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米
の
生
産
調
整
に
 

理
解
と
協
力
を
ク
 

日
本
民
族
と
米
は
切
り
離
せ
 

な
い
も
の
で
す
。
そ
れ
は
米
が
 

も
っ
と
も
大
切
な
国
民
食
糧
で
 

あ
り
、
ま
た
農
業
生
産
の
大
宗
 

で
あ
る
か
ら
で
す
。
米
の
豊
凶
 

に
日
本
民
族
は
い
つ
も
一
喜
一
 

憂
し
て
き
ま
し
た
。
 

戦
後
の
食
糧
難
を
克
服
し
て
 

今
日
み
ら
れ
る
よ
う
な
め
ざ
ま
 

し
い
農
業
生
産
力
水
準
に
達
し
 

た
の
は
農
家
の
皆
さ
ん
の
努
力
 

の
賜
で
あ
り
、
日
本
農
業
の
底
 

力
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
い
え
 

ま
し
ょ
う
。
 

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
数
年
の
間
 

に
米
の
生
産
と
消
費
の
関
係
に
 

重
大
な
変
化
が
で
て
き
ま
し
 

た
。
米
の
消
費
が
減
る
反
面
、
 

生
産
が
著
し
く
増
加
し
、
そ
の
 

結
果
、
長
い
間
不
足
ぎ
み
だ
っ
 

た
米
が
過
剰
状
態
に
な
っ
て
き
 

た
の
で
す
。
 

政
府
手
持
の
古
米
在
庫
は
、
 

四
十
四
年
十
月
末
に
は
五
百
六
 

十
万
ト
ン
に
な
り
、
さ
ら
に
四
 

十
四
年
産
米
も
千
四
百
万
ト
ン
 

と
い
う
豊
作
で
し
た
の
で
、
こ
 

の
ま
ま
で
は
四
十
五
年
十
月
末
 

に
約
八
百
万
ト
ン
に
も
な
る
と
 

予
想
さ
れ
ま
す
。
し
か
も
、
こ
 

の
よ
う
に
米
の
過
剰
状
態
は
、
 

い
ま
や
一
時
的
な
も
の
で
な
く
 

恒
常
的
な
も
の
と
な
っ
て
き
て
 

い
ま
す
。
 

国
民
が
必
要
と
す
る
以
上
の
 

多
量
の
米
の
生
産
を
こ
れ
以
上
 

続
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
 

過
剰
と
な
っ
た
古
米
は
な
ん
と
 

か
処
理
す
る
と
し
て
も
、
四
十
 

五
年
度
以
降
も
消
費
を
大
幅
に
 

上
ま
わ
る
米
の
生
産
が
続
け
 

ば
、
政
府
と
し
て
、
米
の
管
理
 

難
な
事
態
に
な
る
こ
と
は
明
ら
 

米
は
、
わ
が
国
農
業
の
基
幹
 

か
で
す
。
 

作
物
で
あ
り
、
農
業
生
産
全
体
 

そ
こ
で
、
米
の
需
要
の
拡
大
 
の
地
位
か
ら
し
て
も
、
農
家
経
 

に
努
力
す
る
一
方
、
う
ま
い
米
 
済
の
う
え
か
ら
み
て
も
、
そ
の
 

作
り
を
一
層
進
め
る
こ
と
が
必
 
生
産
を
縮
小
す
る
こ
と
は
大
変
 

要
で
す
。
 

困
難
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
十
 

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
分
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
 

米
の
生
産
を
需
要
に
見
合
っ
て
 

し
か
し
、
こ
の
際
、
政
府
と
 

早
急
に
縮
小
す
る
こ
と
が
ど
う
 
し
て
は
稲
作
農
家
の
ご
理
解
と
 

し
て
も
必
要
と
な
っ
て
い
る
の
 
ご
協
力
を
え
て
、
わ
が
国
農
業
 

で
す
り
 

の
長
期
的
な
発
展
の
た
め
に
、
 

  

こ
の
た
め
昨
年
産
米
か
ら
稲
 
非
常
緊
急
の
措
置
と
し
て
、
 
一 

作
の
転
換
の
推
進
に
と
り
か
か
 
五
O
万
ト
ン
以
上
を
目
標
に
米
 

り
ま
し
た
が
、
今
年
産
米
か
ら
 
の
生
産
調
整
を
行
な
い
た
い
と
 

制
度
の
根
幹
を
維
持
す
る
た
め
 
こ
れ
を
本
格
的
に
実
施
し
な
け
 
考
え
て
い
ま
す
。
 

に
ど
の
よ
う
に
努
力
し
て
も
困
 
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
地
域
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の
実
情
に
応
じ
て
、
稲
か
ら
需
 

