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村

政

に

 つ
 
い
て
 

三
菱
万
城
噴
業
所
 

勤
労
課
長
 

尾

 

崎

 

努

 

編
集
子
か
ら
村
行
政
の
批
判
に
つ
い
て
 

一
文
を
要
請
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
な
か
な
 

か
当
り
触
り
の
あ
る
難
題
で
あ
る
。
も
・
と
 

ノ
、
批
判
に
は
責
任
が
伴
う
し
、
批
判
す
 

る
に
は
実
態
の
把
握
が
前
提
と
な
る
。
平
 

素
の
不
勉
強
で
村
行
政
の
実
熊
を
余
り
知
 

ら
な
い
私
は
、
従
っ
て
批
判
す
る
根
本
的
 

資
格
に
ル
念
リ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
恥
し
 

い
こ
と
だ
が
、
本
紙
前
号
で
高
津
助
役
の
 

慨
歎
さ
れ
た
村
議
会
の
傍
聯
も
、
殆
ど
し
 

た
こ
と
の
な
い
者
の
一
人
で
あ
る
．
と
い
 

っ
て
、
そ
う
度
た
編
集
子
に
御
迷
惑
を
か
 

け
る
訳
に
も
い
か
な
い
の
で
、
村
政
の
一
 

端
に
つ
い
て
主
観
的
な
雑
感
を
述
べ
て
資
 

を
免
れ
度
い
。
 

一
、
交
化
村
と
い
う
こ
と
に
つ
 

い
て
 

文
化
あ
城
村
の
名
声
は
天
下
に
喧
伝
さ
 

れ
て
い
る
。
処
で
文
化
と
は
何
ぞ
や
、
み
 

い
つ
こ
と
に
な
る
と
な
か
ノ
、
難
し
い
。
 

パ
ン
と
コ
ー
ヒ
で
朝
食
を
宮
ず
レ
、
夏
は
 

扇
風
機
、
冬
は
電
気
ス
ト
ー
プ
で
温
度
を
 

調
節
し
、
電
気
洗
濯
機
で
主
婦
の
時
間
を
 

節
約
し
、
洋
風
の
応
接
間
で
椅
子
に
腰
掛
 

け
て
外
国
映
画
を
讃
美
す
一
「
生
店
機
式
が
 

交
ル
ル
生
活
の
全
て
で
は
あ
る
ま
い
。
文
化
 

の
本
質
は
其
の
語
源
パ
示
す
通
り
心
の
カ
 

ル
チ
ュ
ア
ー
（
耕
す
）
即
ち
教
養
で
な
け
 

れ
ば
な
る
ま
い
。
教
養
と
い
う
精
神
面
を
 

無
「
堪
レ
た
外
的
物
質
生
活
は
文
化
の
仮
面
 

で
し
か
な
い
。
 

処
で
、
文
化
方
城
村
の
モ
ッ
ト
ー
は
読
 

書
、
清
潔
、
緑
化
で
あ
る
．
読
替
は
い
み
 

じ
く
も
文
化
の
本
質
・
教
養
を
意
味
し
て
 

い
る
。
清
潔
も
、
こ
の
頃
忘
れ
勝
な
心
の
 

清
潔
を
も
意
味
し
て
い
る
と
苔
勾
と
、
全
 

く
累
晴
ら
し
い
。
素
乱
を
憂
え
ら
れ
て
い
 

る
性
●
一
 

へ
の
溝
潔
感
、
造
船
、
保
全
に
 

ま
つ
わ
る
汚
職
の
金
銭
に
対
す
る
清
潔
感
 

な
る
程
斯
う
な
れ
ば
文
化
国
家
を
憲
法
に
 

認
っ
た
日
本
国
の
モ
デ
ル
村
で
あ
る
。
殊
 

に
文
明
の
恥
と
さ
れ
て
い
る
各
種
疫
病
は
 

こ
の
清
潔
に
よ
っ
て
「
地
上
よ
り
永
遠
に
 

」
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
物
心
両
面
に
亘
る
 

こ
の
清
潔
こ
そ
、
当
に
文
化
の
本
質
で
あ
 

る
と
畠
（
は
れ
る
。
鵬
竣
の
除
去
、
糞
尿
 

の
処
理
、
道
路
の
改
修
に
村
当
局
が
力
を
 

注
い
で
い
ら
れ
る
の
も
、
文
化
方
城
村
と
 

し
て
宜
な
る
か
な
で
あ
る
。
当
局
の
ケ
イ
 

眼
に
、
唯
叩
頭
T
る
の
み
で
あ
る
。
願
は
 

く
ば
更
に
一
周
清
潔
を
モ
ッ
ト
ー
に
諸
施
 

設
の
完
備
を
図
り
、
九
側
の
功
を
一
質
に
 

欠
ぐ
こ
と
な
き
様
祈
念
す
る
次
第
で
あ
る
 

緑
は
平
和
を
意
味
す
る
。
醜
い
争
の
な
い
 

平
和
方
城
村
、
こ
ち
た
き
再
宣
備
反
対
論
 

や
、
ー
ラ
の
平
和
の
は
て
し
な
き
論
議
に
 

較
ぺ
、
如
何
に
も
垢
抜
け
の
し
た
芸
術
的
 

表
現
で
あ
る
。
全
村
緑
蔭
で
書
を
縄
＜
、
 

思
っ
だ
け
で
五
素
晴
ら
し
い
。
 

読
書
、
清
潔
、
緑
化
、
当
に
文
化
の
本
 

質
を
穿
ち
得
て
妙
で
あ
る
。
 

ニ
、
自
治
と
い
う
こ
と
に
つ
い
 

て
 

自
治
と
は
自
ら
修
め
る
こ
と
で
あ
る
。
 

治
国
平
天
下
の
道
は
修
身
斉
家
に
発
す
る
 

政
治
の
本
質
は
自
治
で
あ
る
。
自
治
に
は
 

最
近
流
行
の
主
体
性
の
確
立
が
前
提
に
な
 

る
。
主
体
性
の
確
立
を
主
張
す
れ
ば
、
当
 

然
責
任
が
伴
う
。
自
治
と
は
責
任
行
政
で
 

あ
る
。
村
政
の
是
非
は
村
民
の
生
活
に
直
 

ぐ
さ
ま
響
く
。
効
果
は
観
面
で
あ
る
。
従
 

っ
て
村
政
に
当
る
者
は
、
小
心
翼
た
眠
て
 

も
醒
め
て
も
村
民
の
幸
福
が
念
頭
か
ら
離
 

れ
な
い
。
一
国
の
宰
相
は
勤
ま
っ
て
も
村
 

長
は
勤
ま
ら
な
い
と
云
は
れ
る
所
以
で
も
 

あ
る
。
 

議
員
諸
公
に
つ
い
