
　

本
市
は
令
和
２
年
７

月
１
日
に
市
制
施
行
50

周
年
と
い
う
節
目
を
迎

え
ま
し
た
。

　

市
制
施
行
50
周
年
の

年
に
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
と
い
う

災
い
に
見
舞
わ
れ
、予

定
さ
れ
て
い
た
記
念
式

典
や
イ
ベ
ン
ト
は
延
伸

し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、こ
の
50
周

年
は
連れ
ん

面め
ん

と
続
い
て
き

た
歴
史
の
節
目
に
過
ぎ

ず
、迎
え
た
今
日
は
先

人
よ
り
受
け
継
い
で
き

た
も
の
で
す
。

　

喜
び
や
苦
労
、さ
ま

ざ
ま
な
営
み
は
、未
来

の
50
年
、１
０
０
年
へ

と
続
く
本
市
の
歴
史
の

１
ペ
ー
ジ
と
な
っ
て
い

き
ま
す
。

　

今
回
の
特
集
で
は
、

市
制
施
行
50
周
年
に
ち

な
ん
で
、過
去
か
ら
現

在
、未
来
へ
と
紡
が
れ

て
い
く
時
間
と
絆
を
取

材
し
ま
し
た
。

　

守
山
の
農
業
は
お
米

を
主
と
し
た
経
営
が
主

力
で
し
た
。
し
か
し
、
野

洲
川
改
修
に
よ
る
畑
の

増
加
や
後
継
者
不
足
、
農

業
制
度
の
変
遷
な
ど
で

本
市
の
農
業
も
変
わ
っ

て
き
ま
し
た
。

　
モ
リ
ヤ
マ
メ
ロ
ン
や
花

な
ど
収
益
性
の
高
い
作

物
が
ブ
ラ
ン
ド
化
さ
れ

た
り
、
新
し
い
農
業
に
挑

戦
す
る
若
手
の
就
農
や

法
人
化
な
ど
、
時
代
や
消

費
者
ニ
ー
ズ
を
意
識
し
た

経
営
が
増
え
ま
し
た
。

　

琵
琶
湖
大
橋
が
で
き

て
以
降
守
山
の
交
通
量

が
増
え
、
さ
ら
に
佐
川
美

術
館
や
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ

マ
ー
ケ
ッ
ト
お
う
み
ん

ち
な
ど
観
光
ス
ポ
ッ
ト

も
で
き
、
観
光
客
も
増
え

ま
し
た
。

　
近
年
は
、
琵
琶
湖
の
眺

望
と
平
坦
な
地
形
か
ら
、

な
ぎ
さ
公
園
に
サ
イ
ク

リ
ス
ト
の
聖
地
碑
を
建

て
、
ビ
ワ
イ
チ（
び
わ
湖

一
周
）の
発
着
点
と
し
て

注
目
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。
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伸
び
続
け
る
人
口

　
日
本
全
体
で
少
子
高
齢
化
が
進
み

人
口
減
少
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

市
の
人
口
は
１
９
７
０（
昭
和
45
）年

の
３
万
５
、１
１
２
人
か
ら
、
50
年
後

の
２
０
２
０（
令
和
２
）年
に
は
８
万

３
、
９
０
５
人
と
増
加
し
て
い
ま
す
。

市
の
出
生
率
は
県
や
全
国
平
均
よ
り

や
や
高
く
、
高
齢
化
率
は
県
や
全
国

官
民
協
働
で
目
指
す

ま
ち
の
未
来

　
起
伏
の
少
な
い
平
坦
な
地
形
で
古

く
か
ら
穀
倉
地
帯
と
し
て
栄
え
た
、

の
ど
か
な
風
景
。
暴
れ
川
と
呼
ば
れ

た
野
洲
川
を
人
々
の
記
憶
と
歴
史
に

留
め
な
が
ら
、
安
全
で
穏
や
か
な
新

し
い
川
の
眺
望
が
、
今
で
は
ま
ち
の

ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
っ
て
い
ま
す
。

緑
の
多
い
原
風
景
的
な
ま
ち
の
豊
か

さ
と
利
便
性
が
高
い
暮
ら
し
の
豊
か

さ
の
共
存
が
、
守
山
の
特
徴
と
い
え

ま
す
。

　
市
制
施
行
か
ら
50
年
、
行
政
と
市

民
の
連
携
に
よ
る
知
恵
と
努
力
で
今

日
の
本
市
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら

も
、
行
政
と
市
民
の
知
恵
と
努
力
を

重
ね
、50
年
先
ま
で

続
く「
豊
か
な
田
園

都
市
」を
目
指
し
て

い
き
ま
す
。

利
便
性
と
原
風
景
の
共
存
が
特
徴

住
み
や
す
さ
を
実
感
で
き
る
ま
ち

市
制
施
行
か
ら
５0
年
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
で
目
指
す
も
の

