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市 長室から

この秋、本物の味を！

日
本
人
の
死
亡
原
因
で
最
も
多
い
の
は
、

が
ん
で
す
。
平
成
１６
年
の
国
の
人
口
動
態
調

査
に
よ
る
と
、
岡
山
県
の
が
ん
死
亡
者
数
は

５
０
１
６
人
で
、
全
体
の
約
３
割
を
占
め
て

い
ま
す
。
ま
た
、
総
社
市
で
は
１
７
６
人
で
、

こ
れ
も
同
様
の
傾
向
に
あ
る
よ
う
で
す
。
臓

器
別
に
み
る
と
、
最
も
多
い
の
が
肺
で
、
こ

れ
に
続
く
の
が
、
肝
臓
、
胃
、
大
腸
（
結

腸
・
直
腸
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
日
、
が
ん
の
原
因
の
多
く
は
、
私
た
ち

を
取
り
巻
く
環
境
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
が
ん
予
防
の
第
一
歩
は
、
発
生
そ
の

も
の
を
抑
え
る
こ
と
に
つ
き
ま
す
。
参
考
の

た
め
に
、
世
界
癌が
ん

研
究
基
金
と
ア
メ
リ
カ
の

癌
研
究
協
会
が
発
表
し
た
、
が
ん
予
防
１５
か

条
を
紹
介
し
ま
す
。

第
１
条

植
物
性
食
品
を
中
心
に
し
た
食
事

第
２
条

肥
満
を
避
け
る

第
３
条

運
動
の
維
持
。
１
日
１
時
間
の

速
足
歩
行
と
週
に
１
時
間
の
強

い
運
動

第
４
条

野
菜
や
果
物
を
１
日
４
０
０
〜

８
０
０
ｇ
と
る

第
５
条

穀
類
・
豆
類
・
根
菜
類
を
１
日

６
０
０
〜
８
０
０
ｇ
と
る

第
６
条

お
酒
は
適
量
（
１
日
に
男
性
１
合
、

女
性
は
０.

５
合
ま
で
）

第
７
条

赤
身
の
肉
は
、
１
日
８０
ｇ
以
下
。

牛
肉
よ
り
魚
肉
・
鶏
肉
が
良
い

第
８
条

動
物
性
脂
肪
を
控
え
る
。
植
物

性
脂
肪
を
適
度
に
と
る

第
９
条

塩
分
は
１
日
６
ｇ
以
下

第
１０
条

食
品
に
カ
ビ
が
生
え
な
い
よ
う
に

貯
蔵
す
る
。
室
温
で
長
時
間
置
か

れ
た
も
の
は
避
け
る

第
１１
条

食
品
は
腐
ら
な
い
よ
う
に
冷
蔵

庫
で
保
存

第
１２
条

食
品
添
加
物
や
残
留
農
薬
に
注
意

第
１３
条

焦
げ
た
肉
や
魚
を
避
け
る
。
な

る
べ
く
直
火
で
調
理
し
な
い

第
１４
条

栄
養
補
助
食
品
は
、
不
要

第
１５
条

タ
バ
コ
は
吸
わ
な
い

毎
日
の
生
活
の
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
に
気
を
付
け
て
、
が
ん
の
発
生
を
予
防
し