て
も
同
断
で
、
選
挙
 

区
を
還
く
離
れ
た
東
京
で
の
国
会
議
員
の
 

行
動
と
は
違
っ
て
、
そ
の
一
挙
手
一
投
m
」 

が
批
判
の
的
に
な
る
。
従
っ
て
身
を
慎
み
 

正
義
公
平
の
士
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
 

村
行
政
こ
そ
、
当
に
硝
子
箱
の
中
に
曇
り
 

な
き
公
明
行
政
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
 

瓜
田
に
壁
ぞ
入
れ
ず
、
李
下
に
冠
を
正
さ
 

す
式
の
潔
癖
性
が
強
く
要
請
さ
れ
る
所
川
（
 

で
あ
る
。
 

民
主
女
義
政
治
は
自
治
に
始
ま
り
自
治
 

に
終
る
。
民
主
化
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
は
自
 

治
で
あ
る
。
村
行
政
の
範
囲
は
小
さ
い
。
 

従
っ
て
特
に
全
体
的
視
野
に
立
つ
ハ
牟
感
 

が
強
く
要
請
さ
れ
る
。
何
が
喫
緊
の
施
策
 

で
あ
り
、
何
が
公
平
な
施
設
で
あ
る
か
は
 

観
念
で
な
く
体
を
も
っ
て
感
得
す
る
。
選
 

挙
の
為
の
ム
「
（
取
り
的
ボ
ス
行
政
の
排
除
 

さ
れ
る
『
（
以
で
あ
る
。
 

三
、
愛
郷
心
に
つ
い
て
 

公
民
館
活
動
に
於
い
て
、
特
に
カ
を
注
 

い
で
欲
し
い
点
は
愛
郷
の
念
の
養
成
で
あ
 

る
。
ア
メ
リ
カ
占
領
行
政
に
よ
る
日
本
人
 

の
精
神
分
断
の
所
産
か
も
知
れ
な
い
が
、
 

愛
国
と
か
愛
郷
と
か
云
え
ば
、
反
動
だ
、
 

逆
コ
ー
ス
だ
と
叫
ば
れ
る
の
で
、
事
さ
ら
 

口
に
す
（
」
を
避
け
る
傾
向
が
あ
る
。
愛
郷
 

は
人
間
本
然
の
私
情
で
あ
る
。
」
掌
一
立
て
 

、
郷
関
を
出
で
、
錦
を
か
ざ
っ
て
帰
る
処
 

は
祖
先
墳
墓
の
故
郷
で
あ
る
。
愛
す
る
に
 

価
す
る
美
レ
い
村
の
建
殺
の
た
め
、
挙
村
 

一
致
虚
心
に
施
策
を
講
す
可
き
で
あ
る
。
 

四
、
教
育
に
つ
い
て
 

本
年
度
歳
出
総
額
五
千
四
百
万
円
中
教
 

青
費
は
一
千
九
百
五
十
万
円
で
一
三
ハ
％
で
 

あ
る
。
勿
論
伊
方
小
学
柿
、
改
築
費
が
一
千
 

二
百
万
円
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、
村
費
中
 

に
占
め
る
学
林
．
教
育
費
の
比
重
は
平
素
で
 

五
相
当
高
い
も
の
と
思
は
れ
る
。
学
校
施
 

設
に
は
、
必
要
に
し
て
十
分
な
経
費
を
計
 

」
＋
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
学
校
 

の
充
実
を
望
む
村
民
の
声
で
あ
る
。
他
村
 

に
比
を
見
な
い
P
T
A
の
熱
、
心
な
教
育
活
 

動
も
こ
、
に
淵
源
す
る
。
教
育
委
員
、
P
 

T
A
の
協
力
活
動
が
常
に
、
批
判
的
立
場
 

に
立
脚
し
て
行
は
れ
て
い
る
点
に
、
深
い
 

敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

教
員
と
い
亘
言
葉
が
最
近
頻
大
と
し
て
 

使
は
れ
て
い
る
先
生
と
い
う
精
神
的
敬
称
 

に
較
べ
て
教
育
労
働
者
的
臭
味
が
強
い
．
 

な
る
程
、
斗
争
は
先
生
組
合
で
は
ピ
ン
と
 

来
な
い
で
、
ど
う
し
て
も
教
員
組
合
で
な
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
私
は
や
は
 

り
先
生
と
い
う
胃
葉
望
心
借
す
る
。
糾
育
 

的
信
念
に
燃
え
た
朴
調
な
風
督
を
懐
し
む
 

の
は
私
一
人
で
は
あ
る
ま
い
。
見
果
て
ぬ
 

夢
を
子
に
託
し
て
い
る
愚
な
父
兄
と
し
て
 

先
生
方
に
こ
の
愛
の
風
格
を
望
む
の
は
果
 

し
て
無
理
で
あ
ろ
う
か
。
 

ド
イ
ツ
が
ナ
ボ
レ
オ
ン
の
馬
蹄
に
蹟
踊
 

さ
れ
た
時
、
祖
国
ド
イ
ツ
の
復
興
を
国
民
 

に
訴
え
た
哲
人
フ
ィ
フ
テ
は
教
育
の
重
要
 

性
を
絶
叫
し
た
。
敗
戦
に
よ
り
失
は
れ
た
 

魂
は
熱
円
に
よ
っ
て
奪
回
さ
れ
ね
ば
な
ら
 

な
い
。
そ
の
教
育
と
は
施
設
で
は
な
い
。
 

烈
大
火
を
吐
く
愛
国
愛
郷
の
熱
意
を
も
つ
 

教
育
者
そ
の
人
に
あ
る
。
 

×
 

×
 

×
 

村
当
局
、
議
員
諸
公
、
教
育
委
貞
、
先
 

生
万
の
愛
郷
の
念
を
基
調
と
し
た
、
絶
え
 

ざ
る
営
為
に
よ
っ
て
村
民
の
全
て
が
 

「
心
に
太
陽
を
、
唇
に
歌
を
」
 

も
っ
て
、
明
朗
に
日
大
を
楽
し
む
緑
の
文
 

化
方
城
村
を
建
設
さ
れ
ん
こ
と
を
切
に
念
 

じ
て
や
ま
な
い
。
 

【
夏
期
の
衛
生
】
 

特
に
赤
痢
像
防
に
就
い
て
 

診

療

所

 

