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特
別
　
　
算
で
あ
り
ま
す
が

本
予
　
　
　
額
は
歳
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
百
六
十
三
万
八
千
円
を

計
上
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
ノ

　
先
ず
、
歳
出
に
お
き
ま
し
て

は
運
用
事
業
費
を
百
二
十
九
万

九
千
円
と
致
し
で
お
り
ま
す
が

こ
れ
は
前
年
に
比
較
す
る
と
十

七
万
六
千
円
の
減
と
な
っ
て
い
．

ま
す
が
、
こ
れ
は
燃
料
費
、
修

繕
料
の
減
額
で
あ
ワ
ま
す
。
，
こ

の
列
ブ
ル
ド
ー
ザ
購
入
債
に
二

十
三
万
九
千
円
を
元
利
償
還
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
歳
入
に
つ
き
ま
し
て
は
ブ
ル

ド
ー
ザ
の
年
間
使
用
時
闇
…
を
八

百
時
間
、
嘱
時
間
当
り
の
使
用

料
を
千
九
百
三
円
と
し
て
百
五

十
二
万
二
千
円
に
な
り
ま
す
が

こ
の
う
ち
村
の
使
用
す
る
二
十

万
円
が
繰
入
金
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。
繰
入
金
が
九
十
八
万
五
、

千
円
減
に
な
っ
て
い
る
の
は
農

業
構
造
改
善
事
業
の
終
了
に
よ

る
減
額
で
、
こ
の
列
繰
越
金
、

利
子
、
雑
題
を
入
れ
て
歳
入
合

計
百
六
十
三
万
八
千
円
と
致
し

ま
し
た
。

　
次
に
簡
易
水
道
事
業
特
別
会

計
予
算
で
あ
り
ま
す
が
沸
本
予

算
の
総
額
は
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
五
百
十
五
万
九
千
円
を
計
上

し
て
お
り
ま
す
。

　
先
ず
歳
出
に
お
き
ま
し
て
は

簡
易
水
道
事
業
費
と
し
て
二
十

四
万
七
千
円
を
計
上
し
て
お
り

ま
す
が
、
坪
谷
に
こ
の
種
の
事

業
を
施
設
し
た
こ
と
に
よ
る
需

用
費
、
原
材
料
費
の
増
額
で
あ

り
ま
す
。

　
次
に
施
設
費
に
お
き
ま
し
て

四
百
五
十
二
万
七
千
円
を
計
上

し
て
お
．
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
越

表
区
田
口
原
の
簡
易
水
道
施
設

費
二
百
二
十
八
万
五
千
円
、
田

■
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昭
和
四
十
三
年
度

、

村
政
運
営
に
対
す
る
所
信

　
先
月
一
般
会
計
予
算
に
つ
い

て
そ
の
概
要
を
申
し
述
べ
ま
し

だ
が
、
そ
れ
に
つ
づ
い
て
特
別
．

会
計
予
算
の
概
要
を
申
し
上
げ

ま
す
。

　
先
ず
昭
和
四
十
三
年
度
東
郷

村
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予

算
の
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。

事
業
勘
定
の
歳
入
歳
出
予
算
総

額
は
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
三
千

八
百
九
十
六
万
九
千
円
と
定
め

た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
内

容
を
歳
出
の
予
算
か
ら
説
明
致

し
ま
す
と
、
保
険
給
付
費
が
本

来
の
目
的
か
ら
主
体
と
な
っ
て

八
八
・
四
％
を
占
め
て
お
り
ま

す
。　

主
な
る
項
に
つ
い
て
申
し
ま

す
と
、
総
務
費
が
三
百
二
十
四

万
七
千
円
で
前
年
当
初
予
算
に

比
較
し
ま
し
て
八
十
四
万
剛
万

万
の
増
と
な
っ
て
お
り
ま
す

が
、
こ
れ
は
人
件
費
、
物
件
費

の
増
と
今
年
は
本
事
業
実
施
十

五
周
年
に
当
り
ま
す
の
で
噸
千

五
百
世
帯
に
対
し
記
念
品
を
贈

る
こ
と
に
し
て
二
十
二
万
五
千

円
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。
保

険
給
付
費
は
総
量
三
千
四
百
四

十
八
万
咽
千
円
を
計
上
し
、
て
お

り
ま
す
が
、
前
年
度
に
比
較
し

ま
し
て
二
百
五
万
二
千
円
増
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
弧
ま
す

が
、
こ
れ
は
九
十
八
％
を
占
め

る
療
養
給
付
費
が
年
次
上
昇
の

順
応
を
示
し
て
い
る
状
況
に
あ

り
ま
す
の
で
増
額
し
た
も
の
で

あ
り
ま
す
．

　
次
に
保
健
施
設
費
に
お
き
ま

し
て
七
十
六
万
七
干
円
を
計

村
　
長

、1！

し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
人

件
費
、
物
件
費
の
増
額
の
外
大

体
前
年
と
同
様
で
あ
り
ま
す
が

僻
地
部
落
の
移
動
診
療
検
査
を

行
な
う
こ
と
に
保
健
所
と
も
打

合
せ
僅
少
で
は
あ
り
ま
す
が
予

算
の
計
上
を
い
た
じ
て
お
り
ま

す
。
以
上
の
列
準
備
金
積
立

金
の
利
息
三
十
万
三
千
円
を
積

立
て
る
こ
と
に
致
し
て
お
り
ま

す
。　

次
に
歳
入
予
算
に
つ
い
て
申

し
上
げ
ま
す
と
、
そ
の
構
成
は

自
主
財
源
と
し
て
国
民
健
康
保

険
税
が
二
八
・
三
八
％
、
繰
入

金
、
繰
越
金
が
一
〇
ポ
二
六
％
「

そ
の
他
が
二
・
三
四
％
、
計
四

〇
・
九
八
％
、
国
庫
支
出
金
が
狂

九
・
〇
二
％
で
あ
り
ま
す
。
先

ず
国
民
健
康
保
険
税
は
一
千
百

六
万
二
千
円
で
前
年
度
と
比
較

し
ま
す
と
唱
百
三
十
六
万
二
千

周
の
増
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

保
険
税
の
標
準
課
税
総
額
は
療

養
給
付
費
総
額
か
ら
「
部
負
担

金
を
控
除
し
た
額
の
百
分
の
七

十
五
と
す
る
こ
と
が
地
方
税
法

で
規
定
し
て
あ
り
、
療
養
費
の

煙
塵
に
伴
な
い
誠
に
止
む
を
得

な
い
措
置
と
相
成
っ
た
次
第
で

あ
り
ま
す
。
然
し
な
が
ら
村
民

の
組
税
力
に
は
限
度
が
あ
り
ま

す
の
で
極
力
増
税
ど
な
ら
な
い

掛
向
で
検
討
し
た
の
で
あ
り
ま

す
が
、
地
方
税
法
に
よ
る
課
税

額
は
一
世
帯
当
り
目
万
同
千
二

緒
論
蓑
ハ
聰
議

七
千
円
の
一
・
七
倍
に
な
り
ま

野

正

し
、
又
村
の
国
保
運
営
櫨
議
会

に
も
諮
問
し
て
前
年
と
伺
額
の

基
金
繰
入
れ
を
二
百
万
円
に
す

る
こ
と
に
し
て
、
課
税
総
額
を

決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
国
庫
支
出
金
は
二
千
三

百
万
三
千
円
で
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
主
な
る
も
の
は
療
養
給
付

