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の市政 窓

活
性
化
と
市
民
サ
ー
ビ
ス
の

向
上
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ま
す
。
市
民
の
皆
様
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　

岸
田
首
相
就
任
直
後
の
衆

議
院
解
散
・
総
選
挙
の
大
き

な
報
道
と
、
連
日
の
遊
説
車

か
ら
の
声
に
押
し
流
さ
れ
た

か
の
よ
う
に
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
者
数
は
減

少
い
た
し
ま
し
た
。
第
５
波

は
抑
え
込
ん
だ
よ
う
で
あ
り

ま
す
が
、
第
６
波
は
必
ず
襲

っ
て
く
る
と
言
わ
れ
て
お
り

ま
す
。
激
戦
を
勝
ち
抜
か
れ

た
議
員
に
は
、
選
挙
時
の
マ

イ
ク
公
約
だ
け
で
は
な
く
、

新
た
な
気
持
ち
で
疲
弊
し
た

日
常
生
活
の
改
善
や
経
済
の

回
復
を
早
期
に
図
ら
れ
る
よ

う
切
望
し
て
や
み
ま
せ
ん
。

　

今
日
ま
で
自
粛
や
規
制
に

よ
り
、
心
身
共
に
重
苦
し
い

日
が
続
い
て
お
り
ま
し
た
が
、

飲
食
店
の
制
限
解
除
な
ど
も

　

先
月
は
、
二
つ
の
包

括
連
携
協
定
を
締
結
い

た
し
ま
し
た
。

　

飯
高
檀
林
を
発
祥
の

地
と
す
る
立
正
大
学
様

と
は
、
檀
林
跡
の
保
存

活
用
や
教
育
・
文
化
の

振
興
、
ま
ち
づ
く
り
の

推
進
な
ど
11
項
目
に
わ

た
る
取
り
組
み
で
協
力

い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
た
、
株
式
会
社
カ
ス
ミ

様
と
は
、
移
動
ス
ー
パ
ー
の

運
行
に
よ
る
、
高
齢
者
な
ど

の
買
い
物
支
援
の
他
、
子
育

て
支
援
な
ど
の
協
定
を
締
結
。

今
後
、
相
互
の
連
携
を
深
め
、

協
働
の
も
と
本
市
の
一
層
の

あ
り
、
淡
い
光
が
見
え
る
安あ

ん

堵ど

感
漂
う
気
配
が
感
じ
ら
れ

ま
す
。
気
が
付
け
ば
秋
も
残

り
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
。

さ
わ
や
か
な
心
地
良
い
季
節

を
自
分
な
り
に
楽
し
む
と
と

も
に
、
ス
ポ
ー
ツ
面
で
も
施

設
利
用
の
時
間
制
限
の
中
で

感
染
防
止
対
策
を
施
し
、
良

き
仲
間
と
共
に
心
地
良
い
汗

を
流
し
て
お
り
ま
す
。

　

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
感
染

も
心
配
す
る
季
節
に
入
り
ま

す
。
い
ま
だ
恒
例
行
事
な
ど

で
は
開
催
中
止
が
続
い
て
お

り
ま
す
が
、
来
年
こ
そ
は
と

の
思
い
が
強
く
感
ず
る
よ
う

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の

た
め
に
は
、
な
ん
と
し
て
も

コ
ロ
ナ
感
染
症
の
第
６
波
を

食
い
止
め
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
油
断
す
る
こ
と
な
く

引
き
続
き
感
染
防
止
対
策
へ

の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
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如
来
寺
の
仏

長
谷
を
歩
く

　

今
年
は
、
平
安
時
代
の
初

め
に
天
台
宗
を
開
い
た
伝で

ん

教ぎ
ょ
う

大だ
い

師し

最
澄
の
１
２
０
０
年
大だ

い

遠お
ん

忌き

に
当
た
り
ま
す
。

　

千
葉
県
宗
教
法
人
名
簿
登

録
の
市
内
75
寺
の
う
ち
、
八

日
市
場
地
区
の
東
栄
寺
と
今

回
紹
介
す
る
長
谷
・
如
来
寺

（
共
興
地
区
）
な
ど
９
カ
寺

が
天
台
宗
寺
院
で
す
。

　

如
来
寺
の
創
建
は
１
３
１

９
年
、
ま
た
は
１
３
２
３
年

の
鎌
倉
時
代
の
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
は
末
寺
30
カ

寺
を
有
す
る
西
蓮
寺
（
現
在

の
茨
城
県
行な

め

方が
た

市
所
在
）
の

下
総
国
の
末
寺
３
カ
寺
に
如

来
寺
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
が
創
建
に
結
び
付

く
の
で
は
、
と

考
え
ら
れ
ま
す

が
詳
し
い
こ
と

は
分
か
り
ま
せ

ん
。

　

同
寺
に
は
、

寺
の
名
と
関
連

す
る
と
み
ら
れ

る
仏
像
が
ま
つ

ら
れ
て
い
ま
す
。

一
体
は
、
善
光

寺
式
阿
弥
陀
如

来
三
尊
像
（
市

指
定
文
化
財
）

で
す
。
善
光
寺

式
三
尊
像
は
鎌

倉
時
代
以
降
、

日
本
各
地
で
盛

ん
に
制
作
、
信

仰
さ
れ
た
と
さ

れ
ま
す
。

　

如
来
寺
の
像
は
銅ど

う

鋳ち
ゅ
う

造ぞ
う

で
、

背
中
に
刻
ま
れ
た
文
字
か
ら

「
修し

ゅ
う

蓮れ
ん

と
い
う
念
仏
行ぎ

ょ
う

者じ
ゃ

」

が
依
頼
、
造
立
し
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

も
う
一
体
は
現
在
の
本

堂
（
も
と
は
客
殿
）
に
ま
つ

ら
れ
る
阿
弥
陀
三
尊
像
で
す
。

中
央
の
阿
弥
陀
如
来
像
は
厨ず

子し

の
中
に
ま
つ
ら
れ
、
扉
の

部
分
の
向
か
っ
て
右
側
に
観

音
菩
薩
、
左
側
に
勢せ

い

至し

菩
薩

が
取
り
付
け
ら
れ
る
形
で
ま

つ
ら
れ
て
い
ま
す
。
あ
ま
り

目
に
す
る
こ
と
の
な
い
内う

ち

仏ぼ
と
け

の
形
式
の
像
で
す
。
制
作
年

代
は
江
戸
時
代
初
期
と
み
ら

れ
ま
す
が
、
正
確
な
こ
と
は

分
か
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
ほ
か
境
内
に
は
不
動

明
王
を
ま
つ
る
不
動
堂
や
か

つ
て
は
焔え

ん

魔ま

堂
も
あ
り
、
ま

た
「
下
総
四
十
九
薬
師
」
の

四
十
番
札
所
だ
っ
た
と
も
い

い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
長
谷
、
吉
崎

両
村
な
ど
に
14
の
門
徒
寺
を

有
し
た
古
寺
の
雰
囲
気
が
如

来
寺
に
は
あ
り
ま
す
。

（
市
文
化
財
審
議
会
委
員
・

 

依
知
川
雅
一
）

問
秘
書
課
広
報
広
聴
班

 

☎
73
・
０
０
８
０

油
断
す
る
こ
と
な
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