よ
り
や
や
低
い
の
で
、少
子
高
齢
の
波

は
比
較
的
緩
や
か
で
す
が
、将
来
的
に

は
県
や
国
と
同
様
に
人
口
減
少
に
転

じ
て
い
く
こ
と
が
予
測
さ
れ
ま
す
。

市の人口推移

出生率の推移と市の出生者数

高齢化率の推移
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杉
すぎ

田
た

 守
まもる

さん、英
ひで

子
こ

さんのメッセージ

婚して４0数年――。結婚当初に、まだできあがっ
ていない野洲川の堤防を散歩したことを思い出

します。
　今は毎晩子どもや孫たちとご飯を食べ、パーティーの
ようににぎやかです。孫の成長も楽しく、一緒に暮らせ
ることをとてもうれしく思っています。

結

3世代が集まった杉田さんご家族
左から�守さん、英子さん、心

こ
々
こ
さん、恭

きょう
子
こ
さん、茉

ま
夏
な
さん、

莉
り
彩
さ
さん、ゆりさん、瑛

えい
磨
ま
さん、奈

な
穂
ほ
さん、知

とも
也
や
さん、沙

さ
咲
え
さん

守山市の総人口

広報もりやま
昭和４5年7月号
35,112人

広報もりやま
令和元年7月１日号
83,905人

本市を支える多様な市民

・県観光入込客統計調査書
　令和元年
　1,361,000人
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温
室
団
地
か
ら
独
立

親
子
3
人
バ
ラ
農
家

　
武
夫
さ
ん
と
啓
司
さ
ん
兄
弟
の
父
、

國
枝�

栄え
い
一い

ち
さ
ん
は
、金
森
町
の
仲
間

で
建
て
た
温
室
団
地
で
バ
ラ
の
栽
培

を
は
じ
め
た
先
駆
者
で
し
た
。

　
水
稲
栽
培
も
し
て
い
た
両
親
は
い

つ
も
忙
し
く
、
幼
い
啓
司
さ
ん
の
面

倒
は
、
歳
の
離
れ
た
兄
の
武
夫
さ
ん

が
見
て
い
ま
し
た
。

育
種
に
魅み

せ
ら
れ
独
立

「
和
ば
ら
」ブ
ラ
ン
ド
へ

　
親
子
3
人
で
バ
ラ
の
栽
培
に
励
ん

で
い
た
昭
和
56
年
ご
ろ
、
啓
司
さ
ん

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
視
察
し
た
育
種
と

い
う
新
し
い
分
野
に
興
味
を
惹ひ

か
れ

ま
し
た
。

　
家
族
も
バ
ラ
園
敷
地
に
育
種
用
の

ハ
ウ
ス
を
建
て
て
応
援
し
て
く
れ
ま

し
た
が
、
広
大
な
バ
ラ
園
を
経
営
し

父
の
息
子
と
い
う
重
圧
を

超
え
た
兄
弟
の
挑
戦

　
バ
ブ
ル
が
は
じ
け
て
大
変
だ
っ
た

時
、
武
夫
さ
ん
は
オ
ラ
ン
ダ
の
種
苗

会
社
の
日
本
代
理
契
約
に
成
功
し
、

平
成
27
年
に
は
現
在
の
株
式
会
社
を

設
立
し
ま
し
た
。

　

武
夫
さ
ん
は「
父
は
い
わ
ゆ
る
業

界
の
有
名
人
で
、
そ
の
息
子
と
い
う

プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
と
て
も
大
き
か
っ

た
。
父
と
違
う
こ
と
に
挑
戦
し
た
こ

と
で
解
放
さ
れ
た
気
が
し
ま
す
。
兄

　
武
夫
さ
ん
と
啓
司
さ
ん
は
、
異
口

同
音
に「
誰
よ
り
バ
ラ
が
好
き
だ
か

ら
一
生
懸
命
楽
し
ん
で
努
力
す
る
。

父
か
ら
息
子
へ
、
ま
た
次
の
後
継
者

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
け
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
50
年
先
の
未
来
に
望
む