費
の
負
担
金
で
、
対
象
費
用
額

四
千
八
百
三
十
剛
万
九
千
円
の

負
担
率
百
分
の
四
十
を
計
上
致

し
ま
し
た
。
繰
入
金
に
つ
き
ま

し
て
は
前
に
申
し
上
げ
湘
通
り

積
立
金
よ
り
二
百
万
円
を
、
又

繰
越
金
に
つ
き
ま
し
て
は
四
十

，
二
年
度
末
を
二
百
万
円
と
見
込

ん
で
計
上
し
た
次
第
で
あ
り
ま

宮　
次
に
ブ
ル
ド
ー
ザ
運
用
事
業

　
　
　
お
盆
に
つ
い
て

本
村
は
昔
か
ら
お
盆
は
旧
暦
で
行
な
っ
て
来

ま
し
た
が
現
下
の
社
会
生
活
の
状
況
や
ま
た

　
　
　
　
　
　
ヤ

県
下
は
勿
論
西
日
本
の
ほ
と
ん
ど
の
市
町
村

が
八
月
十
五
日
盆
（
新
暦
）
に
切
替
え
て
い

る
現
状
か
ら
考
察
い
た
し
ま
し
て
、
本
村
も

今
年
か
ら
他
市
町
村
に
足
並
揃
え
て
八
月
目

狂
日
盆
に
切
り
替
え
る
こ
と
に
区
長
会
．
公

民
館
長
会
、
困
民
団
体
等
で
決
定
い
た
し
ま

し
た
の
で
皆
さ
ま
の
御
協
力
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

．
し
た
が
っ
て
毎
年
成
願
寺
で
の
「
朝
参
供
養
」

も
八
月
十
七
日
に
行
な
わ
れ
ま
．
す
。

・
上
す
の
で
県
当
局
と
も
再
三
臨
皆

野
区
稲
葉
野
の
施
設
費
二
百
二
・

十
四
万
二
千
円
こ
れ
に
要
す
る

設
計
料
用
地
購
入
費
を
計
上
し

て
お
り
ま
す
。

　
公
債
費
に
つ
き
ま
し
て
八
重

原
、
坪
谷
簡
易
水
道
償
還
金
及

び
利
子
三
十
八
万
五
千
円
を
計

上
し
て
、
合
計
五
百
十
五
万
九

千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。

　
歳
入
に
つ
き
ま
し
で
は
水
道

使
用
料
と
し
て
五
十
五
万
五
千

円
、
国
庫
補
助
金
百
六
十
二
万

轟
騨
墾
膿
肝
衿

が
紺
い
ず
れ
も
田
口
原
稲
葉
野

の
施
設
に
対
す
る
補
助
金
で
あ

イ
り
ま
す
。
輯
般
会
計
か
ら
の
繰
　
、

入
金
を
二
百
六
十
九
万
七
千
円

計
上
し
て
い
ま
す
が
㌻
坪
谷
小

学
校
、
中
学
校
の
水
道
料
、
越

表
小
学
校
、
坪
谷
中
学
校
、
越

表
分
校
及
び
住
宅
分
及
び
田
口

斎
日
稲
葉
野
分
を
繰
入
る
こ
と

と
し
て
計
上
す
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。

・
次
に
麗
業
共
済
事
業
特
別
会

計
予
算
で
あ
り
ま
す
が
、
、
農
作

物
共
済
勘
定
の
歳
入
歳
出
予
算

総
額
は
五
百
八
十
七
万
円
、
蚕

繭
共
済
勘
定
の
予
算
総
額
が
八

十
六
万
七
干
円
、
家
畜
共
済
勘

定
の
予
算
総
額
が
百
九
十
六
万

七
千
円
、
業
務
勘
定
の
予
算
総

額
が
三
百
二
十
万
九
千
円
を
計

上
し
て
お
り
ま
す
。
共
済
事
業

の
重
点
事
項
と
し
て
は
補
償
内

容
の
充
実
、
損
害
評
価
の
適
正

化
、
共
済
金
の
夏
期
支
払
い
を

実
現
し
な
い
と
考
え
、
き
き
に

説
明
し
ま
し
た
よ
う
に
農
作
物

共
済
掛
金
及
び
賦
裸
．
、
謡
の
改

訂
を
行
な
い
、
補
償
の
肉
容
を

現
状
に
沿
う
よ
う
措
耀
を
毛
た

い
考
え
で
あ
り
ま
す
。
損
脚

出
潮
の
適
正
に
つ
き
ま
し

て
は
評
価
員
の
研
修
を
行
な

い
、
評
価
技
術
の
面
上
を
図
り

適
正
化
を
期
し
た
い
考
え
で
い

ま
す
。

　
ま
た
共
済
金
の
早
期
支
払
い

に
は
評
価
事
務
の
迅
速
化
を
図

り
、
早
期
支
払
い
を
し
た
・
い
と

考
え
て
ま
す
。
農
作
物
共
済
勘

定
に
お
き
ま
し
て
水
稲
麦
保
険

料
は
県
農
業
共
済
組
合
連
合
会

へ
の
納
付
金
で
あ
ヶ
、
水
稲
麦

の
共
済
金
は
加
入
者
に
対
す
る

交
付
金
で
あ
り
ま
す
。
歳
入
の

共
済
金
は
農
家
負
担
共
済
掛
金

で
あ
り
、
保
険
金
は
県
農
業
共

済
組
合
連
合
会
の
交
付
金
で
あ

り
ま
す
。
蚕
繭
共
済
勘
定
に
つ

い
て
も
家
畜
共
済
勘
定
に
お
き

ま
し
て
も
同
様
で
あ
ヶ
ま
す
。

　
業
務
勘
定
に
お
き
ま
し
て
は

総
務
費
の
刷
！
般
管
理
費
に
二
百

十
二
万
五
千
円
を
計
上
し
て
お

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
主
と
し
て

人
件
費
、
物
件
費
で
あ
り
ま

す
。　

業
務
費
に
お
き
ま
し
て
四
十

二
万
三
千
円
を
計
上
し
ま
し
た

が
、
損
害
秤
価
員
会
等
の
運
営

老
人
ホ
」
ム
に

新
茶
の
贈
り
も
の

　
養
護
老
人
ホ
：
ム
鈴
生
園
に

は
現
在
児
玉
清
六
さ
ん
（
八
十

九
）
ら
五
十
三
人
の
と
し
よ
り

た
ち
が
入
園
し
て
い
る
が
、
最

近
こ
の
ホ
ー
ム
に
村
内
の
方
か

運
転
者
は
常
に

’
被
害
者
の
立
場
に
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
冷

安
全
運
転
四
則
ノ

一
、
人
の
生
卵
の
尊
さ
を
知
ろ

う
　
人
の
命
は
、
あ
ら
ゆ
る
も

の
に
優
先
し
て
尊
重
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で

あ
り
吊
こ
れ
が
ち
ょ
っ
と
し

た
不
注
意
に
よ
っ
て
失
わ
れ

て
い
ま
す
。

人
の
命
を
尊
重
す
る
豊
か
な

人
間
愛
を
も
ち
、
道
ゆ
く
人

を
み
な
わ
が
家
族
と
思
い
、

　
ハ
ン
ド
ル
の
き
り
方
、
ブ
レ

ー
キ
の
踏
み
方
に
も
細
心
の

注
意
が
重
要
で
あ
り
ま
す
。

二
、
法
壱
正
し
く
守
ろ
う

　
　
交
通
ル
ー
ル
は
、
ス
ポ
ー

　
ツ
の
ル
ー
ル
と
同
じ
で
、
交

　
通
法
規
を
守
ら
な
い
運
転
者

　
は
、
自
動
車
を
運
転
す
る
資

格
