
広報しらかわ　2019. ２（H31)23

市長の手控え帖

　
日
本
人
に
は
、
金
儲
け
や
栄
達
を
追
う
者
ば

か
り
で
な
く
、
ひ
た
す
ら
心
の
世
界
を
重
ん
じ

る
伝
統
が
あ
る
。
西さ

い

行ぎ
ょ
う

、
鴨か

も
の

長ち
ょ
う

明め
い

、
吉
田
兼
好
、

松
尾
芭
蕉
、
良り

ょ
う

寛か
ん

…
。「
低
く
暮
ら
し
、
高
く
思

う
」。
生
活
は
極
力
簡
素
に
、
風
雅
の
世
界
に

心
を
遊
ば
せ
る
、
清
貧
な
生
き
方
。

　
池い

け
の

大た
い

雅が

も
そ
の
一
人
だ
。
江
戸
時
代
中
頃
の

京
都
人
で
、
文
人
画
の
大
成
者
。
文
人
画
と
は
、

中
国
の
優
れ
た
官
僚
や
知
識
人
が
、
煩
わ
し
い

世
俗
を
避
け
、
清
ら
か
な
自
然
と
遊
ぶ
こ
と
に

憧
れ
、
そ
れ
を
絵
画
に
託
し
た
も
の
。
や
が
て

日
本
に
伝
わ
り
、
脱
俗
の
世
界
に
共
感
す
る
市し

井せ
い

の
人
が
生
ま
れ
、
そ
こ
か
ら
大
雅
や
与よ

謝さ

蕪ぶ

村そ
ん

が
出
て
き
た
。

　
大
雅
は
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
、
無
邪

気
で
天
真
爛
漫
な
人
だ
っ
た
。
旅
の
画
人
と
も

呼
ば
れ
た
。
全
国
の
景
勝
地
・
名
峰
を
め
ぐ
り
、

山
や
川
と
呼
吸
を
合
わ
せ
秀
作
を
生
ん
だ
。
だ

が
、
長
い
こ
と
貧
乏
暮
ら
し
が
続
い
た
。
小
さ

く
粗
末
な
家
。
紙
の
散
ら
か
っ
た
部
屋
に
、
よ

れ
よ
れ
の
着
物
を
着
た
大
雅
が
三
味
線
を
弾
き
、

奥
で
妻
玉ぎ

ょ
く

瀾ら
ん

（
高
名
な
画
家
）
が
琴
で
合
わ
せ

て
い
る
挿
絵
が
あ
る
。
貧
窮
の
中
で
も
実
に
楽

し
げ
に
合
奏
し
て
い
る
。

　
二
人
と
も
貪
欲
と
は
正
反
対
。
た
だ
画
境
を

深
め
る
こ
と
だ
け
を
考
え
て
い
た
。『
近
世
畸き

人じ
ん

伝
』
と
い
う
人
気
の
本
が
あ
る
。〝
変
人
集
〟
で

は
な
い
。
奇
特
な
人
、
人
格
者
、
忠
孝
の
士
な

ど
、
幅
広
い
人
物
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
大
雅

の
人
と
な
り
を
示
す
逸
話
も
書
か
れ
て
い
る
。

　
カ
リ
ス
マ
経
営
者
と
し
て
英
雄
視
さ
れ
た
カ

ル
ロ
ス
・
ゴ
ー
ン
氏
が
起
訴
さ
れ
た
。
法
的
に

は
、
報
酬
額
の
虚
偽
記
載
と
私
的
損
失
の
付
け

替
え
。
だ
が
、
事
の
本
質
は
倫
理
や
道
徳
観
に

あ
る
。
当
人
も
こ
れ
を
承
知
し
、
報
酬
の
公
表

が
社
員
を
刺
激
す
る
の
を
恐
れ
た
と
い
う
。
危

機
に
あ
っ
た
日
産
の
Ｖ
字
回
復
は
奇
跡
と
い
わ

れ
た
。
だ
が
２
万
人
も
解
雇
し
た
コ
ス
ト
カ
ッ

タ
ー
が
、
５
年
で
1
０
0
億
の
金
額
を
得
る
こ

と
に
、
強
い
違
和
感
を
持
つ
の
は
当
然
。
そ
れ

が
常
識
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
で
は
、
株
価
を
上
昇
さ
せ

た
経
営
者
に
