

ｍ
走
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ヘ
イ
ズ
が
10

秒
0
で
優
勝
。
当
時
は
、
レ
ン
ガ

を
材
料
と
し
た
エ
ン
ジ
色
の
土
の
ア

ン
ツ
ー
カ
ー
の
ト
ラ
ッ
ク
で
全
天
候

ト
ラ
ッ
ク
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

４
年
後
の
メ
キ
シ
コ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

で
は
、
君き

み

原は
ら

健け
ん

二じ

選
手
が
マ
ラ
ソ
ン

で
銀
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
た
こ
と
や
ア

メ
リ
カ
の
黒
人
選
手
が
黒
人
差
別
に

抗
議
し
て
表
彰
台
で
握
り
こ
ぶ
し
を

あ
げ
顔
を
う
つ
む
け
た
こ
と
が
記
憶

に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
い

だ
て
ん
」
で
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
テ
ー

マ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
金か

な

栗く
り

四し

三そ
う

や

嘉か

納の
う

治じ

五ご

郎ろ
う

が
マ
ラ
ソ
ン
や
ス
ポ
ー

ツ
の
普
及
に
努
力
す
る
姿
に
感
銘
し

ま
す
。
い
よ
い
よ
１
年
後
は
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
で
す
。
日
野
町
で
も
聖

火
リ
レ
ー
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、

何
よ
り
も
レ
ス
リ
ン
グ
で
活
躍
さ
れ

て
い
る
園そ

の

田だ

選
手
ら
が
日
本
代
表
と

し
て
出
場
さ
れ
、
活
躍
さ
れ
る
こ
と

を
期
待
し
応
援
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
は
「
人
間

の
尊
厳
を
保
つ
こ
と
に
重
き
を
置
く

平
和
な
社
会
の
確
立
を
奨
励
す
る
」

と
あ
り
ま
す
。
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

大
会
が
、
ス
ポ
ー
ツ
の
祭
典
と
な
る

と
と
も
に
平
和
と
国
際
交
流
の
大
切

な
場
に
な
る
こ
と
を
の
ぞ
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

ス
キ
ー
・
モ
ー

グ
ル
の
伊い

藤と
う

み
き

選
手
が
引
退
を

表
明
さ
れ
ま
し
た
。

2
0
0
5
年
12
月

末
、
当
時
、
高
校

3
年
生
の
伊
藤
さ

ん
の
ト
リ
ノ
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
初
出
場

が
決
ま
り
、
直
ち
に
激
励
会
を
元
旦

に
開
催
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。

2
0
1
0
年
バ
ン
ク
ー
バ
ー
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
も
大
活
躍
。
日
野
公
民
館
で

の
応
援
会
、
現
地
応
援
団
の
派
遣
な

ど
町
民
の
皆
さ
ん
が
町
を
あ
げ
て
応

援
さ
れ
ま
し
た
。
日
野
町
か
ら
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
選
手
が
出
た
こ
と
は
、
町

の
誇
り
で
あ
り
町
民
の
皆
さ
ん
を
大

い
に
励
ま
し
ま
し
た
。
伊
藤
さ
ん
は
、

大
会
や
練
習
で
忙
し
い
中
で
も
時
間

を
み
つ
け
、
役
場
や
小
学
校
な
ど
を

訪
れ
、
懇
談
や
子
供
た
ち
と
交
流
い

た
だ
き
ま
し
た
。
日
野
町
の
こ
と
を

と
て
も
大
切
に
思
っ
て
い
た
だ
い
て

き
た
こ
と
を
う
れ
し
く
思
い
感
謝
し

ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
日
野
町
を
応
援

し
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
い
え
ば

1
9
6
4
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、

当
時
小
学
3
年
生
で
し
た
が
、
体
操
、

重
量
挙
げ
、
女
子
バ
レ
ー
の
活
躍

は
記
憶
に
残
っ
て
い
ま
す
。
1
0
0

日野町長　藤澤 直広
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温
故
知
新

日
野
歴
史
探
訪

　私
た
ち
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
彩
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
。

歴
史
は
未
来
の
羅
針
盤

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
西
大
路

　

大
字
西
大
路
は
、
西
大
路
地
区
の
最

も
西
に
位
置
し
、
古
く
は
「
仁に

正し
ょ
う

寺じ

」

と
称
し
ま
し
た
。

　