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仕
事
の

　
能
率
、
利
益
の
問
題
と
、
法

　
を
守
る
と
い
う
こ
と
は
別
の

　
問
題
で
す
。

三
、
ゆ
ず
り
あ
お
う

　
　
道
路
は
一
多
く
の
人
が
ゆ

　
ず
り
あ
っ
て
使
う
べ
き
公
の

　
施
設
で
す
．
自
分
本
位
の
考

　
え
を
捨
て
、
ゆ
ず
り
あ
う
精

神
が
大
切
で
す
。

四
、
自
己
過
信
は
事
故
の
も
と

　
　
優
秀
按
運
転
者
は
、
経
験

　
を
つ
め
ば
つ
む
ほ
ど
慎
重
な

　
運
転
を
し
ま
す
。
運
転
技
術

　
の
過
信
こ
そ
事
故
の
も
と
で

　
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り

　
ま
せ
ん
。

五
、
徐
行
と
一
時
停
止
こ
そ
無

　
事
故
の
カ
ギ

　
　
ス
ピ
ー
ド
を
出
し
す
ぎ
な

　
い
こ
と
、
ブ
レ
ー
キ
を
早
目

　
に
踏
む
習
慣
を
身
に
つ
け
て

　
ほ
し
い
も
の
で
す
。

　
定
め
ら
れ
た
徐
行
や
制
時
機

　
止
の
ほ
茄
、
歩
行
者
や
自
転

車
乗
り
を
み
た
ら
、
ハ
ン
ド

　
ル
で
か
わ
す
よ
り
ブ
レ
ー
キ

　
を
使
う
心
構
え
が
大
切
で
す

六
、
だ
ろ
う
廻
転
を
や
め
よ
う

　
　
「
追
い
越
せ
る
だ
ろ
う
」

　
「
こ
ど
も
は
と
び
出
さ
な
い

だ
ろ
う
」
、
「
相
手
の
車
が

　
ゆ
ず
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
」

　
こ
の
よ
う
な
不
注
意
と
怠
慢

　
と
い
う
心
の
病
気
が
事
故
を

　
起
す
原
因
と
な
，
っ
て
い
ま
す

七
、
遭
転
裂
を
良
好
に

　
　
「
イ
ラ
イ
ラ
し
た
気
持
」

　
「
心
配
ご
と
」
　
「
無
理
・
油

　
　
へ

　
断
」
な
ど
が
思
い
が
け
な
い

　
事
故
を
ひ
き
起
し
ま
す
。

　
い
つ
で
も
冷
静
に
、
沈
着
に

　
慎
貫
に
、
ど
い
う
こ
と
が
安

　
全
運
転
の
要
件
で
あ
り
、
注

　
意
力
が
集
申
で
き
な
い
心
理

　
状
態
の
と
き
の
運
転
は
非
常

　
に
危
険
で
あ
り
ま
す
。

　
私
達
宿
墨
者
の
力
で
交
通
事

故
の
な
い
明
る
い
む
ら
を
づ
ぐ

り
ま
し
ょ
う
．

ら
温
か
い
贈
り
も
の
が
届
け
ら

れ
、
と
し
よ
り
た
ち
は
眼
を
う

る
ま
せ
て
喜
ん
で
い
る
。
こ
の

贈
り
も
の
は
香
り
高
い
新
茶
で

迫
野
内
の
黒
木
美
恵
子
さ
ん
か

ら
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
黒

木
さ
ん
は
昭
和
四
十
ム
年
春
、

こ
の
老
人
眠
一
へ
が
で
き
て
以

来
恵
ま
れ
な
い
ど
し
ょ
り
た
ち

に
せ
め
て
新
茶
を
の
ん
で
一
日

で
も
余
生
を
た
の
し
く
過
ご
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
た
ち

毎
年
八
十
八
夜
が
く
る
と
か
な

ら
ず
新
茶
を
摘
ん
で
は
ホ
ー
ム

に
届
け
お
こ
と
を
忘
れ
な
い
。

そ
の
ほ
か
自
か
ら
ホ
ー
ム
を
訪

れ
親
し
く
と
し
よ
り
を
慰
問
し

た
り
、
函
館
の
贈
り
も
の
を
す

る
な
ど
し
て
入
園
者
＝
同
か
ら

長
生
き
し
た
か
い
が
あ
っ
た
と

い
つ
も
感
謝
さ
れ
て
い
る
。
と

く
に
都
市
部
の
老
人
ホ
ー
．
ム
と

違
っ
て
ふ
だ
ん
慰
間
の
少
な
い

ζ
の
ホ
ー
ム
の
と
し
よ
り
に
と

っ
て
そ
の
感
激
は
ま
た
哺
入
で

あ
ろ
う
。

費
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
外
建
物

共
済
事
業
推
進
協
議
会
の
事
務

費
補
助
と
し
て
十
九
万
円
を
計

上
ル
て
お
り
ま
す
が
ζ
れ
は
千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

五
百
五
十
戸
の
加
入
者
に
対
し

で
災
害
の
場
合
保
険
金
十
万
円
　
帥

を
交
付
す
る
た
め
の
掛
金
に
充
　
帥

目
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
歳
入
に
つ
き
ま
し
て
は
賦
課

金
九
十
九
万
七
手
円
、
農
業
共

済
事
務
負
担
金
百
六
十
二
万
七

千
円
、
繰
越
金
四
十
万
円
が
主

な
る
歳
入
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。
　
　
　
　
　
　
　
・

　
次
に
国
民
健
康
保
険
病
院
事

業
会
計
予
算
で
あ
り
ま
す
が
、

本
件
は
四
月
唄
田
よ
り
公
営
企

業
法
の
適
用
を
受
け
企
業
会
計

の
運
営
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
業
務
の
予
定
量
を

　
唱
、
病
床
数
　
二
十
九
床

　
二
、
年
間
愚
者
　
入
院
六
、

｝
村
社
協
か
ら
の
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

…
お
知
ら
せ

…
寺
迫
の
海
野
倉
吉
様
が
三

…
月
五
日
に
御
逝
去
き
れ
ま

…
し
て
御
遺
族
の
海
野
浪
江

…
さ
ん
か
ら
村
社
飽
に
金
五

…
干
円
御
寄
付
に
な
り
ま
し

…
た
。
ま
た
鶴
野
内
の
寺
田

叩
三
治
様
も
四
月
二
十
四
目

…
御
永
眠
に
な
り
、
御
遺
族

｝
の
寺
田
春
男
さ
ん
か
ら
金

…
咽
万
円
村
社
協
に
御
寄
付

…
に
な
り
ま
し
た
。
有
が
た

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
き

一
く
し
た
だ
き
心
力
ら
御
零

…
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま

∵
す
・

　
　
刷
六
〇
人
、
外
来
二
〇
、

　
　
九
〇
〇
人
で
す
。

　
　
　
ノ

　
三
、
「
日
平
均
患
者
数
を
入

　
　
院
垂
心
人
、
外
来
五
七
人

髪
、
主
要
な
建
設
改
良