渡
 

辺
 

医
 

師
 

雨
期
か
ら
夏
期
に
か
け
て
は
消
化
器
糸
の
 

」
響
一
が
多
く
、
伝
染
性
の
赤
痢
、
疫
痢
等
 

の
流
井
晶
？
で
あ
る
。
消
化
器
系
の
伝
染
病
 

と
し
て
は
此
の
外
、
腸
チ
フ
ス
、
パ
ラ
チ
 

フ
ス
等
が
あ
る
が
、
赤
痢
は
何
と
云
っ
て
 

も
夏
期
伝
染
病
の
王
者
で
あ
る
。
夏
期
に
 

は
消
化
器
糸
統
即
ち
胃
腸
の
抵
抗
力
が
低
 

下
す
る
と
共
に
、
不
潔
な
水
や
腐
敗
し
た
 

食
物
、
米
熟
な
果
物
等
を
飲
食
す
」
勺
機
会
 

が
多
く
、
一
方
気
温
が
高
い
の
で
病
原
菌
 

の
発
育
繁
殖
が
盛
ん
と
な
り
、
又
此
等
の
 

病
原
菌
を
媒
介
す
る
蝿
等
の
昆
虫
類
が
多
 

い
こ
と
等
が
、
夏
期
に
消
化
器
系
の
伝
染
 

病
が
多
く
、
下
痢
患
者
が
多
く
な
る
原
因
 

で
あ
る
。
 

赤
痢
は
終
戦
後
一
時
少
く
な
っ
て
居
た
の
 

で
あ
る
が
、
食
糧
事
情
の
好
転
と
共
に
其
 

の
数
を
増
し
毎
年
多
数
の
患
者
を
発
生
し
 

て
居
る
。
 

方
城
村
に
於
て
も
毎
年
多
数
の
赤
痢
患
者
 

の
発
生
を
見
居
り
、
今
年
も
二
月
頃
よ
り
 

次
大
に
赤
痢
が
琴
生
し
て
居
て
、
現
在
尚
 

数
名
の
患
者
が
、
伝
染
病
舎
に
収
容
・
胃
」
れ
 

て
居
る
状
態
で
あ
り
此
れ
か
ら
流
行
期
に
 

向
っ
て
赤
痢
の
多
発
が
心
配
せ
ら
れ
て
居
 

るb 
赤
痢
に
対
し
て
戦
後
色
々
の
優
秀
な
薬
品
 

が
出
来
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
 

拘
ら
ず
赤
痢
患
者
が
少
く
な
ら
な
い
の
は
 

ど
つ
云
う
訳
で
あ
ろ
う
か
？
此
れ
は
薬
品
 

を
入
手
し
易
い
た
め
、
下
痢
患
者
が
自
分
 

で
蛇
妻
買
っ
て
素
人
療
法
を
す
る
人
が
増
 

え
た
、
め
、
下
痢
、
腹
痛
、
発
熱
等
が
止
 

ま
れ
ば
服
薬
を
中
止
し
、
そ
の
た
め
生
 

き
残
っ
た
菌
は
段
女
抵
抗
力
を
得
て
来
る
 

た
め
に
、
保
菌
者
と
云
っ
て
、
外
見
は
健
 

康
者
と
変
ら
な
い
状
態
で
あ
り
な
が
ら
、
 

糞
便
に
赤
痢
菌
を
排
出
し
て
居
る
人
が
増
 

え
て
来
て
居
る
た
め
、
赤
痢
の
感
染
源
が
 

多
ぐ
な
つ
た
こ
と
、
及
食
糧
事
情
が
好
転
 

し
た
、
め
、
外
食
、
会
食
等
感
染
機
会
が
 

多
＜
な
っ
た
こ
と
等
が
赤
痢
流
行
の
原
因
 

で
あ
る
と
云
は
れ
て
居
る
。
 

此
の
保
菌
者
即
ち
赤
痢
菌
を
糞
便
に
排
田
 

す
る
人
は
、
一
説
で
は
、
大
体
赤
痢
患
者
 

と
し
て
届
け
出
ら
れ
て
居
る
者
の
二
O
倍
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あ
ろ
う
と
云
は
れ
て
居
り
、
赤
痢
の
流
行
 

地
で
は
、
住
民
百
人
に
一
人
位
の
割
合
で
 

保
菌
者
が
居
る
と
云
は
れ
て
居
る
。
然
ら
 

ば
赤
痢
予
防
に
対
し
て
ど
う
云
う
注
恵
が
 

必
要
で
あ
る
か
。
 

毎
年
老
大
な
経
費
を
か
け
て
、
保
健
所
、
 

役
場
等
が
食
品
業
者
の
柵
使
や
、
消
毒
班
 

の
編
成
、
患
者
の
隔
離
、
治
療
等
努
力
し
 

て
居
る
の
で
あ
る
が
、
赤
痢
は
腸
チ
フ
ス
 

パ
ラ
チ
フ
ス
等
と
異
っ
て
、
予
防
注
射
に
 

よ
っ
て
個
体
の
抵
抗
力
を
増
進
さ
せ
る
こ
 

と
が
出
来
ず
、
一
度
患
っ
た
ら
免
疫
に
な
 

る
と
云
う
「
廻
丸
で
は
な
い
の
で
何
と
云
っ
 

て
も
、
各
個
人
ノ
、
の
飲
食
物
に
対
す
る
 

注
意
が
第
一
で
あ
る
。
 

赤
痢
は
糞
使
病
で
あ
り
、
赤
痢
菌
の
排
菌
 

者
の
便
が
蝿
叉
は
人
間
の
手
指
を
介
し
て
 

飲
食
物
を
汚
染
し
、
そ
れ
を
食
べ
る
こ
と
 

に
よ
っ
て
起
る
の
で
あ
る
か
ら
、
家
庭
に
 

あ
っ
て
台
所
で
仕
事
を
す
る
主
婦
の
方
大
 

の
手
指
の
清
潔
に
対
す
る
注
意
が
非
常
に
 

大
切
で
あ
る
。
料
理
を
調
理
す
お
前
に
は
 

手
を
よ
く
洗
う
様
に
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
 

い
．
又
時
た
見
掛
け
る
が
赤
ち
ゃ
ん
の
、
 

赤
ち
ゃ
ん
の
お
し
め
を
取
り
か
え
た
り
し
 

た
後
、
赤
ち
ゃ
ん
が
泣
い
て
居
た
り
す
る
 

と
つ
い
手
も
洗
は
な
い
で
お
菓
子
を
与
え
 

た
り
、
授
乳
レ
た
り
す
る
こ
と
が
な
い
様
 

に
し
度
い
も
の
で
あ
る
。
 

叉
飲
食
物
は
、
料
理
し
て
か
ら
時
間
の
経
 

っ
て
居
な
い
も
の
を
食
べ
る
様
に
し
度
い
 

赤
痢
に
橿
る
の
に
は
或
る
程
度
の
菌
が
増
 

殖
し
た
も
の
を
食
べ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
 

菌
が
少
数
の
場
合
は
曜
ら
ず
に
済
む
こ
と
 

も
あ
り
得
る
の
で
、
料
理
直
後
の
飲
食
物
 

は
仮
り
に
蝿
等
を
介
し
て
汚
染
さ
れ
て
も
 

米
だ
菌
の
数
が
少
く
な
い
が
、
時
間
が
経
 

つ
と
徴
菌
が
繁
殖
し
て
来
る
の
で
危
険
に
 

な
る
の
で
あ
る
。
 

次
に
食
べ
る
方
の
側
で
あ
る
が
、
胃
腸
が
 

健
全
な
状
態
で
あ
る
と
病
菌
が
少
し
位
入
 

っ
て
も
赤
痢
に
羅
ら
な
い
で
済
む
が
、
暴
 

飲
、
暴
食
、
寝
冷
え
等
を
し
て
田
鵬
が
弱
 

っ
て
居
る
時
は
、
赤
痢
を
発
病
レ
易
い
の
 

で
あ
る
か
ら
、
何
時
も
田
属
を
健
全
な
状
 

態
に
お
く
様
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

「
病
は
ロ
か
ら
」
：
赤
痢
も
口
か
ら
で
あ
 

る
の
で
、
村
民
一
人
一
人
が
充
分
に
注
意
 

し
て
赤
痢
の
な
い
方
城
村
に
な
る
様
望
ん
 

で
や
ま
な
い
次
第
で
あ
る
。
 

村

民

 の
 
言

分

 

A
氏
 
米
国
人
を
ほ
め
る
訳
で
は
な
い
が
 

、
米
国
人
は
矢
張
り
日
本
人
に
比
ぺ
る
 

と
、
碓
か
に
交
化
の
程
度
は
高
い
と
思
 

は
れ
る
。
日
本
で
は
今
の
と
こ
ろ
コ
ン
 

ク
リ
ー
ト
道
路
は
都
会
に
限
ら
れ
た
特
 

別
の
施
設
か
の
如
く
考
え
ら
れ
て
い
る
 

そ
う
だ
。
農
村
に
於
て
は
如
何
に
よ
く
 

利
用
さ
れ
て
い
る
道
路
で
も
せ
い
！
p
、
 

砂
利
敷
位
が
せ
き
の
山
で
あ
る
。
然
る
 

に
福
岡
で
も
小
倉
で
も
そ
う
で
あ
る
が
 

、
米
国
兵
の
駐
屯
し
て
い
る
営
所
で
は
 

道
路
と
云
う
道
路
、
即
ち
主
要
な
る
道
 

路
は
勿
論
の
こ
と
だ
が
、
兵
舎
か
ら
兵
 

舎
に
通
す
る
小
路
ま
で
、
其
の
全
部
が
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
舗
装
道
路
で
あ
る
。
 

