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課
税
さ
れ
る
」

　　

@
地
方
税
法
の
改
正
に

去
る
五
月
の
国
会
で
、
地
方
税

法
が
改
正
さ
れ
（
負
担
の
軽
減

又
は
、
合
理
化
が
図
ら
れ
ま
し

た
の
で
、
そ
の
あ
ら
ま
し
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　
…
◎
改
正
の
理
由
…

　
現
行
税
制
は
昭
和
二
十
四
年

に
行
わ
れ
た
。
シ
ヤ
ウ
プ
勧
告

を
基
礎
と
し
て
、
昭
和
ご
十
五

年
に
制
足
さ
れ
た
も
の
で
、
こ

の
勧
告
の
要
旨
は
、
地
方
自
治

稽
立
の
た
め
の
、
財
政
的
裏
付

け
を
、
行
お
う
と
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
こ
の
税
制
の
改
革
に

よ
っ
て
、
一
挙
に
三
割
近
い
増

収
を
期
待
し
た
も
の
だ
け
に
、

必
ず
し
も
納
税
者
の
支
持
を
受

け
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
当
時
国
会
の
審

議
に
お
い
て
、
一
度
は
流
産
の

憂
き
目
を
み
、
な
お
若
干
の
修

正
を
経
て
、
漸
く
次
の
国
会
で

成
立
す
る
と
い
う
「
い
き
さ
つ
」

も
あ
っ
た
程
で
、
実
施
以
来
四

年
を
経
た
今
日
に
お
い
て
も
、

或
は
そ
の
際
に
設
け
ら
れ
た
新

税
の
廃
止
と
か
、
或
は
そ
の
際

に
加
島
さ
れ
た
負
担
の
軽
減
を

中
心
に
、
兎
角
論
議
が
絶
え
な

か
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
に
つ
い

て
、
将
来
に
わ
た
っ
て
安
定
し

た
税
制
の
必
要
に
迫
ら
れ
、
今

回
の
改
正
と
な
っ
た
。

　
…
◎
改
正
点
一

隆
無
煙
秘
α
新
講

村
民
税
は
村
費
の
負
塩
分
任
の

主
旨
か
ら
、
貧
者
も
富
者
も
平

等
に
均
等
割
を
課
税
し
個
々
の

能
力
に
応
じ
て
所
得
割
が
課
税

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
事
は
周
知

の
と
お
り
で
あ
る
が
、
一
方
県

税
制
の
下
に
お
い
て
は
、
事
業
、

　
　
入
場
税
（
こ
れ
ば
今
般
の

騨　　
で
国
税
に
移
管
さ
れ
た
）

及
び
遊
興
飲
食
税
並
び
に
自
動

車
税
が
そ
の
収
入
の
大
部
分
を

占
め
て
い
る
。
と
ζ
う
が
俵
粟

や
林
業
に
は
、
富
管
領
が
課
さ

つ
い
て
の
お
知
ら
ぜ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

れ
て
い
な
い
の
で
、
自
然
ζ
れ

ら
の
税
は
、
そ
の
税
源
を
専
ら

市
郡
に
依
存
し
て
い
る
現
状
で

あ
る
。
反
面
県
の
歳
出
は
、
最

山
村
を
対
象
に
し
て
、
行
は
れ

る
場
合
の
ほ
う
が
多
い
。
こ
の

よ
う
な
事
情
か
ら
、
県
民
と
し

て
県
政
を
監
視
し
、
県
民
全
体

が
協
力
し
て
、
県
の
発
展
を
図

っ
て
行
く
べ
き
で
あ
る
に
も
か

～
わ
鴨
ず
、
自
然
関
心
が
薄
れ

る
こ
と
に
も
な
る
。
県
罠
税
は

こ
の
よ
う
な
考
の
も
と
に
新
設

さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
賦
課
徴

収
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
で
あ

る
。
　
（
本
村
に
は
法
人
の
県
民

税
納
税
者
は
い
な
い
の
で
個
人

に
つ
い
て
の
み
述
べ
る
）

ω
県
民
税
の
特
質

　
通
常
税
金
の
賦
課
徴
収
は
そ

　
の
課
税
団
体
で
な
す
べ
き
で

　
あ
る
が
、
個
人
の
県
民
税
に

　
限
っ
て
こ
れ
が
総
て
、
市
町

　
村
に
委
任
す
る
よ
う
に
税
法

　
」
で
規
定
容
れ
て
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
県
民
税
の
徴
収
は