事
業

　
　
事
務
室
、
病
室
等
壁
塗
装

　
　
工
事
五
十
一
万
五
千
円
、

　
，
医
療
器
械
器
具
及
び
備
品

　
　
購
入
百
六
十
三
万
円
と
し
．

　
　
て
お
り
ま
す
。

　
収
益
的
収
入
及
び
支
出
を
二

千
四
百
万
円
、
資
本
的
収
入
及

び
支
出
を
百
六
十
三
万
円
と
定

め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
列

会
計
か
ら
の
補
助
金
が
三
百
万

円
、
た
な
卸
資
産
の
購
入
限
度

を
五
百
五
十
万
円
と
定
め
ま
し

こ
◎
　
　
　
　
噂
　
　
　
　
　
　
　
　
．

ナ　
重
要
な
資
産
の
取
得
を
愚
者

移
送
車
田
台
、
矯
正
用
索
引
器

「
台
と
し
、
処
分
す
る
資
産
を

愚
者
移
送
車
「
台
と
し
た
ζ
と

で
あ
り
ま
す

　
最
近
病
院
の
経
営
も
漸
次
好

調
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
　
●
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ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貫
　
．
さ
わ
や
か
な
五
月
の
風
が
み
ど
り
の
山
々
を
ふ
　
・

．
き
わ
た
る
頃
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
益
々
御
健
…

　
勝
の
こ
と
と
大
慶
に
存
じ
ま
ず
。
　
　
　
　
　
　
…

ぼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
さ
て
、
私
た
ち
が
深
く
敬
愛
す
る
歌
人
若
山
牧
．

・
水
の
生
家
を
荒
廃
か
ら
守
る
と
共
に
新
し
く
記
念
…

・
館
を
建
設
す
る
運
動
の
発
足
し
ま
し
た
の
は
一
昨
血

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

．
年
で
、
そ
の
経
費
一
千
五
百
万
円
の
募
金
の
た
め
・

…
韓
罪
離
蘇
籍
叩
肉
蕊

　
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
文
化
の
た
め
に
ま
こ
と
に
意
，
卿
．
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

膠
義
あ
る
企
て
と
し
て
各
方
面
か
ら
熱
烈
な
御
賛
同
8

・
と
大
き
な
御
支
援
を
受
け
、
，
寄
附
金
は
合
計
二
、
、
●

　
〇
九
八
口
総
額
壱
千
弐
百
四
拾
五
三
八
千
八
百
五
．
躍

　
拾
九
円
に
達
し
ま
し
た
。
そ
し
て
記
念
館
建
設
の
　
．

　
工
事
も
順
調
に
進
み
、
昨
年
十
一
月
三
日
の
文
化

　
の
日
に
開
館
致
し
ま
し
た
。
記
念
館
は
日
本
情
緒
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

、
を
豊
か
に
盛
り
込
ん
だ
近
代
的
な
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
　
●

　
ー
ト
ニ
階
建
で
、
総
建
坪
五
七
・
八
六
坪
と
い
う
　
…

ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

．
小
規
模
な
が
ら
階
上
は
展
示
室
の
ほ
か
ホ
「
ル
、
　
隅

．
、
露
必
丁
重
護
脚
豊
町
．
…
＼

　
他
に
も
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
、
歌
人
牧
水
の
記
…

m
念
館
と
し
て
恥
ず
か
し
か
ら
ぬ
も
の
と
確
信
し
て
　
…

　
お
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

響
　
こ
の
記
念
館
建
設
は
、
当
地
方
と
し
て
は
ま
こ
　
…

ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
と
に
空
前
の
文
化
的
大
事
業
、
そ
れ
が
比
較
的
短
　
㎜

　
時
日
の
間
に
実
現
し
、
歌
人
と
し
て
は
全
国
で
も
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

．
陰
最
初
の
近
代
的
な
記
念
館
が
誕
生
し
ま
し
た
の
は
　
‘

・
偏
え
に
皆
様
方
の
深
い
御
理
解
と
大
き
な
御
支
援
頴

噴
の
賜
物
で
、
、
ま
こ
と
に
感
激
の
至
り
で
ご
ぎ
い
ま
　
．

㎜
す
。
本
来
な
ら
ば
開
館
に
当
っ
て
御
礼
申
し
あ
げ
　
…

ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

…
る
筈
の
と
こ
ろ
、
何
や
か
や
で
大
へ
ん
遅
れ
ま
し

・
て
相
す
み
ま
せ
ん
。
，
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
こ
～
に
厚
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　

　
く
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

．
　
記
念
館
は
開
館
後
日
も
浅
く
、
十
分
に
整
備
さ
　
　
　
．

m
れ
て
い
ず
、
ま
た
宣
伝
も
ほ
と
ん
ど
し
て
い
ま
せ

　
ん
が
、
連
日
か
な
り
の
参
観
者
が
あ
力
、
幸
に
非

ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ

「
帯
な
称
賛
と
感
謝
の
言
葉
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
　
・

　
す
ぜ
ひ
一
度
御
来
館
下
さ
る
よ
う
お
待
ち
致
し
て

　
　
お
り
ま
す
。
　
　
　
、

　
　
　
な
お
最
後
に
申
し
添
え
た
い
事
は
、
記
念
館
今
　
…

　
後
の
整
備
と
運
営
に
は
ま
た
か
な
ゲ
の
経
費
の
必

‘
要
が
痛
感
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
、
，
蝋
．
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8