ま
し
ょ
う
。

健 康アドバイス（吉備医師会から）

がんの予防について

榮　康行医師

猛
暑
も
去
り
９
月
と
な
り
ま
し
た
。
秋
の
到

来
で
す
。
９
月
は
陰
暦
で
長
月
、
ま
た
は
菊
月
と

い
う
。
長
月
の
語
源
は
、
夜
が
だ
ん
だ
ん
長
く
な

る「
夜
長
月
」の
略
と
さ
れ
て
い
る
が
、
秋
は
ス
ポ

ー
ツ
の
秋
・
読
書
の
秋
・
実
り
の
秋
そ
し
て
食
欲
の

秋
で
も
あ
る
。

総
社
市
は
「
本
物
志
向
」
を
掲
げ
て
ま
ち
づ
く

り
を
す
す
め
て
お
り
ま
す
。
先
月
ト
マ
ト
の
「
サ

ン
ロ
ー
ド
」
を
紹
介
し
た
が
、
モ
モ
・
ブ
ド
ウ
・

ナ
ス
・
ア
ス
パ
ラ
の
ほ
か
、
無
農
薬
米
・
赤
米
・

も
ち
麦
・
改
良
シ
モ
ン
芋
と
「
本
物
の
味
」
が
い

っ
ぱ
い
あ
る
。
多
く
の
皆
様
に
味
わ
っ
て
ほ
し
い
。

ご
自
分
で
栽
培
す
る
の
も
良
い
と
思
い
ま
す
。

栽
培
と
い
え
ば
、
最
近
、
マ
ツ
タ
ケ
栽
培
の
本

を
読
ん
だ
。
元
岩
泉
ま
つ
た
け
研
究
所
所
長
の
吉

村
文
彦
氏
が
、
マ
ツ
タ
ケ
山
復
活
の
発
想
と
技
術

を
『
こ
こ
ま
で
来
た
！
ま
つ
た
け
栽
培
』
と
い
う

本
で
写
真
入
り
で
解
説
し
て
い
る
。
岩
手
県
岩
泉

町
に
お
い
て
１５
年
間
マ
ツ
タ
ケ
山
に
取
り
組
み
大

き
な
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。

ま
た
、
里
山
を
保
全
す
る
こ
と
と
マ
ツ
タ
ケ
増

産
の
山
造
り
は
同
じ
意
味
で
あ
る
と
聞
い
て
、
目

か
ら
う
ろ
こ
で
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
た
。
総

社
市
も
６
割
以
上
は
山
林
で
あ
る
。
松
く
い
虫
に

よ
り
激
減
し
た
も
の
の
、
ま
だ
ま
だ
市
内
の
里
山

に
ア
カ
マ
ツ
は
残
っ
て
い
る
し
、
松
く
い
虫
被
害

後
に
自
生
し
た
若
い
ア
カ
マ
ツ
も
見
受
け
る
。
こ

の
若
い
ア
カ
マ
ツ
こ
そ
が
可
能
性
を
秘
め
て
い

る
。マ

ツ
タ
ケ
は
、
若
い
ア
カ
マ
ツ
か
ら
養
分
を
吸

収
し
ま
す
。
肝
心
な
こ
と
は
若
い
ア
カ
マ
ツ
の
根

に
マ
ツ
タ
ケ
菌
を
感
染
さ
せ
る
こ
と
。
一
言
で
言

う
と
、
昭
和
１５
年
ご
ろ
の
よ
う
な
山
の
状
態
に
す

れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
だ
が
、
一
笑
に
付
す
方
も

お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
岩
泉
町
で
は
こ
れ
を
実
践
し
て
、
マ

ツ
タ
ケ
の
収
量
が
増
え
て
”マ
ツ
タ
ケ
御
殿
“
を

建
て
た
人
も
お
ら
れ
る
と
い
う
か
ら
、
取
り
組
む

価
値
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

成
功
す
れ
ば
、「
本
物
の
味
」
備
中
マ
ツ
タ
ケ

が
味
わ
え
る
と
同
時
に
、
大
き
な
収
入
源
に
な
る

で
し
ょ
う
。

シ リ ー ズ

清
音
支
所
を
南
に
約
３
０
０
ｍ
。
軽
部
山

の
ふ
も
と
の
山
腹
に
、
山
を
背
に
し
て
建
っ

て
い
る
の
が
大
覚
寺
で
す
。
こ
の
寺
を
開
山

し
た
大
覚
大
僧
正
は
、
後
醍
醐
天
皇
の
皇
子

と
か
、
近
衛
関
白
藤
原
経
忠
の
子
と
も
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

大
覚
寺
に
は
、
大
覚
大
僧
正
の
直
筆
と
さ

れ
る
御
題
目
石
が
あ
り
、
県
の
重
要
文
化
財

の
指
定
を
受
け
て
い
ま
す
。
題
目
石
と
は
、

日
蓮
宗
の
題
目
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
の
文
字

を
刻
ん
だ
石
塔
の
こ
と
で
す
。

暦
応
５
年
（
１
３
４
２
年
）、
現
在
の
清
音

軽
部
地
区
に
あ
っ
た
軽
部
宿
で
布
教
に
あ
た

っ
て
い
た
大
覚
大
僧
正
が
、
建
武
３
年
（
１

３
３
６
年
）
に
起
こ
っ
た
福
山
合
戦
の
戦
死

者
の
７
回
忌
の
供
養
す
る
た
め
に
、
大
覚
寺

の
御
題
目
石
は
、
建
て
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
大
覚
大
僧
正
が
建
て
た
御
題
目
石
は
、