要
の
多
い
他
の
作
物
へ
転
換
す
 

る
こ
と
が
最
も
望
ま
し
い
こ
と
 

で
す
。
ま
た
、
土
地
改
良
事
業
 

を
夏
の
間
に
実
施
す
る
こ
と
も
 

考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
い
 

ろ
い
ろ
な
条
件
か
ら
早
急
に
転
 

作
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
も
 

あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
場
合
は
 

一
時
的
に
休
耕
色
す
る
と
い
う
 

こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
・
つ
。
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
地
域
に
 

応
じ
た
方
法
で
、
米
の
生
産
を
 

早
急
に
縮
小
す
る
こ
と
に
ご
協
 

力
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
 

す。 政
府
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
 

な
米
の
生
産
調
整
を
円
滑
に
進
 

め
る
た
め
、
生
産
調
整
奨
励
金
 

「
牢
交
付
す
る
な
ど
の
援
助
を
行
 

な
う
方
針
で
す
。
 

そ
し
て
、
都
道
府
県
や
市
町
 

村
の
関
係
者
、
農
業
団
体
の
皆
 

さ
ん
に
も
、
協
力
を
お
願
い
し
、
 

農
業
改
良
普
及
員
な
ど
が
経
営
 

技
術
の
面
で
農
家
の
皆
さ
ん
の
 

ご
相
談
に
応
じ
る
な
ど
、
官
民
 

一
体
の
推
進
体
制
を
と
と
の
え
 

ま
す
。
 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
わ
が
国
 

農
業
が
は
じ
め
て
経
験
す
る
こ
 

の
困
難
な
事
態
を
切
り
抜
け
て
 

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

つ
ぎ
に
、
な
ぜ
米
の
生
産
調
 

整
が
必
要
に
な
っ
た
か
、
ま
た
 

政
府
が
ど
の
よ
う
な
措
置
を
と
 

ろ
う
と
し
て
い
る
か
を
、
も
っ
 

と
詳
し
く
ご
説
明
し
ま
し
ょ
う
 

昭
和
四
十
五
年
一
月
 

農
 
林
 
省
 

▼
米
の
一
人
当
た
り
消
費
は
最
 

近
著
し
く
減
少
し
て
い
ま
す
。
 

こ
れ
は
都
会
の
消
費
者
だ
 

け
で
な
く
、
農
家
に
つ
い
て
も
 

同
様
で
す
、
 
こ
の
た
め
、
米
の
 

総
需
要
量
も
、
人
ロ
の
増
加
や
 

加
工
用
需
要
の
増
大
に
も
か
か
 

わ
ら
ず
、
最
近
の
五
か
年
間
で
 

一
〇
〇
万
ト
ン
以
上
も
減
少
し
 

現
在
は
、
年
間
一
、
一
一
〇
〇
万
ト
 

ン
程
度
に
な
っ
て
い
ま
す
。
 

こ
の
よ
う
な
消
費
の
減
退
は
 

所
得
が
向
上
し
て
食
生
活
が
豊
 

か
に
な
っ
て
く
る
に
従
い
、
牛
 

乳
、
肉
類
や
果
実
、
野
菜
な
ど
 

が
増
え
、
で
ん
ぷ
ん
質
食
品
全
 

体
が
減
っ
て
き
て
い
る
こ
と
に
 

よ
る
も
の
で
、
で
ん
ぷ
ん
質
食
 

品
の
需
要
が
減
る
の
は
、
欧
米
 

先
進
国
の
例
を
み
て
も
自
然
の
 

な
り
ゆ
き
で
す
。
 

▼
他
方
，
米
の
生
産
は
、
農
家
 

の
皆
さ
ん
方
の
努
力
と
あ
い
ま
 

っ
て
、
品
種
改
良
や
米
づ
く
り
 

技
術
の
向
上
、
あ
る
い
は
土
地
 

改
良
が
進
ん
で
き
た
こ
と
か
ら
 

反
収
が
あ
が
り
、
ま
た
作
付
面
 

積
も
増
え
て
き
て
い
て
、
最
近
 

で
は
二
、
四
O
〇
万
ト
ン
を
こ
 

え
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
ま
す
。
 

▼
こ
の
結
果
、
政
府
の
古
米
在
 

庫
は
、
四
十
四
年
十
月
末
で
約
 

五
六
〇
万
ト
ン
（
配
給
量
の
一
 

〇
か
月
分
）
と
な
り
、
い
ま
の
 

ま
ま
で
は
、
四
十
五
年
十
月
末
 

に
は
約
八
〇
〇
万
ト
ン
に
も
達
 

す
る
も
の
と
見
込
ま
れ
ま
す
。
 

さ
ら
に
こ
の
ま
ま
推
移
す
れ
 

ば
、
生
産
量
を
平
年
作
と
し
て
 

み
て
も
、
こ
れ
に
年
々
約
一
五
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第56号 ほ
 