勿
論
一
時
的
に
は
相
当
多
額
の
工
事
費
 

が
か
、
る
こ
と
、
は
思
わ
れ
る
が
、
永
 

い
眼
で
交
通
の
安
全
、
交
通
時
間
の
短
 

縮
、
交
通
機
材
の
増
耗
、
交
通
か
ら
受
 

け
る
快
適
な
る
気
持
等
を
考
え
て
見
る
 

こ
と
に
す
れ
ば
、
舗
装
道
路
は
大
い
に
 

利
血
と
な
る
と
も
絶
対
に
損
と
は
な
ら
 

な
い
と
思
わ
れ
る
．
 

方
城
村
も
文
化
村
ら
し
く
村
内
の
重
要
 

道
路
だ
け
で
も
早
く
コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
 

装
道
路
に
し
て
欲
レ
い
も
の
だ
。
 

交
化
村
、
赤
土
つ
け
て
、
悪
路
行
リ
く
．
 

B
氏
 
田
舎
の
道
で
す
よ
、
な
ん
唇
糞
（
 

で
あ
る
か
ら
と
云
う
て
、
六
米
幅
員
な
 

高
 

津
 

久
 

雄
 

ん
て
云
う
道
路
は
大
き
過
ぎ
ま
す
よ
、
 

田
脅
に
は
そ
ん
破
道
路
の
必
要
は
あ
り
 

ま
せ
ん
よ
、
そ
ん
な
大
き
い
道
路
が
な
 

く
て
も
、
之
ま
で
用
を
済
ま
せ
て
来
た
 

の
に
ね
、
第
一
耕
地
が
潰
れ
ま
す
。
そ
 

れ
ば
か
り
で
な
く
、
バ
ス
が
通
え
ば
便
 

利
は
便
利
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
子
俄
 

達
も
今
迄
の
よ
う
に
道
路
で
は
遊
べ
な
 

く
な
る
し
危
険
に
な
り
ま
す
よ
。
そ
れ
 

よ
り
も
八
幡
町
の
商
店
が
第
一
困
り
ま
 

し
ょ
う
に
、
八
幡
町
で
買
物
を
済
ま
し
 

て
い
た
人
達
迄
が
バ
ス
に
乗
っ
て
、
田
 

川
市
や
飯
塚
市
に
行
、
こ
と
に
な
り
ま
 

し
ょ
う
。
地
元
の
商
店
は
ほ
ん
と
う
に
 

迷
惑
し
、
文
化
は
先
づ
道
路
か
ら
と
lk 

う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ぬ
で
は
あ
り
ま
せ
 

ん
が
、
村
当
局
は
自
分
等
の
治
績
の
こ
 

と
の
み
に
捉
わ
れ
す
に
、
村
民
の
迷
惑
 

の
こ
と
も
充
分
考
え
て
欲
し
い
と
思
い
 

ま
す
。
 

c
氏
 
俺
は
小
学
校
を
出
た
だ
け
だ
が
、
 

稲
で
も
麦
で
も
人
並
に
は
作
っ
て
い
る
 

人
が
複
作
れ
ば
俺
も
粟
儀
を
、
六
俵
 

作
れ
ば
穴
俵
を
ね
、
此
の
頃
は
百
姓
に
 

も
肥
培
骨
理
と
か
、
病
虫
害
の
予
防
方
 

法
と
か
、
伸
？
、
理
屈
が
多
く
な
っ
て
来
 

た
。
百
姓
も
面
等
教
育
を
受
け
て
居
ら
 

ん
と
馬
鹿
見
に
よ
う
に
云
わ
れ
る
。
け
 

れ
ど
も
だ
、
学
校
を
卒
業
し
て
い
る
か
 

ら
と
云
っ
て
、
俺
の
倍
は
作
り
き
勺
ま
 

い
。
学
問
大
大
と
云
は
な
く
て
も
百
姓
 

は
結
構
出
来
る
よ
、
麦
飯
喰
う
て
い
る
 

か
ら
と
云
う
て
早
死
す
る
訳
で
も
あ
る
 

ま
い
し
、
米
飯
や
比
乳
を
摂
っ
て
い
る
 

か
ら
と
ム
う
て
百
姓
も
長
生
す
る
と
は
 

限
る
ま
い
。
二
等
列
車
に
乗
っ
て
も
、
 

三
等
列
車
で
旅
ロ
し
て
も
着
く
と
き
は
 

同
じ
だ
よ
。
高
い
汽
車
質
を
払
一
っ
て
一
一
 

等
車
に
乗
る
人
の
気
が
俺
に
は
判
ら
ぬ
 

交
化
な
ど
と
云
う

U
と
は
、
俺
に
は
関
 

係
の
な
い
こ
と
だ
よ
…
：
。
 

D
氏
 
う
ち
共
は
貧
乏
は
し
て
い
て
も
、
 

毎
晩
何
に
か
魚
気
が
な
け
れ
ば
飯
は
食
 

え
ぬ
。
魚
屋
さ
ん
が
毎
旦
丸
を
き
か
し
 

て
、
目
糾
引
っ
て
何
か
必
ず
置
い
て
行
っ
 

て
呉
れ
る
。
魚
も
食
い
き
ら
す
に
く
よ
 

ノ
、
働
く
ば
か
り
で
何
が
面
白
い
か
・
・
‘
 

.
 

昨
夜
の
寄
合
で
吐
同
募
金
を
役
場
か
ら
 

割
当
て
来
た
と
云
う
が
、
一
戸
当
平
均
 

が
八
十
円
と
は
高
い
、
う
ち
共
は
貧
乏
 

人
だ
か
ら
人
並
に
は
納
め
き
ら
な
い
、
 

平
均
額
の
半
分
位
に
減
レ
て
も
ら
は
ね
 

ば
 

。 

税
金
や
ら
募
金
や
ら
、
出
し
前
ば
か
り
 

が
多
く
、
こ
ん
な
こ
と
で
は
家
の
者
は
 

日
干
に
な
っ
て
終
っ
が
ー
ー
。
 

B
氏
 
国
保
診
療
所
の
渡
梁
九
生
は
よ
く
 

活
動
し
て
頂
い
て
村
民
感
謝
の
声
が
高
 

い
が
、
勤
務
時
間
外
の
特
に
夜
分
の
住
 

診
を
お
願
い
す
る
場
合
、
役
場
の
取
次
 

ぎ
電
話
で
は
伸
A
時
間
が
、
か
、
っ
て
 

不
便
が
多
い
。
是
非
診
療
所
に
も
専
用
 

の
電
話
を
架
設
し
て
欲
し
い
も
の
だ
。
 

そ
れ
と
欲
望
云
え
ば
、
各
部
落
に
出
来
 

た
公
民
館
に
も
電
話
を
架
設
し
て
貰
え
 

ば
、
ど
れ
ほ
ど
村
民
は
時
間
的
に
労
力
 

的
に
利
便
を
受
け
る
か
も
知
れ
な
い
o
 

電
話
が
あ
れ
ば
簡
早
に
済
む
用
件
で
も
 

わ
ざ
ノ
、
役
場
迄
出
掛
け
な
け
れ
ば
な
 

ら
な
い
の
が
現
在
だ
、
上
弁
城
辺
か
ら
 

役
場
に
出
れ
ば
、
早
く
て
半
日
、
ど
”
つ
 

か
す
る
と
一
日
を
潰
し
て
終
一
っ
。
一
日
 

の
賃
金
を
三
百
円
か
ら
四
百
円
と
す
れ
 

ば
、
役
場
行
き
の
費
用
も
相
当
な
も
の
 

だ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
電
話
の
架
設
 

を
整
沢
な
ど
と
当
局
は
よ
も
や
考
え
て
 

は
居
る
ま
い
が
、
之
は
時
代
の
要
求
と
 

考
え
て
よ
い
。
時
間
尊
重
・
労
働
能
率
 

の
向
上
か
ら
し
て
も
、
是
非
部
落
に
て
 

電
話
の
ー
つ
位
は
欲
し
い
も
の
だ
。
 

助
役
さ
ん
“
】
貴
下
は
考
え
た
こ
と
が
あ
 

り
ま
す
か
ー
ー
。
 

た
ば
こ
消
費
税
に
つ
い
て
 

今
回
地
方
税
法
改
正
に
依
り
新
に
町
利
税
 

と
し
て
、
た
ば
こ
消
費
税
が
町
村
の
収
入
 

財
源
と
な
り
ま
し
た
事
は
、
皆
様
御
承
知
 

の
事
と
思
い
ま
す
が
、
之
の
た
ば
こ
消
費
 

税
に
つ
き
財
務
課
員
と
し
て
、
た
ば
こ
愛
 

田
箸
に
一
言
お
願
い
致
し
ま
す
。
 

此
の
税
金
は
皆
様
が
毎
日
喫
煙
し
て
居
り
 

ま
す
た
ば
こ
の
売
上
金
（
価
格
）
の
一
一
 

五
分
の
 
〇
が
、
税
金
と
し
て
村
の
収
入
 

一
 

四月分町村別たばこ消費税調 
I ' H I 一 ‘ ，" 一 A 3k 

臣 窒百Lか一吐．に二会己Iーこへ甘・ 
~’ 

