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豊
岡
地
域
の
三
江
地
区
は
豊
岡
市

の
東
部
に
位
置
し
、
10
の
行
政
区
で

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
農
地
の
面
積

は
、
お
お
よ
そ
1
6
1
ヘ
ク
タ
ー
ル

あ
り
、
多
く
の
住
宅
や
団
地
な
ど
も
立

地
す
る
一
方
で
、
水
田
や
鎌
谷
川
、
六

方
川
と
い
っ
た
円
山
川
に
注
ぐ
自
然

豊
か
な
景
観
の
残
る
地
域
で
あ
り
ま

す
。
ま
た
、旧
郷
名
で
あ
る
「
三
江
郷
」

の
名
を
今
に
引
き
継
い
で
い
ま
す
。

　

三
江
地
区
で
は
、
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
郷

公
園
の
建
設
を
機
に
コ
ウ
ノ
ト
リ
と

共
生
で
き
る
環
境
づ
く
り
が
地
域
を

挙
げ
て
取
り
組
ま
れ
、
農
業
で
は
環
境

保
全
型
の
水
稲
づ
く
り
、
ア
イ
ガ
モ
農

法
、
冬
季
湛
水
な
ど

多
様
な
生
き
物
を
育

む
水
田
づ
く
り
の
さ

き
が
け
と
し
て
取
り

組
み
が
な
さ
れ
て
き

ま
し
た
。

　

し
か
し
近
年
、
水

稲
の
作
付
は
な
く
と

も
保
全
管
理
ま
で
は
な
さ
れ
て

い
た
水
田
に
少
し
ず
つ
遊
休
農

地
が
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

一
部
に
耕
作
者
の
変
更
な
く
農
地

の
所
有
者
が
地
域
を
離
れ
た
り
、
農
道

整
備
や
水
利
の
維
持
管
理
へ
の
負
担
、

農
機
具
へ
の
投
資
、
有
害
鳥
獣
へ
の
対

応
、
耕
作
者
の
高
齢
化
、
担
い
手
の
不

足
な
ど
の
事
由
に
よ
り
農
地
の
遊
休

化
が
発
生
し
つ
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
所
有
者
等
に

今
後
の
利
用
を
聞
き
取
り
、
そ
の
意
向

を
勘
案
し
た
利
用
調
整
を
行
う
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、
条
件
の
良
い
農
地
で

な
け
れ
ば
利
用
調
整
が
難
し
く
な
っ

て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
期
待
す
る
の
が
、

集
落
や
地
域
を
超
え
た
広
域
的
な
農

業
の
取
り
組
み
や
個
人
・
法
人
を
問
わ

な
い
新
規
就
農
者
の
参
画
で
す
。

　

こ
れ
は
、
三
江
地
区
だ
け
の
問
題
で

は
な
く
豊
岡
市
全
域
に
共
通
の
課
題

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ま
で
農

地
を
守
っ
て
き
た
先
人
や
次
の
世
代

の
人
た
ち
に
対
し
、
農
地
を
保
全
し
て

い
く
こ
と
は
今
の
私
た
ち
の
責
任
の

ひ
と
つ
で
あ
る
と
思
う
と
こ
ろ
で
す
。

（
推
進
委
員　

河
本　

嘉
一
）

　

清
滝
地
区
は
、
豊
岡
市
の
南
西
部
、

神
鍋
山
と
大
岡
山
の
南
麓
に
位
置
し
、

稲
葉
川
と
太
田
川
・
大
岡
川
と
の
流

域
沿
い
に
、
７
行
政
区
の
４
３
０
世

帯
余
り
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
地

形
上
の
特
徴
と
し
て
は
、
南
端
の
十

戸
区
か
ら
北
端
の
太
田
区
ま
で
、
直

線
約
５
㎞
で
、
標
高
差
２
５
０
ｍ
の

典
型
的
な
中
山
間
地
域
で
す
。
圃
場

面
積
は
全
体
で
約
２
０
０
ヘ
ク
タ
ー

ル
の
規
模
で
す
。
居
住
区
近
く
の
耕

地
整
理
さ
れ
た
広
い
圃
場
で
構
成
さ

れ
た
農
地
と
居
住
地
か
ら
離
れ
た
狭

く
昔
な
が
ら
の
棚
田
で
構
成
さ
れ
た

農
地
が
あ
り
、
遊
休
農
地
８
・
４
ヘ

ク
タ
ー
ル
の
ほ
と
ん
ど
が
後
者
に
存

在
し
、
こ
れ
が
地
区
の
大
き
な
課
題

で
す
。

　