〇
万
ト
ン
以
上
の
過
剰
が
新
た
 
す。 

一
の
た
め
生
ず
る
食
糧
管
理
特
別
 

に
積
み
重
な
っ
て
い
く
と
い
う
 

米
を
輸
出
す
る
に
は
、
国
内
一
会
計
の
赤
字
は
巨
額
の
も
の
と
 

事
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。
 

産
米
の
価
格
が
国
際
価
格
の
ー
ー
な
り
、
四
十
四
年
度
に
一
般
会
 

こ
う
し
て
み
ま
す
と
、
米
の
 
倍
以
上
も
す
る
の
で
、
そ
の
差
 
計
か
ら
繰
り
入
れ
る
金
額
は
、
 

過
剰
状
態
は
、
い
ま
や
一
時
的
 
額
は
国
費
で
負
担
し
な
け
れ
ば
 
三
千
億
円
に
達
し
ま
す
。
こ
れ
 

な
も
の
で
は
な
く
、
恒
常
的
な
 
な
ら
な
い
こ
と
‘
他
の
米
輸
出
 
は
農
林
予
算
の
約
四
〇
％
に
も
 

も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
 

国
と
の
市
場
競
合
な
ど
、
い
ろ
 
な
り
ま
す
。
 

▼
こ
の
よ
う
な
米
の
需
給
の
関
 

い
ろ
難
か
し
い
問
題
が
あ
り
ま
 

係
か
ら
、
極
カ
、
米
の
消
費
を
 
す
が
、
今
後
も
努
力
し
て
い
く
 

増
や
す
よ
う
に
す
る
と
と
も
 
考
え
で
す
o
 

に
、
た
く
さ
ん
た
ま
っ
て
い
る
 

▼
以
上
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
の
 

過
剰
米
の
処
理
を
す
る
こ
と
が
 

手
段
を
講
じ
て
、
米
の
需
要
を
 

今
後
は
、
学
童
に
合
理
的
な
米
特
別
処
理
も
考
え
ざ
る
を
え
な
 

食
の
習
慣
を
う
え
つ
け
て
い
く
 
い
段
階
と
な
っ
て
い
ま
す
b
 

た
め
に
も
、
そ
の
希
望
に
応
じ
 
▼
食
糧
管
理
制
度
は
、
戦
中
戦
 

て
．
こ
れ
を
拡
大
さ
せ
た
い
考
 
後
を
通
じ
、
国
民
食
糧
の
確
 

え
で
す
。
 

保
、
消
費
者
の
家
計
の
安
定
、
 

▼
み
そ
、
し
ょ
う
ち
ゅ
う
、
せ
 
あ
る
い
は
農
家
経
済
の
向
上
に
 

ん
べ
い
な
ど
の
原
材
料
用
に
 
大
き
な
役
割
を
は
た
し
て
き
ま
 

は
、
今
後
は
、
外
米
は
使
わ
ず
 
し
た
o
 

内
地
米
を
使
う
よ
う
に
進
め
て
 
▼
し
か
し
、
米
の
過
剰
に
と
も
 

い
ま
す
。
ま
た
、
も
っ
と
い
ろ
 
な
っ
て
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
 

い
ろ
の
用
途
に
米
を
使
え
な
い
 
に
、
米
の
政
府
在
庫
は
増
え
つ
 

か
と
い
う
こ
と
も
検
討
し
て
い
 
づ
け
、
倉
庫
は
す
で
に
い
っ
ぱ
 

ま
す
。
 

い
で
、
平
常
の
収
容
力
を
上
ま
 

▼
海
外
へ
の
輸
出
、
援
助
に
も
 
わ
っ
て
つ
め
込
ん
で
い
る
状
況
 

努
め
て
い
ま
す
。
す
で
に
韓
国
 
で
す
。
 

に
三
三
万
ト
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
 
▼
ま
た
、
現
在
、
政
府
は
、
米
 

に
一
〇
万
ト
ン
の
貸
付
け
、
ィ
 
に
つ
い
て
ト
ン
当
た
り
約
三
万
 

ン
ド
ネ
シ
ア
に
援
助
で
米
の
供
 
七
千
円
（
一
五
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
 

与
を
行
な
い
、
ま
た
沖
縄
に
も
 
当
た
り
約
五
、
六
〇
〇
円
）
の
財
 

輸
出
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
 
政
負
担
を
し
て
い
ま
す
が
、
こ
 

▼
ま
た
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
 

な
過
剰
米
の
た
め
に
、
ま
ず
保
 

管
の
費
用
が
ト
ン
当
た
り
年
間
 

一
万
円
以
上
か
か
り
ま
す
。
 

必
要
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
c
 

少
し
で
も
増
や
す
よ
う
に
努
尤
 
ま
 

そ
の
た
め
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
 
し
て
い
き
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
 
い
 

に
つ
い
て
検
討
を
進
め
、
順
次
 
限
界
が
あ
り
、
現
在
の
よ
う
な
 
に
 

実
行
に
移
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
 
米
の
生
産
を
許
す
よ
う
な
需
要
 
ま
 

すo 

の
増
大
は
、
と
う
て
い
望
む
べ
 
額
 

▼
米
飯
に
よ
る
学
校
給
食
は
、
 

く
も
な
い
の
で
す
。
他
方
、
た
 
こ
 

現
在
は
き
わ
め
て
例
外
的
に
し
 
く
さ
ん
た
ま
っ
て
い
る
過
剰
米
 
ム云 

か
行
な
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
 

に
つ
い
て
は
、
飼
料
な
ど
へ
の
 
る
 さ

ら
に
、
過
剰
な
米
を
い
つ
 

で
も
持
っ
て
い
る
わ
け
に
は
 

か
な
い
の
で
、
飼
料
用
な
ど
 

特
別
処
理
し
な
け
れ
ば
な
り
 

せ
ん
が
、
そ
の
た
め
に
は
巨
 

の
財
政
負
担
を
要
し
ま
す
。
 

れ
が
ま
た
、
食
糧
管
理
特
別
 

計
の
赤
字
を
一
層
増
大
さ
せ
 

要
因
に
な
る
の
で
す
。
 

▼
し
た
が
っ
て
、
需
要
の
伴
わ
 

な
い
過
剰
米
の