631.210 

523 .850 

274.050 

285.410 

261.700 

72290r2~3
.2 ~~ 

14L760 
~ 

40 

川崎町 

添田町 

赤池町 

金田町 

糸田町 

香春町 

方城村 

勾金村 

採銅所村 

猪位金村 

大任村 

赤 村 

津野村 

計 

7 .259

.000I 

6 024.300, 

3 .151.600 

3 .282 .3 卯i 

3・卯9・65q 
831.400, 

1336 

.850

63~ 35~1 

1l67.1W 器40797’器 
一 ー一 ’ーーー 一’ ’ー～1 ' ’、‘ーユ 

1.388・709 120・750, 9・372~ 
496 200 43・14q 4・888, 
335・550 29・21q 2・646I 

31.681.0502.754.800 175.329, 

42 .908 -

26 .429」 

17.789I 

10.632 

17.010 

5.573」 

鴛 
7 .501 

169.1H14.71 
227 .94 ~ 19 .82 

」 
177.16 15.40 

309.71 26.84 

176.93 15.31 

149.18 12.97 

139.16 12.11 

155.36 13.50 

141.95I 12.34 

195 .57j 17 .11 

148 ・17l 12 ・8 : 

101..51I 9.82 

126・9, 11・0 

180.69, 15.71 

方
 
城

村

 財

務

課

 

と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
徴
収
の
方
法
 

は
各
小
売
業
た
ば
こ
の
販
売
に
依
り
特
別
 

徴
収
義
務
者
（
日
本
専
売
パ
弁
」
田
川
出
張
 

所
長
）
が
、
村
に
納
入
す
る
事
に
な
っ
て
 

居
り
ま
す
。
 

で
は
こ
の
税
金
の
各
町
村
に
納
人
す
る
基
 

礎
と
な
る
金
額
は
、
ど
う
し
て
算
出
さ
れ
 

る
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
各
町
村
内
の
小
 

売
業
者
が
専
売
盆
「
」
に
於
い
て
、
た
ば
「
」
 



.
 

(b 、
 

4
 

に
J
 

0
J
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報
 

時
 

舘
 

民
 

公
 

村
 

城
 

方
 

、フ マ。 
I
ー
 

、r
ハ
 

（
、
n
 

を
買
受
け
た
時
に
」
一
『
な
”
の
十
の
税
金
 

を
徴
収
さ
れ
る
事
に
な
っ
て
居
り
ま
す
。
 

で
こ
、
で
お
願
い
申
し
ま
す
の
は
皆
様
が
 

毎
日
喫
煙
す
る
た
ば
こ
を
お
買
い
に
な
る
 

場
合
は
、
必
す
本
村
内
の
小
売
業
者
よ
り
 

購
入
さ
れ
る
事
せ
希
望
い
た
し
ま
す
。
 

村
内
居
住
者
が
他
市
町
村
で
た
ば
こ
を
買
 

っ
た
場
合
は
、
其
の
税
金
は
購
入
レ
た
町
 

村
の
収
入
と
な
る
の
で
、
同
じ
た
ば
こ
を
 

愛
用
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
れ
ば
、
村
内
 

た
ば
こ
小
売
業
者
よ
り
購
入
し
、
村
税
収
 

入
の
増
収
に
つ
き
御
協
力
を
お
願
い
致
し
 

ま
す
。
 

尚
娯
楽
と
し
て
パ
チ
ン
コ
を
皆
様
が
お
や
 

り
に
な
る
場
合
も
同
様
の
結
果
と
な
る
の
 

で
あ
り
ま
し
て
、
な
ぜ
私
が
此
の
様
な
事
 

を
今
更
申
上
げ
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
現
 

在
四
月
分
の
た
ば
こ
消
費
税
が
本
村
の
収
 

入
と
し
て
入
っ
て
参
り
ま
レ
た
が
其
の
税
 

額
を
郡
内
他
町
村
に
比
較
検
討
い
た
k
ま
 

す
と
別
表
の
通
り
、
人
口
に
比
較
し
税
金
 

は
少
な
く
、
お
隣
り
の
金
田
町
に
つ
い
て
 

は
相
当
の
税
収
入
に
な
っ
て
居
り
ま
す
事
 

は
、
此
の
表
を
御
覧
に
な
れ
ば
お
判
り
の
 

事
と
思
い
ま
す
の
で
是
非
実
行
し
て
頂
く
 

様
御
協
力
お
願
い
し
ま
す
。
 

長
浦
4
H

ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
 

改
良
普
及
員
 

4
H
ク
ラ
プ
と
は
ど
ん
な
も
の
か
に
つ
 

い
て
は
、
報
道
機
関
に
よ
っ
て
一
般
に
よ
 

く
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
村
に
唯
一
 

つ
現
存
し
て
い
る
長
浦
4
H
ク
ラ
プ
に
つ
 

い
て
紹
介
致
し
ま
す
。
 

長
浦
4
H
ク
ラ
プ
の
班
年
土
は
昨
年
の
八
 

月
で
ま
だ
十
ケ
月
足
ら
ず
の
赤
ち
ゃ
ん
に
 

過
ぎ
ず
、
従
っ
て
実
績
も
少
く
紹
介
と
い
 

っ
て
も
活
動
の
状
聾
ぞ
説
明
致
す
程
度
に
 

す
ぎ
ま
せ
ん
。
 

4
H
ク
ラ
プ
の
結
成
は
公
民
分
館
の
産
 

業
部
の
招
き
で
開
か
れ
た
講
話
会
の
席
上
 

で
青
年
の
方
大
の
熱
心
さ
に
感
動
致
し
ま
 

し
て
、
県
か
ら
要
望
さ
れ
て
い
た
一
町
村
 

ー
ク
ラ
ブ
の
結
成
の
こ
と
を
お
も
い
ま
し
 

て
、
4
H
ク
ラ
ブ
を
結
成
し
て
は
ど
う
か
 

と
説
明
敷
し
た
の
が
動
機
と
な
り
、
其
の
 

後
二
日
目
に
結
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
 

ク
ラ
プ
の
組
織
は
ク
ラ
ブ
貞
五
名
二
十
 

才
か
ら
二
十
三
才
の
独
身
者
で
、
会
員
が
 

少
い
た
め
会
長
と
会
計
の
役
員
に
と
ど
め
 

て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
篤
志
指
導
員
と
致
 

長
 
尾
 
智

代

喜

 

