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矢
板
市
に
は
、
一
区
か
ら
六

区
ま
で
、
「
区
」
の
つ
く
行
政

区
が
あ
り
ま
す
。
一
区
っ
て
ど

の
辺
な
ん
だ
ろ
う
と
い
う
素
朴

な
疑
問
を
持
た
れ
た
方
は
い
ま

せ
ん
か
？

そ
こ
で
そ
の
疑
問
を
解
消
す

べ
く
、
区
長
の
高
橋
易
男
さ
ん

に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

◆
矢
板
一
区
っ
て
ど
こ
に
あ
る

の
？一

口
で
言
え
ば
市
役
所
の
周

辺
。
地
番
と
し
て
は
、
矢
板
市

矢
板
と
本
町
の
一
部
が
含
ま
れ

県
道
を
挟
ん
で
東
に
少
し
と
西

は
現
在
工
事
中
の
矢
板
バ
イ
パ

ス
ま
で
。
以
前
は
京
町
と
も
呼

ば
れ
て
い
ま
し
た
。

◆
昔
は
文
教
の
ま
ち
、
今
は
公

共
と
文
教
の
ま
ち

今
か
ら
約
五
十
年
前
に
は
、

市
役
所
（
当
時
は
町
役
場
）
は

別
な
場
所
に
あ
り
、
今
の
市
役

所
の
敷
地
は
以
前
は
女
学
校
で

矢
小
と
女
学
校
が
向
か
い
合
わ

せ
に
在
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
し

て
北
側
の
駐
車
場
の
と
こ
ろ
に

は
塩
谷
庁
舎
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、

昭
和
三
十

三
年
に
市

制
が
施
行

さ
れ
矢
板

市
に
な
っ

た
四
年
後

に
市
役
所

が
今
の
地
に
移
り
、
川
の
反
対

側
に
は
、
文
化
会
館
、
公
民
館

が
、
そ
し
て
矢
板
小
学
校
（
一

部
分
）
や
図
書
館
、
シ
ル
バ
ー

大
学
校
と
公
共
施
設
と
文
教
施

設
が
あ
り
、
市
民
の
生
活
と
憩

い
に
必
要
な
施
設
が
ま
と
ま
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
多
く
の

市
民
が
こ
こ
を
利
用
し
て
い
ま

す
。

◆
こ
れ
か
ら
の
一
区
は
？

先
月
四
月
末
に
オ
ー
プ

ン
し
た
道
の
駅
エ
コ
モ
デ

ル
ハ
ウ
ス
と
、
来
年
春
に

は
矢
板
バ
イ
パ
ス
の
開
通

と
共
に
「
道
の
駅
や
い
た
」

が
開
業
し
ま
す
。

現
在
道
の
駅
の
目
玉
商

品
の
開
発
に
関
係
者
は
苦

労
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
ど
ん
な
特
徴
の
あ
る

「
道
の
駅
」
が
誕
生
す
る

か
楽
し
み
で
す
。
ま
た
そ

れ
に
よ
り
、
矢
板
市
民
だ

け
で
な
く
多
く
の
市
外
か
ら
の

人
た
ち
が
来
場
す
る
こ
と
で
し
ょ

う
。

◆
行
政
区
と
し
て
の
課
題
は
？

こ
の
よ
う
な
周
辺
環
境
の
一

区
で
す
が
、
約
二
〇
〇
人
の
区

民
に
小
学
生
が
七
～
八
人
し
か

い
な
い
の
で
、
育
成
会
も
二
区

と
合
同
で
組
織
し
て
い
る
状
況

で
す
。
若
い
人
が
少
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
事
業
を
計
画
し
て