生
産
を
こ
れ
以
 

上
続
け
る
こ
と
は
、
国
民
経
済
 

的
に
も
許
き
れ
な
い
ば
か
り
 

か
、
そ
の
た
め
の
財
政
負
担
に
 

っ
い
て
は
、
国
民
の
納
得
が
え
 

ら
れ
な
い
も
の
と
な
る
お
そ
れ
 

が
あ
り
ま
す
。
 

総
合
農
政
の
推
進
に
つ
い
て
 

こ
の
よ
う
な
当
面
す
る
米
の
 

過
剰
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
 

は
、
非
常
緊
急
の
措
置
と
し
て
 

米
の
生
産
調
整
を
行
な
う
こ
と
 

は
ど
う
し
て
も
必
要
な
こ
と
で
 

す。 と
は
い
っ
て
も
人
口
が
一
億
 

を
こ
え
る
わ
が
国
で
、
米
ば
か
 

り
で
な
く
国
民
が
必
要
と
す
る
 

良
質
な
食
糧
を
安
定
し
た
価
格
 

で
豊
富
に
保
給
す
る
こ
と
は
農
 
を
本
格
的
に
実
施
し
た
り
、
農
 

業
の
重
要
な
使
命
で
あ
る
こ
と
 
道
網
の
整
備
や
ほ
場
整
備
な
ど
 

に
少
し
も
変
り
あ
り
ま
せ
ん
。
 

農
業
生
産
基
盤
の
強
化
に
努
め
 

こ
の
よ
う
な
農
業
の
使
命
を
 
ま
す
。
 

達
成
す
る
た
め
農
業
を
産
業
と
 

さ
ら
に
、
主
産
地
域
を
中
心
 

し
て
確
立
し
、
農
家
の
所
得
と
 
に
、
市
場
の
動
き
に
合
っ
た
良
 

福
祉
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
ぜ
 
品
質
の
農
産
物
を
計
画
的
に
供
 

ひ
と
も
必
要
で
す
。
こ
の
た
め
、
給
す
る
団
地
づ
く
り
を
推
進
し
 

政
府
は
、
次
の
よ
う
な
点
に
重
 
ま
す
。
 

点
を
お
い
て
、
総
合
農
政
の
推
 

進
に
努
め
て
い
ま
す
。
 

地
域
の
特
性
を
い
か
し
た
 

農
業
生
産
の
推
進
 

地
域
の
特
性
を
い
か
し
て
、
 

米
ば
か
り
で
な
く
、
畜
産
物
、
 

野
菜
、
果
実
な
ど
を
安
心
し
て
 

生
産
で
き
る
よ
う
に
、
国
や
地
 

方
公
共
団
体
は
農
業
団
体
な
ど
 

と
相
談
し
て
将
来
の
農
業
生
産
 

の
望
ま
し
い
姿
を
明
ら
か
に
す
 

る
つ
も
り
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
 

を
も
と
に
し
て
、
農
業
団
体
な
 

ど
に
よ
る
農
産
物
の
生
産
と
出
 

荷
の
調
整
体
制
の
確
立
を
推
進
 

し
ま
す
。
 

農
産
物
の
価
格
の
安
定
と
 

流
通
の
近
代
化
 

価
格
の
異
常
な
変
動
を
防
ぎ
 

農
業
所
得
と
農
業
経
営
の
安
定
 

に
資
す
る
よ
う
価
格
安
定
対
策
 

を
強
化
し
ま
す
。
 

さ
ら
に
、
加
工
や
流
通
の
近
 

代
化
を
す
す
め
ま
す
。
新
し
い
 

需
要
を
開
発
す
る
た
め
に
も
、
 

加
工
対
策
に
力
を
入
れ
ま
す
。
 

ま
た
、
産
地
か
ら
消
費
地
ま
で
 

の
流
通
過
程
を
合
理
化
し
、
生
 

産
者
か
ら
消
費
者
へ
農
産
物
が
 

円
滑
に
供
給
さ
れ
る
よ
う
な
体
 

制
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。
 

新
し
い
農
村
の
建
設
 

高
能
率
の
農
業
の
育
成
 

道
路
な
ど
農
村
の
生
活
環
境
 

農
業
で
他
産
業
な
み
の
所
得
 
施
設
は
都
市
に
く
ら
べ
て
立
ち
 

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
、
規
 
遅
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
整
 

模
が
大
き
く
、
生
産
性
の
高
い
 
備
に
一
段
と
力
を
入
れ
て
、
近
 

農
業
経
営
を
で
き
る
だ
け
多
く
 
代
的
な
生
活
環
境
の
な
か
で
農
 

育
成
し
ま
す
。
こ
の
た
め
に
、
 

業
に
従
事
で
き
る
よ
う
な
農
村
 

農
業
で
生
活
し
よ
う
と
す
る
経
 
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。
 

営
に
農
地
が
集
ま
り
や
す
く
す
 

農
家
の
皆
さ
ん
の
老
後
の
生
 

る
よ
う
に
、
農
地
法
の
改
正
を
 
活
保
障
と
経
営
移
譲
の
促
進
を
 

行
な
い
、
ま
た
、
機
械
や
施
設
 
図
る
た
め
、
四
十
五
年
度
か
ら
 

な
ど
の
導
入
に
必
要
な
資
金
の
 
農
業
者
年
金
制
度
を
創
設
し
ま
 

融
通
を
行
い
ま
す
。
 

す。 

第
二
次
農
業
構
造
改
善
事
業
 

農
業
だ
け
で
生
活
で
き
な
い
 

人
や
農
業
か
ら
離
れ
て
い
こ
う
 

と
す
る
人
達
の
た
め
に
、
出
稼
 

ぎ
に
よ
ら
ず
地
元
で
働
け
る
よ
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引

揚

者

交

付

金

 の
 

請

求

は

済

み

 ま
 
し
 
た
 
か
 

引
揚
者
に
対
す
る
特
別
交
付
 
い
方
も
終
戦
ま
で
外
地
に
一
年
 

金
請
求
も
三
月
末
で
一
応
時
効
 
以
上
お
ら
れ
た
方
も
一
応
役
場
 

の
関
係
上
し
め
き
り
ま
す
が
、
 

厚
生
係
窓
口
ま
で
お
尋
ね
下
き
 

今
だ
に
請
求
し
て
い
な
い
方
や
 
い。 

前
面
給
付
金
を
請
求
し
て
い
な
 

第5図 食糧管理特別会計繰入額の推移 
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国

民

健

康

 