の
は
、
家
々
に
鉢
植
え
や
切
り
花
が

飾
ら
れ
て
い
る
欧
州
の
よ
う
な
風
景

と
家
並
み
を
、
守
山
に
見
る
こ
と
で

す
」と
夢
を
語
っ
て
い
ま
し
た
。

　
昭
和
4１
年
に
独
立
し
て
、
國
枝
バ

ラ
園
を
立
ち
上
げ
、
栄
一
さ
ん
と
跡

取
り
の
武
夫
さ
ん
親
子
で
運
営
し
て

い
ま
し
た
。

　
数
年
後
に
、
啓
司
さ
ん
も
バ
ラ
園

に
就
農
す
る
と
聞
い
た
時
は
驚
い
た

そ
う
で
す
。啓
司
さ
ん
は「
子
ど
も
の

私
に
分
か
ら
な
い
バ
ラ
の
話
を
、
父

と
兄
が
い
つ
も
し
て
い
て
羨う
ら
や

ま
し

か
っ
た
。
親
子
の
輪
の
中
に
私
も
入

り
た
か
っ
た
の
だ
と
思
う
」と
当
時

を
振
り
返
っ
て
い
ま
し
た
。

な
が
ら
の
育
種
は
と
て
も
難
し
い
こ

と
、
武
夫
さ
ん
に
は
立
派
な
後
継
者

が
育
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
啓
司

さ
ん
は
平
成
１5
年
に
國
枝
バ
ラ
園
か

ら
独
立
し
ま
し
た
。

　
育
種
農
家
と
し
て
独
立
し
た
バ
ラ

園
で
は
、
啓
司
さ
ん
の
開
発
し
た
新

品
種
を「
和
ば
ら
」と
し
て
ブ
ラ
ン
ド

化
。
全
国
へ
出
荷
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

弟
も
別
の
方
向
に
進
ん
だ
こ
と
で
、

か
え
っ
て
バ
ラ
の
話
を
す
る
こ
と
が

増
え
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」と
話
し

て
い
ま
し
た
。

親
父
の
背
中
は
今
も
大
き
い

父
ゆ
ず
り
の
先
見
と
挑
戦
で
拓ひ
ら
い
た
道

誰
よ
り
バ
ラ
が
好
き
だ
か
ら
楽
し
ん
で
努
力

誰
よ
り
バ
ラ
が
好
き
だ
か
ら
楽
し
ん
で
努
力

夢
見
る
未
来
は
家
々
に
飾
ら
れ
た
花
の
ま
ち
並
み

夢
見
る
未
来
は
家
々
に
飾
ら
れ
た
花
の
ま
ち
並
み

　
兄
の
國く

に
枝え

だ�

武た
け
夫お

さ
ん
は
、
欲
賀
町
・
十
二
里
町
地
先
で
全
国
で
も
最
大
規
模
の
バ
ラ
温
室
で
切

り
花
の
栽
培
を
し
て
い
る
生
産
農
家
。
弟
の
啓け
い
司じ

さ
ん
は
、
杉
江
町
の
温
室
で“
和
ば
ら
＂ブ
ラ
ン

ド
の
バ
ラ
品
種
を
開
発
す
る
育
種
農
家
。
バ
ラ
農
家
と
い
う
呼
び
方
は
同
じ
な
が
ら
、
別
の
方
向

に
歩
い
て
い
る
兄
弟
で
す
が
、
そ
の
ル
ー
ツ
と
描
く
未
来
の
夢
は
、
一
本
の
道
で
つ
な
が
っ
て
い

ま
し
た
。

伝
統
文
化
の
生
け
花
で

市
内
初
の
女
性
起
業
家

　