鱈．

條
J
館
は
致
し
ま
し
た
が
、
展
示
室
、
書
庫
の
整

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

“
備
そ
の
他
館
内
外
の
諸
設
備
は
急
速
に
充
実
さ
せ

ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

・
“
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
資
料
に
つ
い
て
は
有
志
凶

…
の
方
々
か
ら
貴
重
な
品
々
を
御
寄
贈
い
た
だ
き
深
・
’

・
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
　
よ
う
や
く
第
一
部
計
画
を
ほ
ぼ
終
っ
た
程
度
で
　
…

「
此
の
後
更
に
そ
の
運
営
及
び
整
備
充
実
に
努
力
致
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
す
つ
も
り
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
よ
り
一
そ
う
の
「
鯉

一
軸
藪
鞭
携
誌
螺
撤
聾
け
ド
…
…
一
…
　
．

税

金

ま‘

完

納

し

よ
・
う

　
　
　
　
φ

／

＼

ノ
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’、

ｺ
和
四
十
三
年
度

東
郷
村
教
育
方
針
決
る

一
、
我
国
の
教
育
方
針
に
遵
い
　
　
充
実
を
は
か
る
。
　
　
　
　
．
動
を
展
開
す
る
。

　
本
村
の
実
態
に
即
応
し
た
学
二
　
学
校
、
家
庭
、
地
域
社
　
輔
、
公
民
館

　
校
教
育
、
社
会
教
育
を
行
な
　
会
、
各
種
機
関
の
緊
密
な
連
イ
　
公
民
館
の
運
営
組
織
の
充

　
い
、
心
身
共
に
健
康
で
正
し
　
携
を
は
か
る
。
，
　
　
　
　
　
実
を
は
か
る
。
・

　
く
日
本
を
愛
す
る
国
民
の
育
四
、
学
力
の
向
上
を
は
か
る
　
　
ロ
　
新
し
い
村
づ
く
り
と
し
て

　
成
を
期
す
る
。
　
　
　
　
　
イ
　
学
習
指
導
要
領
の
研
修
を
　
　
地
域
住
民
の
生
活
、
自
治
、

二
、
教
育
活
動
の
正
し
い
運
営
　
、
深
め
、
自
校
の
学
力
の
実
態
　
　
生
活
学
賀
の
唄
体
化
に
つ
と

　
に
よ
り
塩
日
本
人
と
し
て
の
　
▼
に
立
脚
し
て
指
導
計
画
を
た
　
　
め
る
。

　
自
覚
を
持
っ
た
国
民
で
職
業
・
　
て
授
業
時
間
数
の
確
保
に
つ
　
ハ
、
年
次
計
画
に
基
づ
く
施
設

　
の
尊
さ
為
知
り
、
勤
労
の
徳
　
　
と
め
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
設
備
の
充
実
を
は
回
る
。

　
を
身
に
つ
け
た
社
会
人
の
育
ロ
　
意
欲
的
持
続
的
学
習
態
度
二
、
団
体
育
成
　
、

　
成
を
期
す
る
。
　
　
　
　
、
　
　
の
養
成
に
つ
と
め
る
。
　
　
　
イ
　
団
体
活
動
の
正
常
な
運
営

三
、
本
村
の
村
民
性
に
鑑
み
、
　
ハ
　
基
礎
教
材
の
徹
底
を
は
か
　
　
と
自
主
活
動
の
促
進
に
つ
と

　
自
主
性
、
協
調
性
、
創
造
　
　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
る
。
　
　
　
　
霧

　
性
、
積
極
性
、
持
続
性
を
培
二
　
父
兄
の
教
育
的
意
欲
の
高
氏
　
会
員
意
識
の
高
揚
に
つ
と

　
い
、
強
い
意
志
を
持
っ
た
自
　
　
揚
に
つ
と
め
る
。
　
　
　
　
　
め
る
。

　
主
独
立
の
個
人
の
育
成
を
期
ホ
　
宅
習
の
指
導
に
つ
と
め
る
三
、
青
年
学
級
、
揚
人
学
級
、

　
す
る
。
　
　
’
　
　
　
　
　
へ
，
学
校
図
書
館
、
学
校
放
送
　
家
庭
教
育
学
縁
の
振
興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア

四
、
公
民
館
せ
中
心
と
す
る
総
　
　
施
設
の
充
実
を
は
か
る
。
　
　
イ
　
学
習
内
容
の
整
備
を
は
か

　
合
社
会
教
育
活
動
に
よ
り
、
　
ト
　
テ
ス
ト
を
実
施
し
そ
の
結
　
り
住
民
の
生
活
向
上
を
は
か

　
村
民
の
教
養
の
何
上
、
健
康
　
　
果
を
分
析
検
討
し
て
学
習
指
　
　
る
。

　
の
増
進
、
情
操
の
純
化
を
は
　
導
の
改
善
に
つ
と
め
る
。
　
　
ロ
　
グ
ル
ー
ナ
学
習
の
充
実
に

　
か
り
も
っ
て
産
業
の
振
興
、
　
五
、
科
学
技
術
教
育
、
産
業
教
　
　
つ
と
め
る
。
、
　
．

’
生
活
文
化
の
向
上
、
社
会
福
　
　
育
の
充
実
を
は
か
る
　
　
　
　
ハ
　
各
種
団
体
と
学
習
の
有
機

　
祉
の
進
展
を
期
す
る
。
　
　
　
イ
　
施
設
設
備
の
近
代
化
を
は
　
　
的
な
運
営
に
つ
と
め
る
。

五
、
教
育
財
政
の
健
全
な
運
営
　
　
か
り
実
験
、
実
習
、
観
察
の
　
　
．

　
に
よ
り
、
教
育
施
設
の
整
備
　
　
充
実
に
つ
と
め
る
。

駿
難
風
監
難
搬
．
的
屋
難
馨
藻
村
に

　
と
め
教
育
の
向
上
を
期
す
　
　
確
保
に
つ
と
め
る
。

　
る
。
　
＼
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
学
習
園
、
実
習
園
の
計
画

四
＋
三
年
度
の
舅
点
六
躍
雛
僧
魏
ゼ
は
か

職一

一、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
．
畠
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
黙
鋳
欝
鍵
転
罫
紙
郵
、
趣