農
産
物
の
特
色
は
、「
桜
・
清
流

の
郷　

き
よ
た
き
」
ら
し
く
、
豊
か

で
き
れ
い
な
水
と
高
原
で
の
、
米

と
野
菜
・
果
実
づ
く
り
で
す
。
米
は
、

「
神
鍋
米
」
ブ
ラ
ン
ド
が
多
く
、
良

質
で
美
味
し
い
米
づ
く
り
に
こ

だ
わ
り
、
Ｊ
Ａ
た
じ
ま
扱
い
の
一

般
の
こ
し
ひ
か
り
一
等
米
比
率

45
％
に
対
し
、「
神
鍋
米
」
は
、
令

和
2
年
実
績
86
％
で
す
。
高
原
野

菜
・
果
実
と
し
て
、
キ
ャ
ベ
ツ
・
ス

イ
カ
・
リ
ン
ゴ
を
多
く
出
荷
し
て
い

ま
す
。
規
模
は
小
さ
い
が
特
徴
的
な

の
が
、
わ
さ
び
で
す
。「
十
戸
の
清

水
」
は
、
約
13
℃
の
湧
き
水
が
、
毎

秒
約
７
０
０
㍑
湧
き
出
し
、
養
鱒
・

わ
さ
び
栽
培
・
米
作
り
に
利
用
さ
れ

ま
す
。こ
の
環
境
を
生
か
し
、33
ア
ー

ル
の
「
日
本
一
海
抜
の
低
い
わ
さ
び

田
」
で
、
60
年
間
わ
さ
び
栽
培
が
継

承
さ
れ
、
美
味
し
い
と
評
判
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
大
切
な
地
域
の
農
地

を
守
る
べ
く
、
各
区
な
り
の
施
策
を

打
ち
な
が
ら
農
地
保
全
さ
れ
て
い
ま

す
。
地
区
の
農
会
長
会
を
は
じ
め
、

区
長
会
・
農
地
所
有
者
と
協
力
し
、

遊
休
農
地
解
消
と
地
区
の
豊
か
な
自

然
環
境
を
守
っ
て
参
り
ま
す
。

（
推
進
委
員　

西
口　

覚
）
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「
コ
ウ
ノ
ト
リ
と
共
に
育
つ
農
業
」

「
環
境
に
や
さ
し
い
農
法
」
と
し
て
合

鴨
農
法
に
取
り
組
ん
で
25
年
目
を
迎

え
ま
し
た
。

　

田
植
え
後
、
1
、
2
週
間
も
す
る

と
田
ん
ぼ
の
中
は
ミ
ジ
ン
コ
、
ホ
ウ

ネ
ン
エ
ビ
、
貝
エ
ビ
、
カ
ブ
ト
エ
ビ

な
ど
が
大
発
生
し
賑
や
か
に
な
り
ま

す
。
そ
の
後
、
ア
イ
ガ
モ
の
雛
を
田

ん
ぼ
に
10
ア
ー
ル
に
15
羽
か
ら
20
羽

放
ち
、
雑
草
、
水
生
生
物
、
害
虫
、

餌
の
く
ず
米
を
食
べ
て
育
ち
ま
す
。

　

ア
イ
ガ
モ
の
フ
ン
は
稲
の
養
分
と

な
り
、
ア
イ
ガ

モ
と
稲
は
一
緒

に
大
き
く
な
り

ま
す
。
雑
草
も

害
虫
も
大
切
な

資
源
と
な
る
の

で
す
。

　

今
の
稲
作
は
、

機
械
に
頼
り
、

栽
培
管
理
を
人

力
に
頼
り
複
雑

で
多
く
の
労
働

力
が
必
要
で
す
。

　

合
鴨
農
法
は
、

畜
産
と
稲
作
と

い
う
多
様
性
と
、

い
っ
さ
い
ア
イ
ガ
モ
に
任
せ
る
省
力

化
を
兼
備
さ
せ
た
技
術
体
系
で
す
。

ま
た
、「
育
っ
た
ア
イ
ガ
モ
を
食
べ
る

な
ん
て
」
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す

が
、
生
き
て
い
る
も
の
は
生
き
て
い

る
も
の
を
食
べ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
私
た
ち
も
こ
の
命
の
連
鎖
の
中

で
生
き
て
い
ま
す
。

　

問
題
は
、
日
ご
ろ
食
べ
て
い
る
物
を

か
わ
い
そ
う
と
思
わ
な
い
、
市
場
経

済
、大
量
消
費
、分
業
社
会
の
中
で
「
命

の
連
鎖
」
が
認
識
で
き
な
く
な
っ
て

き
た
こ
と
で
す
。

　

合
鴨
農
法
の
課
題
は
合
鴨
農
法
者
の

高
齢
化
、
労
働
力
の
い
る
網
張
作
業

が
若
い
人
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い

と
こ
ろ
で
す
。

　