し
ま
し
て
は
、
石
橋
勝
己
氏
に
お
願
い
し
 

会
の
運
営
に
対
し
て
助
言
を
聯
い
て
い
ま
 

す。 会
の
運
営
は
毎
月
十
日
に
衝
会
を
開
 

く
こ
と
に
し
、
他
に
一
日
会
員
の
協
議
の
 

も
と
に
臨
時
会
を
設
け
」
「
蒲
公
民
分
館
に
 

於
い
て
農
事
研
究
・
ブ
ロ
ゼ
ク
ト
の
計
画
 

打
合
せ
・
体
験
発
表
・
意
見
の
変
換
等
を
 

行
っ
に
い
ま
す
。
又
、
毎
月
二
回
私
の
巡
 

回
す
る
時
を
利
用
し
て
全
員
で
ク
ラ
プ
員
 

の
ブ
ロ
ゼ
ク
ト
や
経
営
状
舶
登
ク
」
見
学
し
て
 

研
究
を
し
て
い
ま
す
．
其
の
他
、
先
進
地
 

の
視
察
や
種
子
・
資
材
・
農
薬
の
共
同
購
 

入
を
行
っ
て
い
ま
す
。
将
来
は
疏
菜
類
の
 

一
代
雑
種
の
共
同
採
種
「
曾
や
り
た
い
と
望
 

ん
で
い
ま
す
。
 

結
成
か
ら
今
ま
で
の
活
動
内
容
と
申
し
 

ま
す
と
、
最
初
に
ブ
ロ
ゼ
ク
ト
と
し
て
と
 

り
あ
げ
た
の
は
、
秋
疏
菜
の
中
で
白
菜
・
 

大
根
の
栽
培
で
、
品
種
・
肥
料
播
稲
期
等
 

の
研
究
は
将
来
の
た
め
大
い
に
役
立
ち
ま
 

（
四
面
上
段
に
続
く
）
 

方城村水稲施肥基準 

改良普及員 長 尾智 代 喜 

県
に
於
い
て
設
定
 

さ
れ
た
施
肥
基
準
 

を
参
考
と
し
方
城
 

村
の
施
肥
基
準
を
 

次
の
通
り
作
成
し
 

ま
し
た
。
土
地
の
 

肥
痩
・
品
種
・
栽
 

培
法
・
日
照
時
間
 

等
を
考
慮
し
て
更
 

に
各
圃
場
に
適
す
 

る
ょ
う
補
蕪
を
 

増
減
し
増
産
の
一
 

助
と
し
て
下
さ
い
 

一
、
中
間
及
び
平
坦
部
 

一
、
山
 

間
 

部
 

堆
 

肥
 

硫
 

安
 

3

硫
 

安
 

燐
酸
・
加
里
は
例
 

1

「
」
司
じ
 

2 1 例 
堆
 

肥
 

尿
 

素
 

硫
 

安
 

燐
駿
・
加
里
は
例
 

1
に
同
じ
 

堆
 

肥
 

石
 
灰
 
窒
 
素
 

硫
 

安
 

ト
ー
マ
ス
燐
肥
 

又
は
過
リ
ン
サ
ン
 

熔
成
燐
肥
 

塩
 
化
 
加
 
里
 

一

 

肥
 
料
 
名
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五
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施

肥

量

 

施
 

肥
 

法
 

て代鋤濯例 
撤掻き水I 
布き込一に 
にみ~同 
浅 四じ 
水 日 
と 前 
し に 

一
例
1

に
同
じ
 

濯
水
四
ー
七
日
前
鋤
 

き
込
み
 

代
掻
き
に
浅
水
と
L
 

て
撒
布
 

き鋤き鋤と代鋤濯耕 
施き施きし掻き水起 
用込用込てき込五前 

み み撒のみI全 
又 又布と 七面 
は は き 日撒 
代 代 浅 前布 
掻 掻 水 に 

吉 

〇
、
四
五
 

ー

0
、
九
 

1 
貫 

施
肥
量
 

七
月
十
日
ー
「
十
H
 

七
月
五
日
ー
十
五
日
 

七
月
十
H
ー
二
十
日
 

七
月
十
日
ー
二
十
日
 

施
 
肥
 
時
 
期
 

追
 

円］ 

ー
 

難前に浅水とし 

浅
水
と
し
て
撒
布
し
 

水
を
そ
の
ま
ま
土
農
 

に
吸
収
さ
せ
て
濯
水
 

す
る
 

て除 て除 
撒草 搬草 
布前 布前 

に二 に 

浅 浅 
水 水 
と と 
し し 

施
 

肥
 

法
 

讐
鶏
餓
器
欝
訴
鯖
鶴
謬
鷺
範
鷲
隷
鷲
議
驚
鼠
議
鷺
鰭
舞
 

3 2 
堆
 

肥
 

一石 

灰
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ー

硫

 

安
 

ト
ー
●
ス
燐
肥
 

又
は
過
リ
ン
サ
ン
 

熔
成
隣
肥
 

塩
 
化
 
加
 
里
 

例 
本
 

肥
 

床
 

素
 

硫
 

安
 

燐
酸
・
加
里
は
例
 

1

に
司
じ
 

堆
 

肥
 

硫
 

安
 

硫
 

安
 

燐
酸
・
加
里
は
例
 

1
に
司
じ
 

肥
 

料
 

名
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七〇 
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一一00
貫
 

」ハ 
一
 入

 

1
1

一 

施
肥
量
 

元
 

肥
 

と代き濯湖 
し掻込水き 
てきみ四込 

の I み 

と 七と 
き 日す 
浅 前る 
水 鋤 

代き濯鋤 

掻込水き 
きみ一込 

撒 I み 
布 四と 

日す 
前る 
鋤 

寺鋤き鋤と代き濯露 
撤き撒きし掻込水き 
布込布込撤きみ五込 
み み布の I み 
又 又 と 七と 
は は 青 H す 
代 代 浅 前る 
掻 掻 水 鋤 

施
 

肥
 

法
 

〇

、

 九
 

貫 

施
肥
量
 第 

追 

回 

第 

二 

月巴 

回 

七 
月 
十 
／、 

日 
頃 

七
月
ニ
十
日
頃
 

七 
月 
:：二 

十 
日 

 頃 

除 
草 
前 
浅 
水 
と 
し 
て 

一 

施
肥
時
期
 
一 

施
 

肥
 

法
 

濯に水浅 
水吸を水 

す収そと 
るさのし 
せまて 
てま撒 
か土布 
ら襲し 

~只 
Cっ“ 
、軍 

プし 

除
草
前
浅
水
と
し
て
 

~ 
貫
 

一

 

ー

一

 

一
 

一
 

一
施
肥
量
 出

穂
三
十
日
前
 

出
穂
廿
五
日
前
 

出
穂
廿
五
日
前
 

出
穂
廿
五
日
前
 

施
肥
時
期
 

す収て浅 
るさ水水 
せをと 
てそし 
カ、のて 
らま撒 
漕ま布 
水吸し 

浅
水
と
し
て
 

浅
水
と
し
て
 

浅
水
と
し
て
 

施
 

肥
 

法
 

平
坦
部
は
燐
酸
肥
料
の
施
用
量
を
四
ー
五
貫
に
減
じ
て
も
差
支
な
い
。
第
二
回
の
追
肥
は
稲
の
葉
色
に
よ
り
増
減
す
る
 



?
 

報
 

時
 

舘
 

民
 

公
 

村
 

城
 

方
 

ー

 ,
 

(b 、
 

4
' 