古
代
か
ら
中
世
初
期
の
頃
は
、
日
野

谷
一
帯
に
広
が
っ
て
い
た
日ひ

野の
の

牧ま
き

の
一

部
で
し
た
。
16
世
紀
の
中
頃
、
蒲が

も

生う

氏

に
よ
っ
て
日
野
川
河
畔
に
中な

か

野の

城
が

築
か
れ
、
日
野
の
中
心
地
と
し
て
栄
え

ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
仁
正
寺
藩
市い

ち

橋は
し

氏
の
陣
屋
が
置
か
れ
、
引
き
続
き
城

下
と
し
て
繁
栄
し
ま
し
た
。
文ぶ

ん

久き
ゅ
う

2
年

（
1
8
6
2
）、
10
代
藩
主
長な

が

義よ
し

の
と
き

に
地
名
を
「
西
大
路
」
と
改
め
、
現
在

に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

西
大
路
に
は
、
蒲
生
賢か

た

秀ひ
で

の
菩ぼ

提だ
い

寺じ

で
あ
る
法ほ

う

雲う
ん

寺じ

、
中
世
以
来
真
宗
寺
院

と
し
て
寺
勢
を
誇
っ
た
興こ

う

敬き
ょ
う

寺じ

、
市
橋

氏
の
菩
提
寺
で
あ
る
清せ

い

源げ
ん

寺じ

を
は
じ
め

と
す
る
寺
院
や
、
日
野
曳
山
の
う
ち
最

大
の
規
模
を
誇
る
西
大
路
曳
山
、
日
野

商
人
の
典
型
的
な
本
宅
で
あ
る
旧

き
ゅ
う

山や
ま

中な
か

正し
ょ
う

吉き
ち

邸て
い

な
ど
豊
か
な
文
化
財
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。

中
野
城
（
日
野
城
）

　

数
あ
る
大
字
西
大
路
の
文
化
財
の
う

ち
、
今
回
は
中
野
城
を
紹
介
し
ま
す
。

　

日
野
城
と
も
呼
ば
れ
る
中
野
城
は
、

16
世
紀
の
中
頃
、
蒲
生
定さ

だ

秀ひ
で

に
よ
っ
て

築
か
れ
た
城
で
、
城
名
は
当
地
が
古

く
「
中
野
」
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

由
来
し
ま
す
。
蒲
生
氏
が
こ
の
地
を
選

ん
だ
の
は
、
当
時
、
こ
の
付
近
に
日
野

市
が
発
展
し
て
お
り
、
こ
れ
を
掌
握
す

る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
定
秀
・
賢
秀
・
氏う

じ

郷さ
と

の
三
代
の
居

城
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
し
た
が
、
天て

ん

正し
ょ
う

12
年
（
1
5
8
4
）
に
氏
郷
が
伊
勢
に

国
替
と
な
っ
た
た
め
使
わ
れ
な
く
な
り

ま
し
た
。

　

後
世
の
開
発
に
よ
っ
て
現
在
は
曲く

る

輪わ

や
土ど

塁る
い

、
堀
の
一
部
な
ど
が
残
る
の
み

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
大
正
6
年
の
測

量
図
か
ら
当
時
の
城
の
様
子
を
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
城
の
中
心
部
分

は
日
野
川
の
段
丘
上
に
約
1
0
0
メ
ー

ト
ル
四
方
の
規
模
で
築
か
れ
て
お
り
、

周
囲
に
は
高
さ
約
9
メ
ー
ト
ル
の
土
塁

と
幅
約
20
メ
ー
ト
ル
の
空
堀
が
め

ぐ
ら
さ
れ
た
堅
牢
な
城
で
し
た
。

　

ま
た
、
江
戸
時
代
の
記
録
に
よ

る
と
、
築
城
に
は
3
年
の
歳
月
を

要
し
、
10
万
人
の
人
夫
が
動
員
さ

れ
た
と
言
い
ま
す
。
城
の
北
側
に

は
東
西
約
8
0
0
メ
ー
ト
ル
、
南

北
約
6
0
0
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ

家か

臣し
ん

団だ
ん

居
住
地
が
設
け
ら
れ
ま
し

た
。
周
囲
に
は
幅
9
メ
ー
ト
ル
の

水
堀
と
高
さ
約
3
メ
ー
ト
ル
の
土

塁
が
配
さ
れ
て
い
た
と
伝
わ
り
、

堀
端
町
や
水み

ぞ

落お
ち

町
の
地
名
は
そ
の

名
残
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
野

城
の
西
側
に
は
、
村
井
・
大
窪
・

松
尾
に
ま
た
が
る
城
下
町
「
日
野
町
」

が
整
備
さ
れ
、
湖
東
地
方
有
数
の
都
市

と
し
て
繁
栄
し
ま
し
た
。

　

中
野
城
が
日
本
史
上
に
そ
の
名
を
刻

む
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
天
正
10
年
6

月
2
日
、
明
智
光
秀
が
織
田
信
長
を
討

っ
た
本
能
寺
の
変
で
し
た
。
変
の
折
、

安
土
城
の
二に

の
丸ま

る

御お

番ば
ん

衆し
ゅ
うと
し
て
留る

守す

居い

役や
く

を
つ
と
め
て
い
た
の
が
蒲
生
賢
秀

で
、
事
変
の
報
を
受
け
た
賢
秀
は
氏
郷

と
と
も
に
信
長
の
妻
子
を
中
野
城
へ
避

難
さ
せ
、
窮
地
を
救
い
ま
し
た
（『
信
長

公
記
』『
氏
郷
記
』）。
こ
の
時
、
安
土

城
に
火
を
か
け
ず
、
ま
た
金
銀
も
持
ち

出
さ
な
か
っ
た
賢
秀
の
実
直
な
振
る
舞

い
は
、
の
ち
に
称
賛
の
対
象
と
な
っ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

中野城古図（大字西大路蔵）
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