放
し
飼
い
の
た
め
鳥
獣
害
被
害
は

拡
大
し
、
特
に
カ
ラ
ス
、
タ
カ
の
被

害
が
多
く
、
い
ろ
い
ろ
な
テ
グ
ス
が

防
鳥
に
効
く
と
試
し
ま
し
た
が
、
解

決
に
は
至
ら
ず
、
最
終
的
に
、
防
鳥

網
に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
。

　

沢
山
の
手
間
と
労
力
が
か
か
る
農

法
で
す
が
、
田
ん
ぼ
か
ら
い
た
だ
く

自
然
情
報
は
、
未
整
理
の
情
報
で
、

目
や
耳
だ
け
で
は
な
く
か
ら
だ
全
体

で
受
け
る
情
報
が
多
い
で
す
。
だ
か

ら
農
業
は
面
白
い
ん
で
す
。

　

田
ん
ぼ
は
宝
物
（
田
か
ら
物
）
で
す
。

（
農
業
委
員　

宮
岡　

正
則
）

　

出
石
町
片
間
ふ
れ
あ
い
農
園

は
、
ラ
ベ
ン
ダ
ー
と
小
果
樹
（
ブ

ル
ー
ベ
リ
ー
、
ユ
ス
ラ
ウ
メ
、
ヤ

マ
モ
モ
等
）
の
観
光
農
園
と
し
て
、

平
成
5
年
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

当
初
は
、
ラ
ベ
ン
ダ
ー
を
中
心
に

地
区
ぐ
る
み
で
イ
ベ
ン
ト
を
行
い
、

多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
土
地
に
合
わ
な
か
っ
た

の
か
、
ラ
ベ
ン
ダ
ー
は
病
気
で
枯

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
小

果
樹
の
中
か
ら
、
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー

を
主
力
に
農
園
を
運
営
す
る
こ
と

に
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
の
品
種
は
、
ラ

ビ
ッ
ト
ア
イ
系
が
収
穫
期
は
や
や

遅
く
な
る
も
の
の
作
り
や
す
い
の

で
、
主
力
品
種
に
な
っ
て
い
ま
す
。

現
在
約
7
0
0
本
が
植
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
オ
ー
プ
ン
し
て
約
28

年
経
過
し
ま
す
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で

厳
し
い
面
も
あ
る
も
の
の
、
何
と

か
農
園
を
維
持
す
る
程
度
の
売
り

上
げ
を
保
っ
て
い
ま
す
。
現
在
の

商
品
は
ジ
ャ
ム
、ソ
ー
ス
、ピ
ュ
ー

レ
が
主
で
す
が
、
う
ど
ん
、
そ
ば

の
委
託
加
工
も
し
て
い
ま
す
。
生

の
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
も
あ
り
ま
す
。

　

ひ
ょ
う
ご
安
心
ブ
ラ
ン
ド
、

ひ
ょ
う
ご
認
証
食
品
、
コ
ウ
ノ
ト

リ
の
舞
の
認
証
を
受
け
、
た
じ
ま

ん
ま
、
コ
ウ
ノ
ト
リ
本
舗
、
出
石

観
光
セ
ン
タ
ー
、
神
鍋
道
の
駅
等

で
販
売
し
て
い
ま
す
。
希
望
が
あ

れ
ば
も
ぎ
取
り
も
で
き
ま
す
が
、

事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。

　

代
表
の
中
嶋
さ
ん
に
よ
り
ま

す
と
、
農
園
は
傾
斜
地
で
、
獣

害
も
あ
り
、
7
人
い
る
メ
ン
バ
ー

も
管
理
が
大
変
で
、
高
齢
化
対

策
と
担
い
手
の
確
保
が
課
題
と
の

こ
と
で
す
。
し
か
し
加
工
し
た
商

品
は
、
ブ
ラ
ン
ド
品
と
し
て
売
れ

ま
す
。
安
定
し
た
生
産
が
確
保
で

き
れ
ば
十
分
採
算
は
取
れ
る
の
で
、

頑
張
っ
て
続
け
た
い
と
言
わ
れ
て

い
ま
し
た
。

（
農
業
委
員　

大
原　

博
幸
）

ア
イ
ガ
モ
米
　
　

池
上
合
鴨
農
園
　
合
鴨
農
法
代
表 

池
上
敏
紀
さ
ん
（
豊
岡
市
下
宮
）

ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
　
　

片
間
ふ
れ
あ
い
農
園 

（
出
石
町
片
間
）

田んぼに放たれたアイガモ 大阪からやってきたアイガモの雛

ブルーベリーの実 生育は順調です