保
険
証
の
更
新
を
プ
・
 

国
民
健
康
保
険
証
の
有
効
期
 
回
印
か
ん
 

限
は
、
 

「
昭
和
四
十
五
年
三
月
 
四
、
大
事
な
保
険
証
で
す
 
代
 

三
十
一
日
」
ま
で
で
、
そ
れ
以
 
理
人
や
未
成
年
者
で
は
更
新
が
 

降
は
無
効
と
な
り
ま
す
た
め
次
 
出
来
兼
ね
ま
す
 

の
と
お
り
保
険
証
の
更
新
を
い
 
五
、
新
し
い
保
険
証
で
な
い
と
 

た
し
ま
す
期
間
中
に
お
い
で
下
 
四
月
一
日
以
降
は
無
効
と
な
り
 

さ
い
。
 

ま
す
の
で
お
忘
れ
な
い
よ
う
に
 

一
、
期
日
 

三
月
二
十
日
か
ら
 
期
間
中
に
お
い
で
下
さ
い
 

三
月
三
十
一
日
ま
で
（
日
曜
祭
 
ー
 
国
民
健
康
保
険
税
を
完
納
 

日
を
除
き
土
曜
日
は
午
前
中
）
 

さ
れ
て
い
な
い
方
は
是
非
更
新
 

二
、
場
所
 
方
城
町
役
場
住
民
 
ま
で
に
完
納
し
て
下
さ
い
 

係
 

三
、
持
参
品
 
の
方
城
町
国
民
 

玲
 

玲
 

女
 

健
康
保
険
被
保
険
者
証
 

一
「
野
犬
の
撲
滅
を
 

し
ま
し
ょ
う
ク
」
一
 

最
近
野
犬
が
ま
す
ま
す
殖
え
 

て
、
人
畜
や
田
畑
に
か
な
り
な
 

被
害
を
与
え
て
い
ま
す
。
 
こ
の
 

た
め
町
と
し
て
田
川
保
健
所
と
 

連
絡
の
う
え
三
月
と
四
月
の
ー
ー
 

ケ
月
間
を
野
犬
撲
滅
月
間
と
し
 

こ
の
期
間
中
に
町
内
数
ケ
所
に
 

て
野
犬
の
薬
殺
を
い
た
し
ま
 

す
。
な
お
薬
殺
日
時
場
所
等
は
 

決
定
次
第
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
 

す
。
飼
い
主
の
方
は
次
の
こ
と
 

に
つ
い
て
御
協
力
願
い
ま
す
。
 

一
、
犬
の
放
し
飼
い
は
出
来
る
 

だ
け
し
な
い
で
下
さ
い
 

一
一
、
犬
の
産
前
産
後
の
管
理
を
 

充
分
に
し
て
下
さ
い
 

三
、
犬
を
捨
て
な
い
で
下
さ
い
 

四
、
犬
の
産
児
制
限
（
犬
族
を
 

殖
や
さ
な
い
よ
う
注
意
し
 

て
下
さ
い
）
 

ー

不

用

犬

の

買

上

げ

ー

 