驚
鵯

四
、
青
少
年
の
補
導

イ
　
子
…
供
会
、
親
子
会
の
育
成

　
強
化
に
つ
と
め
る
。

ロ
　
生
活
環
境
の
純
化
に
つ
と

　
め
る
℃

ハ
　
子
ど
も
を
明
る
く
育
て
る

　
運
動
を
推
進
す
る
．

二
　
青
少
年
補
導
機
関
の
連
携

　
に
っ
と
め
る
。

ホ
　
「
家
庭
の
a
」
を
推
進
す

　
る
。

五
、
二
会
体
育

イ
　
体
育
指
導
員
の
活
動
を
促

　
進
ず
る
。

ロ
」
村
体
育
協
会
の
育
成
強
化

　
に
っ
と
め
る
。

ハ
．
．
体
育
施
設
設
備
の
充
実
を

　
は
か
る
。

六
、
新
生
活
這
勧
の
櫓
進

イ
．
人
間
性
の
高
揚
と
奉
仕
心

　
の
か
ん
養
に
つ
と
め
る
。

ロ
　
生
活
の
合
理
化
と
能
率
化

　
に
っ
と
め
る
。

ハ
　
大
衆
文
化
、
消
費
文
化
の

　
是
正
に
つ
と
め
る
。

二
　
国
土
美
化
運
動
と
全
戸
国

　
旗
掲
揚
運
動
の
推
進
を
は
か

　
る
．

七
、
交
化
財
の
保
護
活
用

イ
　
文
化
財
に
対
す
る
啓
蒙
と

〆
理
解
に
つ
と
め
」
そ
の
愛
護

　
を
は
か
る
。

ロ
　
文
化
遣
産
の
実
態
調
査
に

　
つ
と
み
、
そ
の
保
存
活
用
を

　
は
か
る
。

昭
和
四
十
三
年
度
東
郷
村
婦
人

連
絡
協
議
会
運
動
方
針
と
努
力
点

還
勧
方
針

一
、
家
庭
教
育
の
責
任
者
と
し

　
て
の
婦
人
の
向
上

ご
、
家
庭
経
済
の
担
当
者
と
し

　
て
の
自
覚

三
、
住
み
よ
い
挫
法
会
を
つ

　
く
る
た
め
の
団
体
活
動

努
力
点
　
　
巳

教
養
部
都
甲
ア
サ
エ

一
、
グ
ル
：
プ
活
動
の
促
進

　
定
期
健
康
診
断
）

二
、
環
境
衛
生
の
普
及
徹
底
　
’
．

　
（
か
、
．
は
え
等
の
駆
除
）
，

三
、
ス
ポ
ー
ツ
、
レ
ク
リ
エ
ー

　
シ
ョ
ン
の
生
活
化

生
活
部
．
田
中
由
美
子

一
、
・
新
生
活
運
動
の
推
進

　
（
時
間
の
励
行
、
家
計
薄
の

　
記
帳
）

二
、
交
通
事
故
防
止

三
、
家
庭
の
目
の
実
施

昭
和
4
3
年
判
事
桑
計
画

　
　
　
　
　
（
案
）

四
月
、

　
　
　
村
慰
霊
祭
（
成
願
寺
）

　
　
　
定
例
会

　
　
　
事
業
計
画
予
算
審
議
会

　
　
　
（
役
員
会
）
　
　
、

　
　
　
県
婦
協
会
「
郡
婦
協
会

　
五

　
　
（
定
例
会
の
学
習
活
動
）

二
、
家
庭
教
育
と
青
少
年
を
明

　
る
く
育
て
る
運
動
（
子
供
会

　
親
子
会
）

生
産
部
・
寺
原
サ
ツ
エ
，
、

一、

o
済
作
物
の
研
究
と
販
路

二
、
家
庭
菜
園
の
計
画
栽
培

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

厚
生
部
．
木
村
冨
貴
子

一
、
保
健
衛
生
思
想
の
普
及

　
（
成
人
病
、
子
宮
ガ
ン
等
の

占’、七八

月グ
ル
ー
プ
会
長
研
修
会

子
供
の
日
　
母
の
日

県
婦
協
幹
部
研
修
会

日
赤
募
金
協
カ

月番
所
育
俗
言

月定
例
会
　
夏
季
講
座

郡
幹
部
研
修
会

農
協
婦
人
部
研
修
会

月村
幹
部
研
修
会

　
　
〃
　
　
“
大
会

　
　
群
行
事

事
　
月
　
　
　
　
　
r

　
　
定
例
会
敬
老
会
，

　
　
牧
水
祭
県
婦
協
会

十
　
月

　
　
村
主
張
発
表
会

　
　
ゲ
ル
ー
プ
会
長
研
修
会

　
　
郡
婦
協
会

＼
村
民
体
育
大
会

　
，
郡
主
張
発
表
会

十
置
月

　
　
定
例
会

　
　
県
主
張
発
表
会

十
二
月

　
　
村
文
化
祭
　
　
・
、

　
　
歳
末
た
す
け
あ
い

　
、
定
例
会

｝
，
朗
人
式
＼

　
　
農
協
婦
人
部
支
部
三
会

　
　
家
の
光
体
験
発
表

　
　
村
生
活
研
究
発
表
会

昌
　
月

　
　
県
家
の
光
体
験
発
表
会

　
　
郡
野
駒
会
県
婦
協
会

　
　
郡
生
活
研
究
発
表
会

　
　
定
例
会
・

三
　
月

　
　
県
婦
協
会
、
研
究
旅
行

　
　
村
会
傍
楓

　
．
県
婦
人
生
活
研
究
発
表

　
　
会

　
　
定
例
会
　
　
決
算
事
務

四
十
三
年
度
東
郷
村
青
年
団

協
議
会
活
動
方
針
と
努
力
点

活
勧
方
針

一
、
自
主
性
を
養
い
健
康
的
個

　
人
の
育
成
　
－

一
、
智
嚢
と
教
養
を
高
め
社
会

　
人
と
し
．
て
の
責
任
の
自
覚
・

咽
9
、
豊
か
な
郷
土
づ
く
り
と
仲

　
間
意
識
の
高
揚

努
力
点
　
　
．

文
化
部
　
矢
野
．
昌
明

　
　
機
関
紙
発
行
に
よ
り
文
化

　
活
動
の
推
進

　
　
明
正
選
挙
運
動
の
推
進

　
　
郷
土
を
愛
す
る
運
動

体
育
部
黒
木
康
夫

　
　
ス
ポ
：
ツ
を
通
じ
て
健
康

　
な
体
力
作
り
，

　
　
忍
耐
と
勇
気
あ
る
人
間
作

　
h
／
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
V

産
業
部
　
畝
原
孝
純
・

　
　
s
A
P
活
動
の
推
進

壽
三
「
・
昌
≡
三
一
7
・
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五
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三
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亨
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▼
ξ
．
直
言
皇
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マ
θ
§
畠
曽
亭
．
垂
雪
學
畠
§
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▼
皇
ヲ
ξ
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昌
曇
τ
曾
邑
▼
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孟
．
皇
マ
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冒
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垂
垂
・
農
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苧
、
§
蚤
ム
唇
三
三
唇
マ
毒
亀

