
匝瑳探訪

の市政 窓

の
一
方
で
は
、
働
き
盛
り
の

年
代
や
子
育
て
世
代
の
感
染

者
の
増
加
が
顕
著
と
な
り
非

常
に
心
配
で
あ
り
ま
す
。
市

と
い
た
し
ま
し
て
も
一
日
も

早
く
集
団
・
個
別
接
種
事
業

を
完
遂
し
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
も
四
季
は
巡

り
ま
す
。
稲
作
を
基
幹
産
業

と
す
る
本
市
で
は
、
台
風
な

ど
の
自
然
災
害
に
見
舞
わ
れ

る
こ
と
な
く
無
事
稲
刈
り
が

終
了
し
た
こ
と
は
喜
ば
し
い

こ
と
で
す
。
米
価
の
下
落
が

予
想
さ
れ
る
中
、
ま
ず
は
、

み
ん
な
で
お
い
し
い
ご
飯
を

食
べ
て
、
消
費
拡
大
に
努
め

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

農
繁
期
も
終
え
た
10
月
は
、

ス
ポ
ー
ツ
・
芸
術
・
文
化
・

行
楽
な
ど
に
参
加
し
、
錦
秋

を
思
う
存
分
楽
し
む
季
節
で

す
が
、
各
イ
ベ
ン
ト
な
ど
は

　

近
頃
は
「
し
ば
ら

く
!!
」「
お
元
気
で
し

た
か
？
」
の
あ
い
さ
つ

に
加
え
て
「
ワ
ク
チ
ン

打
ち
ま
し
た
か
？
」「
何

回
目
？
」
と
い
う
会
話

が
多
く
聞
か
れ
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
第
５
波
の
中
、
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
の
主
催
都
市
と
し

て
無
事
役
目
を
終
え
た
東
京

で
は
、
１
日
の
感
染
者
数
が

５
０
０
０
人
を
超
え
た
日
も

あ
り
、
緊
急
事
態
宣
言
が
延

長
さ
れ
医
療
機
関
も
逼ひ

っ

迫ぱ
く

、

多
く
の
感
染
者
が
自
宅
療
養

を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

最
近
で
は
感
染
者
数
も
減
少

傾
向
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、

そ
の
最
大
の
要
因
は
、
高
齢

者
を
先
頭
に
ワ
ク
チ
ン
接
種

の
普
及
率
の
向
上
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ

２
年
続
け
て
中
止
や
自
粛
を

強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
ら

ば
「
食
欲
の
秋
」
と
思
え
ど

も
飲
食
店
な
ど
に
も
制
限
が

か
け
ら
れ
て
お
り
、
欲
求
不

満
・
ス
ト
レ
ス
満
腹
。
こ
の

よ
う
な
状
況
下
で
密
を
避
け
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を

保
ち
、
健
康
増
進
と
爽
快
感

を
得
る
に
は「
散
歩
の
ま
ち
匝

瑳
」
が
提
唱
す
る
散
歩
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
市
で
は
こ
の

た
び
、
従
来
の
ふ
る
さ
と
自

然
散
策
道
な
ど
に
加
え
、
新

た
に
若
手
職
員
が
厳
選
し
た

「
11
の
散
歩
ル
ー
ト
」
を
設
定

い
た
し
ま
し
た
。
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
ほ
か
駅
前
の
「
匝
り
の

里
」
な
ど
で
ル
ー
ト
マ
ッ
プ
を

ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

ど
う
ぞ
お
出
掛
け
く
だ
さ

い
。
私
も
折
を
見
て
歩
い
て

み
よ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

匝
瑳
市
長
　

太
田
安
規

185

水
の
神

春
海
を
歩
く

　

刈
り
取
り
の
済
ん
だ
干
潟

八
万
石
を
眺
め
な
が
ら
コ
ロ

ナ
禍
の
秋
祭
り
を
気
に
掛
け

水
神
社
を
訪
ね
ま
し
た
。

　

数
年
前
か
ら
神
社
や
寺
院

の
御
朱
印
が
ブ
ー
ム
と
聞
い

て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
日
参

詣
者
に
出
会
い
ま
し
た
。

　

春
海
の
水
神
社
は
お
よ
そ

３
５
０
年
前
、
椿

つ
ば
き
の
う
み
湖
が
干
拓

さ
れ
新
田
18
カ
村
の
成
立
に

伴
い
ま
つ
ら
れ
た
「
三
社
五

カ
寺
」の
う
ち
の
一
社
で
す
。

　

１
６
７
０
（
寛
文
10
）
年

か
ら
始
ま
っ
た
干
拓
工
事
の

無
事
を
こ
の
三
社
に
祈
願
し

た
と
さ
れ
、
工
事
完
了
後
の

１
６
７
８
（
延
宝
６
）
年
に

幕
府
か
ら
建

立
が
許
可
さ

れ
ま
し
た
。

そ
し
て
新
田

村
の
総
鎮
守

と
し
て
農
民

の
信
仰
を
集

め
ま
し
た
。

　

椿
新
田
の

販
売
は
１
６

７
４
（
延
宝

２
）
年
か
ら

開
始
さ
れ
ま

し
た
が
、
ま

だ
湿
地
が
多

く
農
民
の
屋

敷
地
に
は
適

さ
な
か
っ
た

も
の
の
幕
府

が
移
住
を
奨

励
す
る
な
ど

し
た
た
め
次
第
に
定
住
が
進

み
、
工
事
開
始
か
ら
25
年
ほ

ど
た
っ
た
１
６
９
５
（
元
禄

８
）
年
に
検
地
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
そ
の
検
地
帳
に
「
水

神
宮
の
境
内
地
五
畝
十
八

歩
」
と
あ
り
、
こ
の
記
録
は

翌
年
に
成
立
し
た
春
海
村
の

い
わ
ば
土
地
台
帳
に
当
た
る

も
の
で
す
。

　

境
内
に
残
る
１
７
７
７

（
安
永
６
）
年
に
奉
納
さ
れ

た
手
洗
石
に
は
「
水
天
宮
」

と
刻
ま
れ
、
当
時
は
そ
う
呼

ば
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

１
８
４
０
年
代
の
記
録
に

は
「
春
海
村　

椿
水
天
宮
」

「
春
海
村　

水
神
弁
財
天
」

な
ど
と
も
あ
り
ま
す
。

　

神
社
境
内
に
は
多
く
の
石せ

き

祠し

（
石
の
宮
）
が
ま
つ
ら
れ

て
い
ま
す
。「
稲
荷
宮
」「
子

安
大
明
神
」「
天
満
宮
」「
大

杉
大
明
神
」、
さ
ら
に
は「
庚

申
塔
」
な
ど
１
７
５
０
年
代

か
ら
春
海
村
全
体
や
個
人
が

寄
進
し
造
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

水
神
社
の
秋
祭
り
は
例
年

と
は
や
や
形
を
変
え
て
行
わ

れ
る
と
の
こ
と
で
す
。
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