い
ら
な
い
犬
は
次
の
と
お
り
買
 

い
上
げ
ま
す
。
印
か
ん
を
お
も
 

び
に
第
一
回
（
春
期
）
狂
犬
病
 

予
防
注
射
を
次
の
と
お
り
実
施
 

し
ま
す
。
犬
の
所
有
者
は
も
れ
 

な
く
う
け
て
下
さ
い
。
 

o
四
月
二
十
二
日
 

九
時
半
か
ら
十
二
時
ま
で
 

弁
城
小
学
校
 

西
古
門
公
民
館
 

一
時
か
ら
三
時
半
ま
で
 

春
田
公
民
館
 

後
谷
公
民
館
 

o
四
月
二
十
三
日
 

九
時
半
か
ら
十
二
時
ま
で
 

東
区
公
民
館
 

一
時
か
ら
三
時
半
ま
で
 

見
六
公
民
館
 

九
後
半
か
ら
三
時
半
ま
で
 

方
城
町
役
場
 

o
四
月
二
十
八
日
 

九
時
半
か
ら
三
時
半
ま
で
 

方
城
町
役
場
 

ハ
料
金
v
 

ち
の
う
え
役
場
住
民
係
ま
で
犬
 

登
録
料
一
頭
三
〇
〇
円
 

を
つ
れ
て
来
て
下
さ
い
。
 

注
射
料
一
頭
二
〇
〇
円
 

親
犬
メ
ス
ー
頭
 

一
五
〇
円
 

計
 

五
〇
〇
円
持
参
 

親
犬
ォ
ス
ー
頭
 

一
〇
〇
円
 

下
さ
い
 

小
犬
 

一
頭
 

五
〇
円
 

な
お
期
間
中
は
田
川
保
健
所
 

ー
ー
犬
の
登
録
並
び
に
狂
犬
病
 

よ
り
捕
獲
員
が
町
内
巡
回
捕
獲
 

予
防
注
射
の
お
知
ら
せ
ー
ー
 
を
い
た
し
ま
す
o
 

昭
和
四
五
年
度
犬
の
登
録
並
 

高
等
訓
練
生
の
 

募
 
集
 

飯
塚
総
合
高
等
職
業
訓
練
校
 

（
飯
塚
市
柏
ノ
森
八
三
）
で
は
 

高
等
訓
練
生
を
次
の
要
領
で
募
 

集
し
て
い
ま
す
。
 

▽
科
名
及
び
人
員
 

機
械
製
図
科
一
五
名
 

自
動
車
整
備
科
一
五
名
 

▽
資
格
 

中
卒
ま
た
は
今
春
卒
業
見
込
 

及
び
同
等
以
上
の
学
力
の
あ
 

る
者
 

▽
特
典
 

修
了
生
に
は
技
能
士
補
の
称
 

号
が
与
え
ら
れ
る
 
学
割
あ
 

h
ノ 

▽
月
謝
 

五
O
〇
円
（
来
年
は
安
く
な
 

る
予
定
）
 

＠
選
考
日
等
く
わ
し
い
こ
と
は
 

同
校
（
電
話
②
四
〇
】
八
）
 

へ
間
い
合
せ
て
く
だ
さ
い
 

春の防犯運動 

3月20日～4月末日 

アキ巣と非行対策を 
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昭
和
四
十
四
年
度
 

同
和
事
業
の
完
成
 

昭
和
四
十
四
年
度
の
同
和
事
 
た。 

業
に
つ
い
て
。
 

不
良
環
境
地
区
改
善
事
業
は
 

同
和
事
業
特
別
措
置
法
が
立
 

法
化
さ
れ
ま
し
て
町
長
は
同
和
 

室
を
新
し
く
作
り
ま
し
た
。
 

方
城
町
は
地
方
改
善
事
業
が
 

特
に
遅
れ
て
い
る
の
で
す
。
他
 

町
村
に
ま
け
な
い
様
に
現
在
改
 

善
事
業
に
一
生
懸
命
努
力
し
て
 

い
ま
す
。
 

昭
和
四
十
四
年
度
の
改
善
事
 

業
は
次
の
通
り
で
す
。
 

⑥
丸
山
地
区
水
道
配
管
工
事
こ
 

の
工
事
は
県
費
補
助
が
半
額
で
 

工
事
金
百
五
拾
壱
万
弐
千
円
で
 

県
費
補
助
七
拾
五
万
円
で
す
。
 

⑨
春
田
地
区
納
骨
堂
建
設
工
事
 

で
こ
れ
は
国
庫
補
助
で
す
。
 

事
業
費
総
額
二
百
四
十
五
万
 

五
千
五
百
円
で
国
庫
補
助
額
百
 

六
十
三
万
七
千
円
で