24
歳
で
初
め
て
自
分
の
教
室
を

持
っ
た
よ
し
ゑ
さ
ん
は
、
ク
リ
エ
ー

タ
ー
と
し
て
の
創
作
や
生
け
花
の
普

及
に
精
力
を
注
ぎ
、
枠
を
は
み
出
し

て
、
し
き
た
り
の
壁
に
ぶ
つ
か
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
、

華か

佑ゆ
う
会か

い
の
名
で
グ
ル
ー
プ
を
立
ち
上

げ
、
お
よ
そ
6
年
を
か
け
て
池
坊
の

支
部
に
成
長
さ
せ
ま
し
た
。

　
仁
さ
ん
は
幼
い
頃
に
見
て
い
た
そ

上
原
家
族
の
日
常
が

企
業
経
営
の
原
点
に

　
仁
さ
ん
が
東
京
を
拠
点
に
経
営
す

る
企
業
は
念
願
の
株
式
上
場
を
果
た

し
ま
し
た
が
、
そ
の
原
点
は
守
山
で

過
ご
し
た
日
々
に
あ
る
と
い
い
ま

す
。

　

子
ど
も
の
こ
ろ
に
読
ん
だ
松ま
つ

下し
た�

幸こ
う

之の

助す
け

氏
の
伝
記
。
大
好
き
だ
っ
た

「
ド
ラ
え
も
ん
」の
漫
画
。
通
っ
て
い

た
剣
道
場
で
身
に
つ
い
た「
壁
を
乗

り
越
え
た
先
に
勝
利
が
あ
る
」と
の

教
え
。
厳
格
な
父
、
情
熱
的
な
母
、

歳
の
離
れ
た
兄
2
人
の
家
族
。

1
0
0
年
続
く
会
社
へ

伝
統
と
花
の
残
る
ま
ち
へ

　
母
は
華
道
家
、
息
子
は
I
Ｔ
企
業

経
営
。
一
見
す
る
と
関
係
が
な
い
よ

う
に
思
え
ま
す
が
、
ふ
る
さ
と
守
山

が
育
ん
だ「
信
念
と
情
熱
で
壁
を
乗

り
越
え
る
克
己
の
心
」が
、
よ
し
ゑ

さ
ん
と
仁
さ
ん
の
共
通
項
で
し
た
。

　
仁
さ
ん
に
よ
る
と
、
守
山
市
は
若

い
事
業
家
や
起
業
家
を
つ
な
ぎ
育
て

る
良
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
で
き
て
い

る
の
で
、
ま
ち
の
将
来
は
有
望
と
の

こ
と
。

　