に
J
 

。
J

・
 

ー
 

k

。
（
4
H
ク
ラ
プ
田
川
如
区
大
会
に
 

於
い
て
発
表
）
春
夏
作
で
は
温
床
育
苗
と
 

果
菜
の
栽
培
を
と
り
あ
げ
、
二
月
六
日
温
 

床
踏
込
み
、
二
月
十
】
日
播
種
、
三
月
一
一
 

十
日
移
植
、
四
月
下
旬
定
植
と
現
在
夏
作
 

疏
菜
の
管
理
中
で
す
。
 

私
は
講
話
会
の
席
上
部
落
の
人
か
ら
長
 

浦
に
は
野
菜
は
で
き
な
い
か
と
云
う
質
間
 

を
受
け
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
4
H
 

之
フ
プ
員
は
今
懸
命
に
科
学
的
技
術
の
体
 

得
に
よ
っ
て
、
事
実
を
持
っ
て
此
の
言
葉
 

を
打
「
「
し
つ
つ
あ
る
。
ク
ラ
ブ
員
の
中
の
 

二
名
は
若
く
し
て
父
を
」
●
く
し
た
人
で
農
 

業
経
営
主
で
あ
り
、
残
り
三
名
も
数
年
後
 

に
は
経
営
主
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
立
場
に
 

あ
る
人
で
、
プ
ロ
ゼ
ク
ト
に
農
事
研
究
に
 

熱
と
意
気
が
覗
わ
れ
る
。
私
は
此
の
ク
ラ
 

プ
が
今
後
何
十
年
も
永
続
す
る
よ
う
更
に
 

父
兄
・
村
当
局
は
勿
論
諸
賢
の
御
理
解
と
 

欝
を
お
願
い
致
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

農
業
振
興
は
天
地
の
法
則
 

⑥
天
地
の
法
則
に
つ
い
て
は
前
号
を
参
照
 

願
っ
こ
と
と
し
、
も
1
」
私
達
の
農
業
生
産
 

が
大
昔
か
ら
の
習
慣
に
捉
わ
れ
て
い
る
の
 

み
で
、
そ
こ
に
何
ら
改
善
が
な
い
と
す
る
 

な
ら
ば
、
天
地
の
恵
に
す
ま
な
い
こ
と
に
 

な
り
ま
す
。
見
方
に
よ
れ
ば
真
に
労
苦
の
 

多
い
仕
事
だ
と
思
い
ま
す
が
、
又
考
え
様
 

に
よ
れ
ば
自
然
を
対
象
に
凡
ゆ
る
植
物
の
 

す
お
な
な
姿
を
、
朝
に
タ
に
相
手
と
し
た
 

す
が
ノ
、
し
い
生
活
は
、
人
生
の
職
業
中
 

最
上
位
で
あ
り
誇
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
 

す、 
稲
の
花
の
開
い
た
り
、
つ
ぼ
ん
だ
り
す
る
 

姿
を
静
か
に
見
る
時
に
は
天
地
に
合
掌
せ
 

す
に
は
居
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
 

私
達
人
間
が
食
糧
生
産
の
た
め
に
働
い
て
 

い
る
事
は
こ
れ
程
尊
い
天
業
は
な
く
、
そ
 

こ
に
骨
折
り
や
歩
方
を
越
悦
す
る
も
の
が
 

必
ず
あ
る
と
思
い
ま
す
．
 

こ
、
に
誇
り
が
あ
る
と
同
時
に
又
鷺
比
が
 

あ
る
の
で
す
。
生
産
は
天
地
の
法
則
に
よ
 

り
出
来
て
居
る
の
で
、
採
り
そ
こ
な
へ
ば
 

相
す
ま
な
い
喜
を
し
た
ン
署
牙
て
、
自
分
 

が
研
究
し
て
臼
券
の
力
で
採
る
と
思
う
か
 

ら
生
産
が
思
い
通
り
に
行
か
な
い
の
で
あ
 

り
ま
す
、
 

又
生
産
の
増
収
が
出
来
た
と
し
て
も
誰
か
 

y
研
究
し
て
採
れ
る
様
に
し
た
も
の
で
な
 

く
、
天
地
の
法
則
に
よ
り
以
前
か
ら
と
れ
 

千
 

与
 

兼
 

吉
 

る
様
に
出
来
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 

与
へ
ら
れ
る
に
は
与
へ
給
へ
と
心
の
所
願
 

が
あ
り
、
一
心
一
行
に
我
を
忘
れ
骨
折
り
 

も
歩
方
も
越
へ
て
三
昧
に
修
す
る
所
に
其
 

の
道
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
思
い
ま
 

す。 
何
事
に
も
車
γ
留
な
す
に
は
深
く
興
味
を
感
 

じ
な
け
れ
ば
、
其
中
に
生
命
を
見
出
す
事
 

は
出
来
な
い
。
其
の
生
命
に
通
ず
る
時
に
 

作
物
の
喜
び
を
見
て
自
分
の
喜
び
と
な
る
 

の
で
あ
り
ま
す
。
 

又
そ
こ
に
作
物
の
生
育
環
境
蒼
見
て
施
肥
 

の
合
理
化
が
あ
り
ま
す
。
次
に
二
十
八
年
 

産
日
本
一
米
作
五
石
八
斗
三
升
収
穫
栽
培
 

法
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
 

三
瀦
郡
浦
池
村
 
樽
見
一
郎
先
生
 

一
、
品
種
 

べ
ニ
千
石
農
林
八
二
号
 

二
、
採
種
法
 
無
病
稲
を
と
り
穂
う
ら
を
 

ふ
み
落
す
。
種
子
ウ
ス
プ
ル
ン
消
毒
 

三
、
健
苗
育
成
 
」
瀦
式
改
良
苗
代
 

イ
、
冬
耕
堆
肥
充
分
す
き
込
み
地
力
を
 

作
り
風
化
さ
せ
る
。
 

ロ
、
床
の
平
均
、
ウ
ス
蒔
、
も
ち
が
ら
 

堆
肥
の
ふ
く
土
 

ハ
、
芽
干
・
播
種
後
十
日
間
芽
干
を
行
 

「つ。 

二
、
床
水
の
か
け
ひ
き
 

初
め
十
日
間
溝
の
み
、
水
を
か
け
る
。
 

次
に
十
日
間
苗
を
水
に
な
ら
す
。
 

次
に
二
十
日
間
床
に
水
を
い
れ
て
干
ぬ
 

こ
と
、
苗
床
期
間
は
約
四
十
日
間
と
す
 

る。 

四
、
本
田
元
肥
 

石
灰
二
五
貫
、
荒
耕
七
日
前
施
す
、
堆
 

肥
七
〇
O
貫
 

化
成
肥
料
一
〇
貫
 

尿
素
一
貫
五
〇
〇
匁
 

ト
1
マ
ス
六
貫
 

塩
化
加
里
三
貫
 

此
等
を
荒
耕
に
施
す
 

個
形
肥
料
一
二
貫
、
代
が
き
に
施
す
 

追
肥
 

穂
肥
と
し
て
化
成
肥
料
七
貫
 

塩
化
加
里
一
貫
 

肥
料
成
分
合
計
窒
素
二
貫
六
八
〇
匁
 

燐
酸
二
貫
六
六
〇
匁
、
加
里
三
貫
四
九
 

〇
匁
 

但
し
堆
肥
の
肥
料
成
分
は
別
 

五
、
植
方
 
南
北
九
寸
二
分
、
東
西
七
寸
 

六
分
 

六
、
病
虫
害
防
除
ホ
ル
ゾ
ー
ル
七
月
十
五
 

日
、
二
十
五
日
、
八
月
二
十
五
日
 

以
ト
先
生
の
お
話
の
大
要
で
す
が
、
要
点
 

は
一
、
品
種
二
、
健
苗
育
成
三
、
施
肥
の
 

合
理
化
で
す
。
 

苗
床
は
冬
耕
堆
肥
の
増
施
で
地
力
を
作
り
 

、
う
す
蒔
、
芽
干
で
健
苗
を
作
り
本
田
は
 

堆
肥
で
地
力
を
作
り
燐
酸
加
里
に
重
点
を
・
 

置
き
、
早
き
、
の
肥
料
を
少
な
く
し
て
長
 

く
き
く
肥
料
で
元
肥
に
重
点
を
置
い
て
居
 

る
と
云
う
様
な
事
は
、
す
べ
て
の
栽
培
が
 

今
迄
に
み
な
い
進
歩
改
善
で
あ
る
畠
賞
 

ま
す
．
 

本
村
に
し
て
も
健
由
の
育
成
と
施
肥
の
合
 

理
化
が
出
来
れ
ば
反
増
収
一
俵
は
必
す
与
 

へ
ら
れ
る
事
と
思
い
ま
す
。
 