こ
の
ほ
か
に
も
和
気
町
の
法
泉
寺
と
岡
山
市

の
西
辛
川
大
覚
教
会
に
も
あ
り
、
三
大
題
目

石
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
も
大
覚

寺
の
も
の
は
、
か
さ
・
さ
お
・
台
の
全
て
が

そ
ろ
っ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
最
も
早
い
時

期
に
建
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
た
い
へ

ん
貴
重
な
も
の
で
す
。

実
は
こ
の
御
題
目
石
、
建
立
後
は
、
時
代

の
移
り
変
わ
り
の
な
か
で
、
次
第
に
粗
末
に

扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
明
治
時
代
に
は
、
一

時
ひ
そ
か
に
西
辛
川
大
教
会
に
移
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
知
っ
た
当
時
の

村
人
た
ち
は
、
再
び
大
覚
寺
に
持
ち
帰
り
ま

し
た
。
そ
の
後
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
熱

心
な
信
者
ら
の
手
に
よ
り
、
大
切
に
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
意
外
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
秘
め
ら

れ
て
い
た
御
題
目
石
。
今
は
、
立
派
な
本
堂

の
な
か
に
、
静
か
に
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
皆
さ
ん
か
ら
の
情

報
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
身
の
回
り
に
あ

る
旧
跡
や
景
観
、
ユ
ニ
ー
ク
な
ス
ポ
ッ
ト
。

ま
た
、
地
域
の
行
事
、
食
べ
物
、
言
い
伝
え

な
ど
何
で
も
結
構
で
す
。
ま
ち
づ
く
り
支
援

室
ま
ち
づ
く
り
支
援
係
（
1
(2
８
２
４
２
）

ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

や っぱりええなあ。総社のまち介 護保険

高齢者の安心をお手伝い

「
お
金
の
管
理
ち
ょ
っ
と
心
配
だ
な
…
…
」

「
実
家
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
認
知
症
が
あ
る

け
ど
悪
い
人
に
引
っ
掛
か
ら
な
い
か
し
ら
…

…
」。
最
近
、
高
齢
者
が
日
常
生
活
の
な
か

で
、
悪
徳
商
法
な
ど
の
被
害
に
遭
う
こ
と
が

多
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
契
約

や
日
常
の
金
銭
管
理
な
ど
の
安
心
を
支
え
る

２
つ
の
制
度
を
紹
介
し
ま
す
。

◎
成
年
後
見
制
度

認
知
症
の
人
な
ど
で
、
判
断
能
力
の
不
十

分
な
人
は
、
財
産
管
理
や
契
約
、
遺
産
分
割

な
ど
の
法
律
行
為
を
行
う
こ
と
が
む
ず
か
し

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
悪
徳
商
法
な

ど
の
被
害
に
遭
う
お
そ
れ
も
あ
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
皆
さ
ん
を
保
護
し
支
援
す
る
の

が
、
成
年
後
見
制
度
で
す
。
こ
の
制
度
で
は
、

家
庭
裁
判
所
が
選
任
し
た
「
後
見
人
等
」
が
、

本
人
に
代
わ
っ
て
必
要
な
法
律
行
為
の
支
援

を
行
い
ま
す
。
重
要
な
法
律
行
為
を
行
う
と

き
や
施
設
へ
の
入
所
契
約
な
ど
、
本
人
の
身

上
を
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、

こ
の
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◎
地
域
福
祉
権
利
擁
護
事
業

「
い
ろ
い
ろ
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

た
い
け
ど
、
手
続
き
の
仕
方
が
分
か
ら
な
い
」

「
銀
行
に
行
っ
て
お
金
を
下
ろ
し
た
い
け
ど
、

自
信
が
な
い
」「
訪
問
販
売
の
人
が
家
に
来

た
と
き
、
ど
う
対
応
し
て
良
い
か
分
か
ら
な

い
」。
毎
日
の
暮
ら
し
の
な
か
に
は
、
い
ろ

い
ろ
な
不
安
や
疑
問
、
判
断
に
迷
っ
て
し
ま

う
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
地
域
福
祉

権
利
擁
護
事
業
は
、
こ
ん
な
と
き
、
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
利
用
手
続
き
や
日
常
の
金
銭
管
理

の
お
手
伝
い
を
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
各
種

料
金
の
支
払
代
行
や
、
商
品
購
入
に
関
す
る

簡
易
な
苦
情
処
理
、
通
帳
や
証
書
な
ど
の
管

理
を
行
い
ま
す
。
本
人
の
判
断
能
力
の
低
下

が
少
な
く
、
こ
の
よ
う
な
日
常
的
な
援
助
が

必
要
な
と
き
は
、
地
域
福
祉
権
利
擁
護
事
業

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

こ
れ
ら
の
制
度
を
利
用
し
た
い
人
や
説
明

を
聞
き
た
い
人
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
ま
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

介
護
保
険
課
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
（
1
(2
８
２
４
４
）

大覚寺の御題目石