仁
さ
ん
は「
企
業
は
社
会
に
新
し

い
価
値
を
生
み
出
し
て
く
れ
る
も
の

の
姿
を「
母
は
生
け
花
の
先
生
で
す

が
、
私
は
市
内
で
初
の
女
性
起
業
家

で
あ
る
と
も
思
っ
て
い
ま
す
」と
振

り
返
り
ま
す
。

　
同
時
に
、
ど
ん
な
に
忙
し
く
て
も

手
づ
く
り
の
食
事
を
用
意
し
て
く
れ

た
母
と
し
て
の
姿
も
思
い
出
す
そ
う

で
す
。

　
経
営
す
る
会
社
は
I
Ｔ
関
連
で
す

が
、
情
報
技
術（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）

は
仁
さ
ん
に
と
っ
て
、
ド
ラ
え
も
ん

の「
ど
こ
で
も
ド
ア
」。
会
い
た
い
時

に
会
い
た
い
人
に
会
え
る
、
人
と
人

を
つ
な
ぐ
夢
の
道
具
に
思
え
る
そ
う

で
す
。

で
す
。
私
も
自
分
の
会
社
を
1
0
0

年
続
く
企
業
に
す
る
こ
と
、
私
が
育

ち
母
の
住
む
守
山
を
応
援
し
て
い
く

こ
と
を
目
標
に
、
こ
れ
か
ら
も
情
熱

を
燃
や
し
た
い
」。
よ
し
ゑ
さ
ん
は

「
華
道
と
い
う
伝
統
文
化
が
1
0
0

年
先
ま
で
息
づ
い
て
、
花
々
が
身
近

に
あ
る
ま
ち
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と

願
っ
て
い
ま
す
」と
未
来
へ
の
夢
を

描
い
て
い
ま
し
た
。

情
熱
と
克
己
心
で
前
へ
進
む

華
道
と
企
業
経
営
の
共
通
項

経
営
者
の
原
点
を
育
ん
だ
ふ
る
さ
と
守
山

経
営
者
の
原
点
を
育
ん
だ
ふ
る
さ
と
守
山

道
は
違
う
け
れ
ど
心
の
在
り
方
は
母
か
ら
子
へ

道
は
違
う
け
れ
ど
心
の
在
り
方
は
母
か
ら
子
へ

　
母
の
上う

え
原は

ら�

よ
し
ゑえ

さ
ん
は
、
市
内
で
伝
統
文
化
の
生
け
花
を
教
え
る
先
生
。
息
子
の

仁じ
ん
さ
ん
は
東
京
に
住
み
、
最
近
一
部
上
場
を
果
た
し
た
I
T
企
業
経
営
者
。
一
見
す
る

と
接
点
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
母
子
で
す
が
、ふ
る
さ
と
守
山
で
育は
ぐ
く

ん
だ“
信
念
＂と“
情

熱
＂、“
克
己
心
＂と
い
う
、
見
え
な
い
け
れ
ど
確
か
な
絆
で
結
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

上
原 

よ
し
ゑ
さ
ん（
母
）

池
坊
華
佑
会
支
部�

顧
問

上
原 

仁
さ
ん（
息
子
）

株
式
会
社
マ
イ
ネ
ッ
ト（
東
京
）

國
枝 

啓
司
さ
ん（
弟
）

ロ
ー
ズ
フ
ァ
ー
ム
ケ
イ
ジ

國
枝 

武
夫
さ
ん（
兄
）

ク
ニ
エ
ダ
株
式
会
社

イメージ
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自
然
も
生
活
環
境
も

分
析
技
術
で
守
る

　
悠
大
な
び
わ
湖
、野
洲
川
の
流
れ
、

市
街
地
を
飛
ぶ
ホ
タ
ル
、
青
々
と
し

た
田
園
の
広
が
り
。
守
山
に
住
む
人

た
ち
は
、
昔
か
ら
美
し
い
原
風
景
を

大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。

　
山
本
さ
ん
父
子
は
、
守
山
に
本
社

を
置
い
て
、
水
や
空
気
、
土
壌
な
ど

危
機
感
を
拭
う
挑
戦
で

技
術
と
専
門
性
を
高
め
た

　
創
業
者
か
ら
会
社
を
引
き
継
い
だ

こ
ろ
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
や
ア
ス
ベ
ス

ト
な
ど
が
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。「
環
境
」と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド

が
先
行
し
て
同
業
社
が
増
え
、
競
争

が
激
し
く
な
り
ま
し
た
。

　
危
機
感
を
覚
え
た
康
人
さ
ん
が
何

を
し
た
か
と
い
う
と
、
精
度
の
高
い

分
析
機
械
を
導
入
し
た
り
技
術
者
の

分
析
技
術
を
磨
き
上
げ
た
り
し
て
、

田
舎
と
都
市
、自
然
と
科
学

調
和
で
未
来
は
明
る
く

　
康
人
さ
ん
に
遅
れ
る
こ
と
7
年
余

り
、
東
京
か
ら
帰
郷
し
た
司
さ
ん
が

入
社
し
ま
し
た
。
２
人
と
も
科
学
分

析
と
は
無
縁
の
文
系
だ
っ
た
の
で
、

「
な
ん
で
？
」と
聞
か
れ
る
こ
と
が
あ

る
と
い
い
ま
す
。
康
人
さ
ん
の
答
え

は「
理
系
の
専
門
技
術
者
が
存
分
に

能
力
を
発
揮
で
き
る
環
境
を
整
え
る

の
た
め
の
目
配
り
に
は
、
文
系
が
向

い
て
い
る
と
思
う
か
ら
」と
の
こ
と
。

　
さ
ら
に
、康
人
さ
ん
は「
親
子
で
仕

事
が
で
き
て
幸
せ
。
将
来
は
、
わ
が

社
も
小
惑
星
探
査
機
は
や
ぶ
さ
の
よ

う
な
、
今
よ
り
も
っ
と
高
い
レ
ベ
ル

の
仕
事
を
す
る
の
が
夢
で
す
」と
抱

負
を
話
し
て
い
ま
し
た
。

　
山
本
さ
ん
父
子
は
、「
守
山
は
人
も

ま
ち
も
、
よ
い
意
味
の
田
舎
を
残
し

な
が
ら
都
市
の
利
便
性
を
併
せ
持
っ

て
い
ま
す
。
北
の
玄
関
口
で
見
る
湖

岸
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
、
ゆ
っ
た
り

と
し
た
郊
外
の
住
宅
地
も
資
源
で
す
。

田
舎
と
都
市
、
自
然
と
科
学
、
行
政

と
民
力
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
調
和
か

ら
、
守
山
ら
し
い
活
性
化
と
発
展
に

つ
な
げ
て
い
け
ば
未
来
は
明
る
い
」

と
ま
ち
を
分
析
し
て
い
ま
し
た
。

直
接
的
な
環
境
分
析
だ
け
で
な
く
、

食
品
の
残
留
肥
料
や
工
業
製
品
な
ど

市
民
の
生
活
に
関
わ
る
分
析
も
含
め
、

さ
ま
ざ
ま
な「
環
境
」を
守
る
会
社
を

経
営
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
会
社
の
維
持
と
発
展
を

模
索
す
る
経
営
努
力
の
結
果
、
分
析

で
き
る
品
目
や
項
目
が
増
え
、
総
合

的
に
市
民
の
環
境
を
守
る
会
社
に
つ

な
が
っ
て
き
た
の
で
す
。

専
門
性
と
実
績
を
高
め
て
い
く
こ
と

で
し
た
。
努
力
の
結
果
、
日
本
全
国

や
海
外
か
ら
も
分
析
依
頼
を
受
け
る

ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

環
境
も
食
品
も
工
業
製
品
も
分
析

も
っ
と
高
い
専
門
技
術
を
目
指
し
て
い
く

豊
か
な
自
然
と
暮
ら
し
を
守
る
科
学
技
術

豊
か
な
自
然
と
暮
ら
し
を
守
る
科
学
技
術

調
和
の
と
れ
た“
守
山
ら
し
い
＂発
展
を

調
和
の
と
れ
た“
守
山
ら
し
い
＂発
展
を

　
創
業
25
年
と
社
歴
は
若
い
な
が
ら
、「
分
析
」と
い
う
技
術
で
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
を
支
え
る
企
業

を
経
営
す
る
、山や
ま
本も

と�

康や
す
人ひ

と
さ
ん
と
司つ

か
さ

さ
ん
親
子
。父
子
と
も
に
理
系
知
識
も
科
学
技
術
も
専
門
外
。

理
系
と
文
系
、
自
然
と
科
学
、
父
と
子
、
さ
ま
ざ
ま
な
調
和
が
人
々
の「
安
全
・
安
心
」に
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
。

二
足
の
草わ
ら
じ鞋

と
家
族
の
助
け

受
け
継
い
だ
老
舗
の
在
り
方

　
「
鶴
屋
吉
正
」は
東
門
院
と
の
関
わ

り
が
深
く
、
少
な
く
と
も
1
8
0
4

（
文
化
元
）年
の
資
料
が
存
在
し
て
い

ま
す
。
１3
年
前
、
店
を
改
装
す
る
際

に
古
い
文
書
や
意
匠
な
ど
の
資
料
が

見
つ
か
り
、
暖
簾
や
包
装
紙
と
し
て

復
活
さ
せ
ま
し
た
。

　
督
夫
さ
ん
は
六
代
目
店
主
の
父
を

手
伝
い
な
が
ら
、
和
菓
子
づ
く
り
を

覚
え
ま
し
た
。
父
子
二
代
、
和
菓
子

夫
婦
二
人
だ
か
ら
で
き
た

か
け
が
え
の
な
い
相
棒

　
結
婚
後
に
陶
芸
家
と
な
っ
た
美
恵

さ
ん
は
、
二
足
の
草
鞋
を
履
く
督
夫

さ
ん
が
帰
宅
し
て
す
ぐ
に
和
菓
子
づ

く
り
が
で
き
る
よ
う
に
餡
を
丸
め
て

準
備
し
て
お
く
な
ど
、
陶
芸
家
と
和

菓
子
店
女お
か
み将

と
母
親
の
3
役
を
担
っ

て
き
ま
し
た
。「
妻
は
本
当
に
よ
く

や
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
二
人
で
な

け
れ
ば
と
て
も
無
理
だ
っ
た
。
か
け

が
え
の
な
い
相
棒
で
す
」と
督
夫

さ
ん
は
振
り
返
り
ま
す
。

　
陶
芸
と
和
菓
子
づ
く
り
は
同
じ
手

仕
事
な
の
で
通
じ
る
も
の
が
あ
る
、

と
令
和
元
年
に
美
恵
さ
ん
は
京
都
で

街
道
と
ま
ち
の
歴
史
を

お
も
て
な
し
の
一
つ
に

　