ど
う
か
皆
様
の
心
の
所
願
を
、
し
っ
か
り
 

と
極
め
ら
れ
て
増
収
の
道
を
求
め
ら
れ
ん
 

事
を
お
祈
り
致
し
ま
す
。
 

九
州
一
周
農
事
視
察
の
記
 

農
事
視
察
の
た
め
鹿
児
島
、
宮
崎
、
大
分
 

の
各
試
験
場
を
訪
問
し
指
導
を
受
け
ま
し
 

た
が
、
こ
の
内
特
に
目
新
し
い
も
の
の
み
 

御
報
告
致
し
ま
す
。
四
月
一
干
三
日
夜
行
 

に
て
金
田
駅
冨
塁
ぺ
翌
日
午
前
七
時
鹿
 

児
島
に
到
着
致
し
ま
し
た
。
先
す
鹿
児
島
 

農
業
試
験
場
を
訪
間
、
当
地
で
は
主
と
し
 

て
農
機
具
並
に
麦
の
試
作
状
況
を
見
学
し
 

ま
し
た
が
、
農
具
に
つ
い
て
は
各
種
新
式
 

農
具
の
内
背
負
）
豊
取
粉
器
が
目
に
止
り
ま
 

し
た
。
こ
れ
は
共
立
、
宿
谷
、
初
田
の
製
 

品
で
重
量
四
貫
目
、
反
当
り
散
粉
量
三
キ
 

ロ
、
散
粉
時
間
十
五
分
で
あ
り
、
非
常
に
 

能
率
的
で
あ
る
の
で
今
後
の
害
虫
防
除
に
 

は
是
非
奨
励
し
た
い
も
の
畠
（
い
ま
す
。
 

次
に
水
田
の
二
期
作
と
し
て
丁
度
田
植
が
 

初
め
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
係
員
の
説
 

農
 

業
 
委
 
員
 
会
 

明
に
よ
る
と
第
一
期
は
三
月
十
日
頃
播
種
 

し
、
苗
床
期
間
が
四
十
日
、
田
植
が
四
月
 

中
旬
、
七
月
下
旬
に
収
穫
す
る
事
に
な
っ
 

て
お
り
、
第
二
期
は
田
植
が
八
月
上
旬
、
 

十
一
月
中
旬
に
収
穫
を
初
め
る
事
に
な
っ
 

て
お
り
、
こ
の
二
回
で
約
「
君
］
程
度
の
収
 

穫
だ
さ
う
で
あ
り
ま
す
。
 

麦
で
は
裸
白
麦
八
号
、
晩
生
四
国
裸
五
号
 

中
生
等
が
特
に
良
い
の
で
試
作
用
の
種
子
 

を
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。
次
に
観
光
地
 

に
つ
い
て
特
に
驚
い
た
の
は
桜
島
の
熔
岩
 

原
で
あ
り
ま
す
。
海
上
遭
絡
船
で
一
干
分
 

間
で
着
島
、
噴
火
は
文
献
に
よ
る
と
約
千
 

四
百
年
前
に
始
ま
り
其
の
後
三
十
四
回
噴
 

火
し
、
中
で
も
大
正
三
年
一
月
十
二
日
の
 

大
爆
発
で
熔
岩
流
は
海
を
埋
め
て
お
り
、
 

そ
の
壮
厳
な
る
実
況
は
全
ノ
＞
八
智
で
は
計
 

り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
り
、
自
然
の
威
力
 

に
は
全
く
驚
嘆
の
外
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
 

当
日
は
以
上
ニ
ケ
所
を
視
察
し
同
市
に
宿
 

拍
、
翌
二
十
五
日
早
朝
宮
崎
へ
向
っ
て
出
 

発
敢
レ
ま
し
た
。
 

宮
崎
で
は
、
最
初
に
観
光
バ
ス
で
青
島
を
 

見
ま
し
た
が
特
に
珍
し
き
も
の
は
、
神
社
 

周
辺
の
岩
層
の
自
然
美
で
恰
か
も
人
工
で
 

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
程
で
し
た
。
又
島
 

内
で
は
他
で
見
る
事
の
出
来
な
い
熱
帯
植
 

物
ば
か
り
で
、
特
に
バ
ナ
、
の
結
実
の
実
 

況
は
見
事
な
も
の
で
、
誠
に
思
い
を
残
す
 

も
の
が
多
か
っ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
当
 

日
は
宮
崎
市
に
宿
泊
、
翌
二
十
六
日
は
又
 

早
朝
よ
り
宮
崎
農
業
試
験
場
に
行
き
園
芸
 

部
児
玉
技
師
よ
り
早
生
胡
瓜
・
南
瓜
栽
培
 

の
実
地
導
呼
を
受
け
ま
し
）
』
が
、
之
に
つ
 

い
て
要
点
の
み
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
苗
床
 

は
床
に
踏
み
込
み
、
温
度
を
出
さ
ず
二
重
 

床
と
し
て
光
線
熱
で
発
芽
さ
せ
る
特
別
の
 

技
術
で
す
。
同
氏
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
こ
 

の
方
法
は
北
九
州
地
帯
で
も
出
来
る
と
の
 

事
で
あ
り
ま
し
た
。
品
種
は
胡
瓜
落
合
一
一
 

号
、
日
向
一
耳
、
南
瓜
は
日
向
十
四
号
で
 

出
荷
日
本
一
を
誇
る
早
生
種
で
あ
り
ま
す
 

播
種
は
十
二
月
下
旬
、
第
一
回
移
植
景
 

葉
七
分
開
）
七
日
目
頃
、
第
面
（
本
葉
 

二
枚
半
の
頃
）
本
葉
四
枚
の
頃
根
の
切
り
 

ま
わ
し
、
其
の
後
十
日
内
に
定
植
、
本
葉
 

五
・
六
枚
の
頃
、
本
田
畦
巾
一
 

、
株
間
 

六
寸
一
条
と
し
て
「
ビ
ニ
ー
ル
」
を
か
ぶ
 

せ
る
。
又
竹
立
て
は
両
側
一
尺
二
寸
間
に
 

立
て
る
。
 

南
瓜
は
苗
床
と
し
て
は
胡
瓜
と
同
様
で
す
 

が
、
つ
る
の
出
し
方
が
叉
特
別
の
方
法
で
 

あ
り
、
一
露
を
残
し
三
節
目
よ
り
五
節
の
 

間
に
二
本
を
取
り
、
本
芽
共
三
本
仕
立
と
 

し
ま
す
。
本
田
畦
巾
六
尺
、
株
間
三
尺
、
 

反
当
六
百
株
を
植
へ
、
薬
剤
は
銅
製
剤
を
 

苗
床
の
時
よ
り
七
日
毎
に
行
っ
事
に
な
っ
 

て
お
り
ま
す
。
 

温
床
の
技
術
と
し
て
は
他
に
見
ら
れ
な
い
 

権
威
者
で
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
午
後
一
 

時
半
宮
崎
駅
出
発
、
大
分
に
宿
泊
し
翌
一
】
 

十
七
日
朝
大
分
農
業
試
験
場
を
見
学
、
米
 

麦
担
当
者
田
原
技
師
の
話
喜
〔
り
た
る
所
 

西
海
裸
一
一
号
早
生
、
改
良
裸
中
生
、
小
麦
 

農
林
六
十
号
・
六
十
一
号
等
が
増
産
品
種
 

と
し
て
最
適
ガ
そ
う
で
す
。
 

園
芸
関
係
で
は
飛
高
姑
姉
に
よ
り
胡
瓜
落
 

合
二
号
、
南
瓜
相
津
早
生
、
ト
マ
ト
福
寿
 

二
号
、
世
界
一
」
亮
変
配
等
で
あ
り
ま
す
 

が
、
栽
培
法
は
本
村
と
大
差
な
い
様
で
あ
 

り
ま
す
が
、
苗
床
定
植
前
の
「
ズ
ラ
ツ
」
 

及
薬
剤
散
布
に
は
特
に
注
意
を
要
す
る
と
 

の
こ
と
で
す
。
以
上
の
視
察
を
終
り
二
十
 

七
日
夜
帰
野
致
し
ま
し
た
。
視
察
地
に
於
 

け
る
詳
細
な
る
事
項
は
御
集
合
の
折
を
利
 

用
御
報
告
申
上
ま
す
。
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無 職 4 8 12 0.5 
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