す
。
 

起
債
額
が
八
十
一
万
八
千
五
 

百
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

⑥
八
幡
町
か
ら
新
門
の
道
路
舗
 

装
で
す
。
こ
れ
は
国
庫
補
助
で
 

す
。
事
業
費
総
額
二
百
三
拾
四
 

万
円
で
国
庫
補
助
が
百
五
十
六
 

万
円
で
す
。
残
り
が
起
債
で
す
。
 

⑥
農
機
具
購
入
に
つ
い
て
 

同
和
地
区
に
対
し
て
県
費
補
 

助
で
バ
イ
ン
ダ
七
台
と
耕
運
機
 

】
台
購
入
し
、
配
分
致
し
ま
し
 

次
の
と
お
り
で
す
。
 

⑨
東
区
排
水
路
工
事
が
完
成
致
 

し
ま
し
た
。
 

総
事
業
費
が
四
百
五
拾
二
万
 

七
千
円
で
国
庫
補
助
額
が
二
百
 

二
拾
六
万
三
千
五
百
円
で
す
。
 

残
り
が
起
債
額
百
五
拾
八
万
 

四
千
円
で
一
般
財
源
が
六
拾
七
 

万
九
千
五
百
円
と
な
っ
て
い
ま
 

●・・‘・ニ一！●…・・二】！！ 

●

！

 

す。 
＠
鶴
ケ
丘
集
会
所
増
築
工
事
が
 

出
来
上
り
ま
し
た
。
 

工
事
費
総
額
が
百
五
拾
万
円
 

で
県
費
補
助
が
二
分
の
ー
で
す
 

七
拾
五
万
円
で
す
。
残
り
が
 

起
債
五
十
二
万
五
千
円
。
 
一
般
 

財
源
二
十
二
万
五
千
円
と
な
っ
 

て
い
ま
す
。
 

以
上
申
し
あ
げ
ま
し
た
同
和
 

事
業
の
補
助
は
九
十
七
％
国
の
 

責
任
で
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
 

た。 昭
和
四
十
四
年
度
の
同
和
事
 

業
完
成
に
至
る
ま
で
、
皆
様
方
 

の
御
協
力
を
心
か
ら
御
礼
申
し
 

あ
げ
て
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。
 

出

生

・

婚

姻

・

死

亡

調

 べ
 

一
、
出
生
御
出
産
お
め
で
と
 

う
ご
ざ
い
ま
す
っ
 

一
月
出
生
者
 

石
谷
建
作
 

西
田
美
津
子
 

池
本
真
希
美
 

二
、
婚
姻
御
結
婚
お
め
で
と
 

う
ご
ざ
い
ま
す
。
 

三
月
婚
姻
者
 

原
田
増
雄
 

久
保
田
利
政
 

身
吉
和
子
 

田
中
久
子
 

久
冨
龍
彦
 

田
中
重
徳
 

沓
形
春
美
 

小
山
ハ
ッ
子
 

白
石
和
博
 

高
藤
志
摩
子
 

三
、
死
亡
謹
ん
で
お
く
や
み
 

申
し
上
げ
ま
す
。
 

一
月
死
亡
者
 

佃
 

コ
イ
ト
 

福
高
教
運
 

神
支
那
良
市
 
村
田
キ
ヌ
エ
 

池
本
真
希
美
 
向
井
マ
ツ
 

永
末
昭
和
 

香
月
サ
キ
エ
 

鳥
尾
 
栄
 

河
原
数
一
 

田
中
市
太
郎
 
勝
木
岩
市
 

・
●
！
!
!
,
 

一
一
月
出
生
者
 

麻
生
智
子
 

赤
金
 
修
 

中
村
 
剛
 

二
月
婚
姻
者
 

榊
 
治
次
 

白
石
節
子
 

白
石
末
満
 

宮
崎
す
が
子
 

橋
本
博
行
 

黒
岩
倶
子
 

!
 

池
永
隆
次
 

永
末
能
久
 

伸
村
豊
子
 

岸
野
恭
三
 

田
口
八
重
美
 

溝
口
要
一
 

田
代
美
知
子
 

西
 
龍
蔵
 

佐
多
ヒ
デ
子
 

二
月
死
亡
者
 

仲
村
和
男
 

為
平
俊
次
 

田
島
善
一
 

久
富
ュ
ス
ノ
 

高
崎
市
左
工
門
 

所
 

会
 

集
 

丘
 

ケ
 

鶴
 

!
 