飛
び
交
う
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
を
イ

メ
ー
ジ
し
た「
ほ
た
る
団
子
」の
創
作

を
き
っ
か
け
に
、督
夫
さ
ん
は「
父
の

手
伝
い
」か
ら
和
菓
子
職
人
に
目
覚

め
、
フ
ル
ー
ツ
大
福
な
ど
の
和
菓
子

を
創
作
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、店
を
改
装
し
た
こ
ろ
か
ら
、

ゆ
っ
く
り
と
督
夫
さ
ん
夫
婦
に
代
が

替
わ
り
ま
し
た
。

職
人（
店
主
）と
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
二

足
の
草
鞋
を
履
き
な
が
ら
、
店
の
暖

簾
を
守
っ
て
き
ま
し
た
。

　
パ
ー
ト
ナ
ー
や
子
ど
も
た
ち
、
家

族
総
出
で
家
業
を
支
え
る
の
が「
鶴

屋
吉
正
」の
当
た
り
前
で
し
た
。

和
洋
菓
子
の
製
法
を
学
び
、
陶
芸
家

の
感
性
を
生
か
し
て
和
菓
子
職
人
ま

で
こ
な
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
改
装
後
は
町
家
の
雰
囲
気
を
残
し

な
が
ら
陶
芸
ギ
ャ
ラ
リ
ー
も
兼
ね
、

和
菓
子
と
伝
統
工
芸
が
仲
良
く
お
客

の
目
を
楽
し
ま
せ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　
中
山
道
守
山
宿
で
、
老
舗
の
暖
簾

を
守
り
続
け
て
き
た
鴛
鴦
夫
婦
は

「
守
山
は
守
山
宿
を
は
じ
め
、隠
れ
た

和
菓
子
と
陶
芸
は
伝
統
と
創
作
の
手
仕
事

歴
史
街
道
の
鴛お

し
鴦ど

り
が
守
る
老
舗
の
暖
簾

　
情
緒
あ
る
中
山
道
守
山
宿
。
町
家
の
佇た

た
ず

ま
い
を
残
す「
鶴つ

る
屋や

吉よ
し
正ま

さ
」は
、
和
菓
子
屋
と

陶
芸
ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
仲
良
く
来
客
を
お
も
て
な
し
し
て
い
る
店
で
す
。
七
代
目
店
主
の

小こ

宮み

山や
ま�

督と
く

夫お

さ
ん
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
し
な
が
ら
、
妻
の
美み

恵え

さ
ん
は
陶
芸
家
を
し
な

が
ら
夫
婦
が
手
を
携
え
、
家
族
が
助
け
合
っ
て
老
舗
の
暖の

簾れ
ん
を
守
っ
て
い
ま
す
。

小
宮
山 
美
恵
さ
ん（
妻
）

陶
芸
作
家�

美
秀

小
宮
山 

督
夫
さ
ん（
夫
）

鶴
屋
吉
正�

七
代
目

山
本 

康
人
さ
ん（
父
）

株
式
会
社
テ
ク
ノ
サ
イ
エ
ン
ス

山
本 

司
さ
ん（
息
子
）

株
式
会
社
テ
ク
ノ
サ
イ
エ
ン
ス

歴
史
遺
産
が
多
い
ま
ち
で
す
。
昔
な

が
ら
の
情
緒
は
訪
れ
る
人
を
癒い

や
し
て

く
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

50
年
先
の
未
来
ま
で
、『
鶴
屋
』も

そ
ん
な
場
所
で
あ
り
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
」と
話
し
て
い
ま
し
た
。

古
典
意
匠
を
暖
簾
で
復
活

宿
場
の
情
緒
と「
鶴
屋
」の
名
は
未
来
ま
で
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