も
参
加
す
る
人
が
少
な
い
の
で
、

継
続
が
難
し
い
。
そ
ん
な
事
情

か
ら
行
政
区
と
し
て
の
活
動
が

少
な
い
の
が
実
態
で
す
。

ま
ち
な
か
の
行
政
区
だ
か
ら

こ
そ
の
悩
み
を
お
話
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

前
号
で
は
市
の
一
番
東
に

あ
る
豊
田
行
政
区
を
紹
介
し

ま
し
た
が
、
一
番
南
は
ど
の

行
政
区
だ
ろ
う
と
調
べ
て
み

た
ら
大
槻
で
し
た
。
そ
し
て
、

お
祭
り
に
熱
い
と
い
う
話
も

…
。大

槻
に
は
上
と
下
の
二
つ

の
行
政
区
が
あ
り
ま
す
が
、

行
事
は
共
同
で
行
っ
て
い
ま

す
。
二
人
の
区
長
さ
ん
に
お

話
を
伺
い
ま
し
た
。

◆
き
ず
な
の
強
い
大
槻
区
民

上
大
槻
区
長
の
富
川
輝
国

氏
、
下
大
槻
区
長
の
大
谷
昇

氏
と
も
異
口
同
音
に
「
大
槻

の
区
民
は
ま
と
ま
り
が
強
い

の
で
、
年
に
数
回
の
お
祭
り

が
で
き
る
。
お
祭
り
好
き
な

区
民
で
す
。
そ
の
理
由
は
、

ほ
と
ん
ど
の
区
民
が
昔
か
ら

居
住
し
て
親
戚
付
き
合
い
を

し
て
い
る
か
ら
…
」
と
話
し

て
く
れ
ま
し
た
。

石
上
神
社
の
秋
祭
り
、
観

音
堂
の
観
音
さ
ま
、
日
枝
神

社
の
秋
祭
り
に
は
、
両
行
政

区
か
ら
一
班
ず
つ
当
番
を
出

し
お
祭
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
梵
天
保
存
会
が
中
心

で
の
梵
天
祭
り
、
さ
ら
に
は

公
民
館
主
催
に
よ
る
大
槻
ふ

れ
あ
い
祭
り
も
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

◆
市
で
唯
一
梵
天
祭
り
に
参

加
羽
黒
山
神
社
の
秋
祭
り
に

梵
天
を
作
り
餅
や
お
神
酒
と

共
に
奉
納
す
る
も
の
で
、
町

内
は
担
い
で
廻
り
（
昔
は
羽

黒
山
ま
で
担
い
で
行
っ
た
そ

う
で
す
が
）
、
そ
の
後
は
ト

ラ
ッ
ク
で
羽
黒
山
神
社
へ
運

び
奉
納
し
ま
す
。

「
梵
天
保
存
会
」
の
メ
ン

バ
ー
が
中
心
に
な
り
、
二
本

の
竹
を
切
り
出
し
、
幣
束
や

細
い
紙
を
結
び
つ
け
完
成
さ

せ
る
の
に
四
～
五
日
か
か
る

そ
う
で
す
。

以
前
は
近
隣
の
集
落
か
ら

も
羽
黒
山
に
奉
納
し
て
い
た

そ
う
で
す
が
、
今
で
は
矢
板

市
内
で
は
こ
こ
大
槻
だ
け
が

続
け
て
い
る
お
祭
り

だ
そ
う
で
す
。

◆
公
民
館
活
動

大
槻
の
区
民
は
上
、

下
合
計
約
六
百
人
。

一
カ
所
の
公
民
館
で
、

カ
ラ
オ
ケ
、
書
道
教

室
そ
の
他
の
懇
親
の

集
ま
り
が
多
く
開
か

れ
て
い
て
、
有
効
に
公
民
館

を
活
用
し
て
い
ま
す
。
昨
年

一
年
間
に
延
べ
で
二
千
三
百

人
が
利
用
し
た
そ
う
で
す
。

ま
た
、
「
郷
里
の
記
録
編

纂
委
員
会
」
を
結
成
し
て
、

平
成
十
八
年
と
十
九
年
に
か

け
て
「
郷
土
の
記
録
Ⅰ

大

槻
の
歳
時
記
」
と
「
郷
土
の

記
録
Ⅱ

大
槻
の
野
仏
・
石

碑
」
を
発
行
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
長
い
年
月
の
う

ち
に
培
わ
れ
た
伝
統
・
文
化

を
大
切
に
守
っ
て
き
た
大
槻

な
ら
で
は
の
活
動
で
、
歴
史

的
背
景
に
裏
打
ち
さ
れ
た
風

俗
・
慣
習
を
後
の
時
代
に
も

伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
記
録
に

残
す
こ
と
に
し
た
そ
う
で
す
。

矢
板
一
区

大
槻
行
政
区

矢
板
市
に
あ
る
六
十
八
の
行
政
区
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
か
わ
ら
版

記
者
が
注
目
し
た
各
行
政
区
独
自

の
と
り
く
み
や
歴
史
な
ど
を
ご
紹

介
し
ま
す
。
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