生
き
る
入
監

〆

今
年
は
明
治
元
年
か
ら
数
え
て
満
百
年
に

当
る
意
義
痛
い
年
で
あ
る
。
わ
が
村
は
こ

．
．
の
冊
、
，
国
と
と
も
に
歩
み
つ
づ
け
て
今
日

に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
百
年
の
間
に
村
や

県
社
会
の
進
展
の
た
め
に
尽
し
た
村
の
先

輩
は
多
い
。
そ
の
中
で
は
す
で
に
他
界
さ
・

　
ト
　
　
　
　
さ
　
　
ミ
　
　
　
コ
　
ド
　
　
　
ヤ
コ
こ
ま
の
ニ
ロ
ら
ト
ト
ロ
コ
　
ニ
コ
　
コ
　
　
　
ミ
コ
　
ロ
　
コ
コ
　
　
こ
　
ロ
ロ
ぎ
　
ロ
コ
　
コ
　
コ
の
　
コ
ロ
ぼ
コ

幽
れ
た
幾
人
か
の
横
顔
を
記
し
て
温
故
知
新

．
．
の
お
ず
が
ど
レ
明
泡
百
年
の
本
村
＠
序
曲
ピ

と
し
た
い
。

　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
矢
野
・
カ
ニ
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
開
業
し
た
が
、
政
界
入
を
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
和
し
、
翌
二
十
九
年
か
ら
昭
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
年
ま
で
国
会
議
員
、
県
会
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
員
、
衆
議
院
議
員
に
選
出
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
郡
政
、
県
政
、
国
政
に
参
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
、
．
四
十
年
の
長
い
政
治
は
家

憲
講
翫
毒
馨
鵬
麗
舗
装
堵
簡

治
大
学
の
前
身
明
治
法
律
学
校
九
月
に
残
し
た
。
享
年
七
十
三

を
卒
業
し
て
判
検
事
と
弁
護
士
才

試
験
に
合
格
し
て
東
京
で
弁
護
　
　
氏
の
性
格
は
豪
放
で
物
事
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て

士
を
開
業
し
た
。
明
治
二
十
八
拘
泥
ぜ
メ
・
ρ
実
行
主
義
に
徹
し

年
に
帰
郷
し
て
延
岡
で
弁
護
」
、
事
に
当
、
．
一
　
、
又
野
駈
、

．
昏

　
　
の
書
～
一
一
，
唄

．
」
県
ノ
減
み
砥
睡
眠
ピ
、
．
再

退
く
こ
と
を
知
ら
、
ぬ
士
だ
っ

た
。
そ
の
た
め
色
々
と
批
判
を

受
け
た
り
誤
解
さ
れ
た
こ
と
ポ

あ
る
が
、
そ
の
残
し
た
功
績
は

多
彩
で
あ
る
。

・
当
時
、
入
郷
、
椎
葉
、
諸
塚

地
方
は
森
林
資
源
が
無
尽
蔵
と

称
せ
な
が
ら
も
搬
出
の
道
路
も

な
く
、
僅
か
に
美
々
川
や
小
丸

川
を
利
用
し
て
搬
出
す
る
だ
け
、

で
徒
ず
ら
に
資
源
は
放
置
さ
れ
、

て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
、

　
氏
，
は
こ
の
奥
地
開
発
の
た
め

に
県
道
開
さ
く
に
意
を
そ
そ
ぎ

富
高
（
日
向
市
）
神
門
線
は
明

治
二
十
八
年
に
着
工
し
、
六
年

の
歳
月
を
費
し
て
完
工
し
た
。

椎
葉
線
も
そ
の
後
開
通
し
た
。

　
明
治
四
十
三
年
の
大
暴
雨
は

県
北
の
河
川
に
大
被
害
を
与

え
の
特
に
各
河
川
に
架
け
ら
れ

た
木
橋
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が

流
失
し
て
交
通
は
全
く
摩
痺
し

て
し
ま
O
た
。
氏
は
木
橋
を
改

め
な
い
限
り
再
び
こ
の
災
害
は

繰
返
さ
れ
る
こ
と
は
必
定
で
あ

る
と
痛
感
し
、
早
速
県
当
局
に

強
く
要
望
し
（
当
言
の
吋
務
省

に
も
改
修
の
猛
運
動
を
行
な
っ

て
、
富
高
神
門
線
の
橋
梁
は
殆

ん
ど
石
橋
に
替
か
え
る
こ
と
に

．
成
功
し
た
。

　
　
、
　
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
ノ
　
　
　
　
　
り

郵
娠
ジ
既
ダ
観
㌫
臨
温
い
ど
、

ン
　
　
」
－
㌦
・
“
・
辱
　
、
5

　
当
時
氏
が
こ
の
災
害
復
旧
に
た
。

と
り
く
ん
だ
有
様
を
「
宮
崎
県
　
　
こ
の
運
動
期
間
申
、
坪
谷
の

県
政
史
」
　
「
県
会
の
名
物
男
、
　
矢
野
宅
・
は
県
及
び
内
務
省
役
人

矢
野
力
二
」
の
項
に
次
の
よ
う
の
視
察
調
査
の
来
客
の
た
め
、

に
記
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
水
害
対
策
本
部
の
よ
う
な
有
様

　
「
明
治
四
十
三
年
の
大
洪
水
で
あ
っ
た
。
ま
た
山
陰
の
旧
悪

は
、
県
費
河
川
の
様
相
を
一
変
郷
橋
は
県
内
で
初
め
て
の
ピ
」

し
、
大
惨
害
を
与
え
橋
梁
は
殆
や
式
木
橋
で
架
設
さ
れ
た
の
で

ん
ど
流
失
し
、
交
通
は
全
然
摩
あ
っ
た
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
内
に
は
、
大
き
な
河
川
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
く
豊
富
な
水
量
を
有
し
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
を
利
用
し
て
電
気
事
業
を
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
す
こ
と
の
必
要
を
大
正
中
期
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
着
眼
し
、
極
力
事
業
の
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
性
を
県
当
局
に
進
言
し
た
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
矢
野
氏
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
当
局
は
全
然
関
心
を
示
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
余
り
の
こ
と
に
業
を
煮
や
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
自
分
の
名
儀
で
県
下
の
全
河

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
の
水
利
権
々
申
請
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
当
時
水
利
権
は
許
可
制
度
で

繧
洲
沸
溜
ゆ
濃
柵
勤
塘
に
、
り
白
幕
は
発

注
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
後
、
水
資
源
開
発
は
急

　
当
時
の
橋
梁
は
木
橋
で
、
こ
速
に
伸
び
、
電
気
事
業
に
対
す

れ
を
改
め
ぬ
限
り
再
び
惨
害
を
る
関
心
は
高
ま
り
、
九
州
送
電

蒙
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
の
で
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
る
よ
う

