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こ
れ
ま
で
に
、
平
成
合
併
前
の
全

市
町
村
と
世
界
１
１
４
ヶ
国
を
自
費

で
巡
っ
て
き
た
が
、人
生
最
初
の“
一

人
旅
〟
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
山
口
県

徳
山
市
（
現
周
南
市
）
に
あ
っ
た
デ
パ
ー

ト
で
、
迷
子
に
な
っ
た
と
き
だ
と
思

う
。
３
歳
く
ら
い
だ
っ
た
ら
し
い
。

い
つ
の
間
に
か
消
え
た
我
が
子
を
必

死
に
探
す
母
が
、
道
行
く
人
に
聞
く

と
、「
向
こ
う
に
そ
れ
ら
し
い
子
が

歩
い
て
行
っ
た
よ
」
と
い
う
。
追
っ

て
み
る
と
、
商
店
街
を
５
０
０
ｍ
ほ

ど
行
っ
た
先
の
橋
の
上
で
、
東
川
と

い
う
小
さ
な
川
の
水
面
を
、
一
心
に

眺
め
て
い
た
そ
う
だ
。

　
小
学
生
に
な
る
と
、
校
区
内
の
あ

ら
ゆ
る
水
路
が
、
ど
こ
か
ら
来
て
ど

こ
に
流
れ
て
い
る
の
か
、
土
管
と

な
っ
て
い
る
区
間
の
前
後
ま
で
調
べ

て
回
っ
た
。
自
宅
の
裏
山
の
小
さ
な

谷
川
の
、
源
流
ら
し
き
場
所
も
突
き

止
め
た
。
山
麓
の
溜
池
か
ら
流
れ
出

す
水
路
が
、
他
人
の
家
の
裏
庭
の
さ

ら
に
裏
を
通
っ
て
掘
り
込
ま
れ
て
い

る
の
に
も
気
が
付
い
た
。
本
で
読
ん

だ
と
か
そ
う
い
う
の
で
は
な
い
。
心

の
中
か
ら
湧
き
上
が
っ
て
く
る
衝
動

に
従
い
、
水
が
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ

に
流
れ
て
い
く
の
か
を
調
べ
ず
に
は

い
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
。

　
高
校
時
代
か
ら
親
し
ん
だ
自
転
車

旅
行
で
は
、
少
し
の
高
低
差
も
足
に

こ
た
え
る
の
で
、
自
然
に
「
峠
は
ど

こ
な
の
か
」
を
意
識
す
る
よ
う
に
な

り
、
日
本
全
国
の
主
要
な
水
系
が
、

ど
の
稜
線
で
分
か
れ
る
の
か
を
覚
え

た
。
社
会
人
に
な
る
と
レ
ン
タ
カ
ー

の
利
用
も
増
え
た
が
、
自
転
車
を
喘

ぎ
喘
ぎ
漕
い
で
い
た
時
分
に
は
気
付

か
な
か
っ
た
、
棚
田
を
潤
す
用
水
路

網
の
仕
組
み
に
も
目
が
行
く
よ
う
に

な
っ
た
。
ど
う
や
っ
て
こ
ん
な
と
こ

ろ
に
ま
で
と
思
う
よ
う
な
田
に
も
。

自
然
の
落
差
を
利
用
し
て
水
が
供
給

さ
れ
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
水
が

流
れ
下
る
と
こ
ろ
に
は
必
ず
浸
食
が

生
ま
れ
る
わ
け
で
、
擁
壁
が
崩
れ
な

い
よ
う
に
水
量
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

流
路
を
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
す
る
の
は
た

い
へ
ん
な
労
力
だ
が
、
そ
の
地
域
の

人
た
ち
は
営
々
と
そ
の
役
割
を
受
け

継
い
で
き
た
。
農
民
の
勤
勉
さ
の
結

晶
と
も
い
え
る
そ
う
し
た
シ
ス
テ
ム

が
、
平
成
に
な
っ
て
各
地
で
消
え
始

め
た
こ
と
に
深
い
喪
失
感
を
感
じ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
、
家
を
借
り
て
い
る

東
京
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
こ
の
半
年
。

遠
出
が
で
き
な
い
ゆ
え
に
近
所
の
探

索
を
繰
り
返
し
た
私
は
、
近
く
に
玉

川
上
水
の
旧
流
路
が
あ
る
こ
と
に
初

め
て
気
づ
き
、
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら

分
水
し
た
三
田
用
水
が
、
戦
後
し
ば

ら
く
の
間
ま
で
拙
宅
の
す
ぐ
近
く
を

流
れ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。
江
戸

の
町
は
、
人
口
１
０
０
万
人
を
超
え

た
18
世
紀
に
は
世
界
最
大
の
都
会

だ
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
住
民

の
命
を
支
え
、
近
郊
の
谷
地
田
を
潤

し
た
の
が
、
微
妙
に
盛
り
上
が
っ
て

屈
曲
す
る
尾
根
筋
を
慎
重
に
た
ど
っ

て
、
極
め
て
緩
や
か
な
傾
斜
を
も
っ

て
引
か
れ
た
、
こ
れ
ら
の
水
路
だ
っ

た
わ
け
だ
。
３
歳
に
し
て
水
路
の
魅

力
に
目
覚
め
た
が
、
56
歳
に
し
て
よ

う
や
く
足
元
の
宝
に
気
付
い
た
と
い

う
次
第
で
あ
る
。

　
瑞
穂
の
国
・
日
本
の
隅
々
に
、
命

の
水
を
配
っ
て
き
た
用
水
路
。
先
祖

の
偉
大
な
遺
産
で
あ
り
、
今
も
生
き

る
現
役
の
資
産
で
あ
る
こ
の
毛
細
血

管
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
、
私

は
死
ぬ
ま
で
深
い
敬
意
と
関
心
を
抱

き
続
け
る
だ
ろ
う
。
今
号
の
特
集
を

契
機
に
、
そ
の
か
け
が
え
の
な
さ
に

気
付
く
同
好
の
士
が
一
人
で
も
増
え

る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
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多摩川最古の農業用水「二ヶ領用水」。
一時はどぶ川と化したが、市民と行政の
取り組みによって再生された