巨
額
な
報
酬
を
与
え
、
一
般
社
員

は
低
い
賃
金
に
甘
ん
じ
る
。
ゴ
ー
ン
氏
は
米
国

の
経
営
者
と
比
べ
た
ら
高
額
で
な
い
と
い
う
が
、

共
感
を
得
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
心
あ
る
人
は
米

国
流
資
本
主
義
の
危
う
さ
と
、
た
が
が
外
れ
た

強
欲
さ
を
懸
念
し
て
い
る
。

　
経
済
学
の
父
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
自
由
な

市
場
競
争
を
重
視
し
た
。
だ
が
一
方
で
、
自
由

な
競
争
と
い
っ
て
も
、
社
会
の
中
に
信
頼
と
共

感
が
な
け
れ
ば
、
市
場
は
機
能
し
な
い
と
力
説

し
て
い
た
。
ゴ
ー
ン
流
経
営
は
、
日
本
社
会
に

深
く
堆
積
さ
れ
た
常
識
や
道
徳
観
念
に
は
、
そ

ぐ
わ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
欲
し
い
本
が
あ
っ
た
。
高
価
だ
っ
た
が
、
こ

つ
こ
つ
と
蓄
え
、
買
い
に
行
っ
た
ら
一
足
違

い
で
売
れ
て
い
た
。
本
の
た
め
に
用
立
て
た

銭
。
叶
わ
な
い
の
な
ら
用
は
な
い
と
、
八
坂
神

社
に
寄
附
し
た
。
あ
る
時
、
神
社
改
修
の
寄
附

を
求
め
ら
れ
た
。
貧
し
い
大
雅
に
は
銭
三
百
文

（
７
千
円
位
）。
晩
年
に
は
生
活
に
困
ら
な
く

な
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
金
銭
に
執
着
は
な
い
。

何
か
に
使
う
目
的
も
な
い
。
改
修
に
役
立
つ
な

ら
と
、押
入
れ
に
あ
っ
た
三
百
貫（
７
百
万
円
位
）

を
自
ら
背
負
っ
て
奉
じ
た
。

　
あ
る
日
、
大
阪
で
書
画
会
が
あ
っ
た
。
急
ぎ

立
っ
た
こ
と
か
ら
筆
箱
を
忘
れ
た
。
玉
瀾
が
気

づ
き
、
途
中
で
追
い
つ
き
渡
し
た
。「
こ
れ
は
ど

な
た
か
存
じ
ま
せ
ぬ
が
、
大
き
に
お
世
話
さ
ま

で
す
」
と
。
玉
瀾
は
黙
っ
て
帰
宅
し
た
。
自
分

の
書
画
は
、
天
か
ら
の
授
か
り
も
の
と
心
得
、

真
心
で
絵
と
戯
れ
た
。
大
雅
に
一
点
の
俗
悪
さ

も
な
い
と
い
わ
れ
る
背
景
は
こ
こ
に
あ
る
。

　
国
宝
『
十じ

ゅ
う

便べ
ん

十じ
ゅ
う

宜ぎ

図ず

』
に
は
、
限
り
な
い
安

ら
ぎ
を
覚
え
る
。「
十
便
」
は
都
会
で
得
ら
れ
な

い
便
利
さ
を
大
雅
が
、「
十
宜
」
は
四
季
の
移
ろ

い
を
蕪
村
が
描
い
た
。
二
つ
の
個
性
が
、
山
麓

の
自
然
の
恵
み
を
存
分
に
享
受
す
る
理
想
郷
を
、

表
現
し
て
い
る
。
川
端
康
成
が
新
築
資
金
を
投

じ
て
購
入
し
た
の
も
う
な
ず
け
る
。

　
清
貧
と
は
単
な
る
貧
乏
で
は
な
い
。
自
ら
の

思
想
と
意
志
で
作
り
だ
し
た
、
簡
素
な
生
の
形

を
い
う
。
俗
に
い
て
俗
の
塵
に
ま
み
れ
な
い
大

雅
の
清
貧
さ
に
、
真
の
豊
か
さ
を
感
じ
る
。

「
清
貧
と
い
う
豊
か
さ
」