県
当
局
に
進
言
し
、
内
務
省
に
に
な
っ
た
が
、
全
水
利
権
は
矢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
民
よ
り
申
請
が
提
出
嘉
て

も
改
修
の
猛
運
動
を
し
た
。
こ

の
結
果
、
神
門
馨
橋
梁
は
ほ
お
り
、
矢
野
氏
と
の
話
レ
春
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
が
出
来
な
い
恨
り
、
事
業
の
着

と
ん
ど
石
橋
と
な
り
、
そ
の
後

住
年
の
惨
害
は
全
然
な
く
な
う
手
は
不
可
能
の
た
め
馬
．
起
人

・蟄汐．

歎

臨
・
馨
轟
｛
．
”
　
」
ヴ
　
ぜ
～
歩
短
』

は
勿
論
県
も
大
変
困
却
し
た
。

．
発
起
人
の
筆
頭
堀
内
秀
太
郎

氏
は
、
知
事
時
代
矢
野
民
と
は

終
始
反
対
の
立
場
に
あ
っ
た
人

だ
け
に
、
そ
の
困
却
は
人
咽
倍

で
あ
っ
た
ろ
う
。
　
、

　
も
と
も
と
こ
の
河
川
の
申
請

は
矢
野
個
人
の
利
権
保
持
と
い

う
考
え
で
出
し
た
も
の
で
な

く
、
県
当
局
の
無
関
心
を
憤
っ

て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

県
民
の
利
益
に
な
る
場
合
は
、

い
つ
で
も
取
り
下
げ
る
考
え
で

あ
っ
た
の
で
、
、
矢
野
民
は
直
ち

に
全
部
の
申
請
を
取
り
下
げ

た
．
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
矢

野
西
の
偉
さ
を
物
語
る
一
面
で

三
三
噸
論
議
雛
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の

鱗
頃
騨
励
噸
魏
繍
－
宣
知
識

権
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
、
あ
っ
　
テ
レ
ビ
修
理
の

麓
栓
騨
纏
肌
燃
識
上
手
な
た
の
み
方

評
し
て
い
た
と
い
う
話
が
残
つ
　
一
、
修
理
を
た
の
む
前
に
次
の

て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
を
調
べ
ま
し
ょ
う
．

　
臣
道
の
敷
設
に
つ
眺
て
は
、
　
　
ω
　
ツ
マ
ミ
の
調
節
で
直
ら

細
島
を
起
点
と
し
、
神
門
経
由
　
　
　
な
い
か
確
か
め
る
。

熊
本
横
断
鉄
道
を
計
画
し
、
鉄
　
　
ω
　
ア
ン
テ
ナ
や
ブ
イ
ー
ダ

道
大
臣
に
な
っ
た
友
人
松
野
鶴
　
　
　
1
に
異
常
が
な
い
か
調
べ
㌦

平
氏
の
尽
力
も
あ
っ
て
、
・
田
中
　
　
　
る
。
　
　
　
　
　
　
一

内
藺
当
時
そ
の
建
設
の
必
要
を
、
二
、
ツ
マ
ミ
の
調
節
で
も
癖
ウ

　
　
　
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
と

認
め
ち
れ
た
。
｛
以
下
講
幡
屋
へ
）
、
ず
、
ア
ン
テ
ナ
や
フ
イ
L

　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
・
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噂

『
n
急
ゲ
『
　
．
『
㌦
『
、
：
．
　
．
．
“
』
・
．
卜

　
　
地
域
農
業
の
調
査
研
究

　
　
学
修
活
動
の
積
極
参
加

家
政
部

、
　
明
る
い
家
庭
作
り
の
役
割

　
を
担
う
自
覚
’

　
　
健
康
的
な
男
女
交
際
の
あ

　
り
方
　
　
　
／

へ昭
和
4
3
年
度
事
業
計
画

　
四
　
月

　
　
　
理
事
会

　
　
　
予
算
総
会

　
　
　
部
落
訪
問

　
五
　
月
　
一

　
　
　
部
、
落
三
間

　
．
　
理
事
会

　
六
　
月

　
　
　
理
事
会

　
　
　
明
正
選
挙
パ
レ
ー
ド

　
七
月

　
　
　
村
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会

　
　
　
郡
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
合
宿

　
　
、
郡
研
修
会

　
八
　
月
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
理
事
会

　
一
　
村
研
修
会

　
　
　
機
関
紙
発
行

、
九
　
月
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
郡
民
体
育
大
会

　
　
　
理
事
会

＋
月
　
　
　
　
、

　
　
　
理
事
会

　
　
　
村
民
体
育
大
会
・

　
十
口
月

　
　
　
研
修
旅
行

　
　
　
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

　
十
二
月

　
　
　
理
事
会

　
　
　
村
文
化
祭
　
　
　
－

　
一
月
　
　
　
、
＼

　
　
F
理
事
会

　
　
　
成
人
　
式

’
　
郡
青
年
駅
伝

　
二
　
月

　
　
　
理
事
会

　
　
　
主
張
干
害
会

　
　
　
機
関
紙
発
行

　
三
　
月

　
　
　
理
事
会
　
　
、

　
　
　
総
会
（
決
算
・
予
算
）

　
一
に
も
異
常
が
な
い
と
き
に

　
は
馬
次
の
こ
と
を
調
べ
て
テ

　
レ
ビ
店
に
知
ら
せ
ま
し
ょ

　
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
．
，
／

　
ω
　
メ
ー
カ
ー
名
．

・
ω
　
型
名
（
テ
レ
ビ
の
裏
ぶ

　
　
た
に
貼
り
つ
け
で
あ
る
）
「

　
㈹
く
わ
し
い
症
状

　
　
　
猛
然
と
故
樟
で
す
と
言

　
、
つ
た
の
で
は
テ
レ
ビ
店
で

　
　
準
備
す
る
も
の
も
多
く
な

　
　
っ
て
、
咽
度
の
出
張
で
威

　
　
ま
き
れ
な
い
場
合
も
あ
り

　
＼
修
理
費
が
か
さ
み
ま
す
。
．

三
、
修
理
を
た
の
む
と
き
は
、

　
あ
ら
か
じ
め
修
理
料
金
の
見

　
積
を
聞
い
て
お
き
ま
し
ょ

　
う
。
料
金
め
額
に
よ
っ
て

　
は
、
新
し
い
テ
レ
ビ
を
買

．
つ
た
方
が
得
な
場
合
も
あ
り

　
ま
す
。
ま
た
、
修
理
が
終
っ

　
た
ら
ど
の
部
分
が
悪
か
っ
た

　
の
か
よ
く
聞
き
、
修
理
費
用

　
の
明
細
を
も
ら
う
こ
ど
で

　
す
。
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