広

域

組

合

消

防

が

発

足

 

ー
 
田
川
地
区
消
防
組
合
ー
 

か
ね
て
よ
り
検
討
さ
れ
て
い
 

ま
し
た
田
川
郡
市
の
常
備
消
防
 

組
合
設
立
に
つ
い
て
二
月
二
十
 

五
日
臨
時
町
議
会
に
お
い
て
加
 

入
が
決
定
し
、
四
月
一
日
か
ら
 

発
足
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
 

こ
の
組
合
は
、
現
今
の
社
会
 

経
済
の
発
展
と
生
活
文
化
の
発
 

達
は
地
域
住
民
の
生
活
様
式
を
 

変
え
、
火
災
の
質
的
変
化
 
人
 

命
救
護
な
ら
び
に
交
通
事
故
に
 

対
処
す
る
救
急
業
務
あ
る
い
は
 

危
険
物
の
需
要
増
大
な
ど
に
よ
 

っ
て
高
度
の
専
門
的
技
術
を
有
 

す
る
常
時
消
防
体
制
を
整
え
る
 

!
；
…
ユ
三
●
…
・
●
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!
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ニ
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圧
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一
、
故
教
運
殿
の
逝
去
に
よ
り
 
四
、
故
善
一
殿
の
逝
去
に
よ
り
 

福
専
寺
総
代
会
よ
り
香
典
返
 

田
島
キ
ヌ
ェ
氏
よ
り
香
典
返
 

し
と
し
て
方
城
町
社
会
福
祉
 

し
と
し
て
方
城
町
社
会
福
祉
 

協
議
会
に
寄
贈
し
て
い
た
だ
 

協
議
会
に
寄
贈
し
て
い
た
だ
 

き
ま
し
た
 

き
ま
し
た
 

二
、
故
マ
ッ
殿
の
逝
死
に
よ
り
 
四
、
故
サ
エ
ノ
殿
の
逝
去
に
よ
 

栗
原
ァ
キ
氏
よ
り
香
典
返
し
 

り
香
月
み
さ
を
氏
よ
り
香
典
 

と
し
て
方
城
町
社
会
福
祉
協
 

返
し
と
し
て
方
城
町
老
人
ク
 

議
会
に
寄
贈
し
て
い
た
だ
き
 

ラ
プ
に
寄
贈
し
て
い
た
だ
き
 

ま
し
た
 

ま
し
た
 

以
上
香
典
返
し
と
 

三
、
故
数
一
殿
の
逝
去
に
よ
り
 

河
原
一
義
氏
よ
り
香
典
返
し
 

と
し
て
方
城
町
社
会
福
祉
協
 

議
会
に
寄
贈
し
て
い
た
だ
き
 

寸
、
し
た
 

し
て
有
意
義
に
使
わ
せ
て
い
 

た
だ
き
ま
す
 

方
城
町
社
会
福
祉
協
議
会
 

も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

今
後
と
も
本
町
防
災
の
う
え
 

に
よ
ろ
し
く
ご
協
力
く
だ
さ
る
 

よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
 

心

配

ご

と

相

談

 

心
配
ご
と
相
談
に
つ
い
て
、
 

昭
和
四
十
三
年
十
一
月
よ
り
現
 

在
ま
で
毎
月
一
回
第
二
木
曜
日
 

を
相
談
日
と
定
め
、
午
前
十
時
 

よ
り
午
後
三
時
ま
で
い
ろ
い
ろ
 

な
相
談
を
受
け
て
お
り
ま
す
が
 

毎
月
良
い
成
果
を
上
げ
て
お
り
 

ま
す
の
で
御
利
用
下
さ
る
よ
う
 

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
 

愛

煙

家

の

 

皆
さ
ん
に
告
ぐ
 

「
タ
バ
コ
は
町
内
の
小
売
店
 

で
買
い
ま
し
ょ
う
」
。
皆
さ
ん
 

が
の
ん
で
い
た
だ
い
た
タ
バ
コ
 

の
み
か
え
り
と
し
て
町
に
タ
パ
 

コ
消
費
税
が
年
間
七
百
万
円
程
 

度
入
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

例
え
ば
こ
の
七
百
万
円
以
上
毎
 

年
あ
り
ま
す
と
町
営
住
宅
が
十
 

戸
建
設
さ
れ
る
計
算
と
な
り
ま
 

す
。
た
だ
し
、
こ
の
消
費
税
は
 

皆
さ
ん
方
に
町
内
の
小
売
店
で
 

買
っ
て
い
た
だ
か
な
い
と
、
そ
 

の
税
収
は
見
込
ま
れ
ま
せ
ん
の
 

で
是
非
町
内
の
タ
バ
コ
小
売
店
 

で
買
っ
て
下
さ
る
様
御
協
力
願
 

会
長
 

中
島
義
章
 
い
ま
す
。
 