　
市
町
村
民
税
賦
課
徴
収
の
例

　
に
よ
り
市
町
村
民
税
と
併
せ

　
て
賦
課
徴
収
す
る
こ
と
、
さ

　
れ
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
は
徴
税
費
を
増
高

　
せ
し
め
、
又
は
納
税
者
に
無

　
用
の
手
続
的
な
負
担
を
負
は

　
し
め
る
こ
と
を
避
け
る
主
旨

　
か
ら
で
あ
る
。

偶
納
税
義
務
者

　
村
民
税
の
納
税
義
務
者
と
同

　
一
の
も
の
に
対
し
、
毎
年
一

　
月
一
日
現
在
の
住
所
地
の
市

　
町
村
に
お
い
て
課
税
さ
れ
る

㈲
賦
課
徴
牧

㈲
均
等
割

　
　
個
人
に
対
し
て
は
百
円
課

　
　
税
さ
れ
る
。

何
所
得
割
の
賦
課

　
　
所
得
割
の
課
税
に
つ
い
て

　
　
は
、
毎
年
四
月
三
十
日
置

　
　
で
に
、
県
が
市
町
村
に
対

　
し
て
へ
そ
の
市
町
村
が
賦

1罷葬灘
唱鵬剛」一脚幅甑臨．幽」

　
課
し
、
徴
収
す
べ
き
総
額

　
を
配
賦
し
、
市
町
村
は
当

　
膝
配
賦
額
を
、
そ
の
貴
任

　
と
三
組
に
お
い
て
個
人
の

　
村
民
税
所
得
割
の
額
に
比

，
例
レ
て
、
賦
課
し
徴
収
す

　
．
・
添
ζ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
場
合
に
県
が
、
市
町

．
智
に
配
賦
す
べ
き
所
得
割

　
の
総
額
は
、
当
該
市
町
村

　
民
が
前
年
中
に
納
付
し
た

　
所
得
税
額
の
百
分
の
五
が

　
様
準
で
あ
る
。

㈲
徴
　
収

・
個
人
の
県
民
税
の
賦
課
徴

　
収
が
市
町
村
に
、
法
定
委

　
倭
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

　
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る

　
が
、
そ
の
処
理
方
法
は
次

　
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
．

　
わ
ち
、
市
町
村
が
市
町
村

　
民
税
を
賦
課
し
徴
収
す
る

　
際
に
、
併
せ
て
県
民
税
を

　
賦
課
し
徴
収
す
る
も
の
と

　
さ
れ
、
納
税
者
に
送
付
す

　
べ
き
徴
税
令
書
も
、
市
町

　
村
民
税
の
そ
れ
に
併
せ
て

　
記
載
す
る
。
こ
の
こ
と

　
は
、
徴
税
費
の
増
高
を
避

　
け
る
等
の
た
め
で
あ
っ

　
て
、
実
際
に
は
納
税
者
は

　
県
隠
忍
と
市
町
村
民
税
と

－
を
そ
れ
ム
￥
負
担
す
る
も

　
の
弱
り
、
こ
れ
を
意
識

　
官
覚
さ
せ
る
た
め
に
、
形

　
式
的
に
は
県
民
税
を
一
の

　
税
ど
し
て
扱
ふ
が
、
実
際

　
的
に
は
県
民
税
と
市
町
村

　
罠
税
と
を
一
の
税
と
し
て

　
重
重
徴
収
す
る
の
と
同
じ

　
謬
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
従
づ
で
納
税
者
は
、
そ
の
．

鞭
　
　
　
か
の
み
を
控
意
に
納

　
　
　
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

　
い
ひ
，
あ
く
ま
で
市
町
村
民

　
税
と
県
民
税
と
を
一
の
税

　
と
し
て
扱
ふ
所
以
で
あ

　
る
ゆ

⇔
瀞
晒
処
分

三
三
瀦
麟
課
徽
収
の
市
町

村
へ
の
委
任
は
、
滞
納
処

分
に
つ
い
で
・
も
、
特
別
の

規
竃
が
な
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
納
税
者
が
納
期

限
ま
で
匿
、
県
民
税
、
市

町
村
民
税
を
完
納
し
な
い

時
に
発
す
る
督
促
状
は
、

県
潮
型
と
市
町
三
民
税
め

合
算
額
を
記
載
し
た
一
の

・
文
誉
で
も
つ
て
督
促
を
な

し
、
尚
且
完
納
し
な
い
場

合
に
お
け
る
滞
納
処
分

は
、
市
町
村
に
お
い
て
執

，
行
ず
る
も
の
と
さ
れ
て
い

る
が
、
翌
年
五
月
三
十
一

目
以
後
に
繰
越
さ
れ
た
分

　
　
連
繋
を
保
つ
上
か
ら
も
蓋

　
　
し
当
然
の
こ
と
、
で
あ
ろ

　
　
b
つ
。

　
　
ま
た
県
民
税
の
賦
課
徴
収

　
　
・
に
対
す
る
異
議
の
申
立

　
　
は
、
右
に
伴
っ
て
、
市
町

　
　
村
長
に
対
し
て
行
う
が
》

　
　
滞
納
処
分
に
対
す
る
異
議

　
　
の
申
立
は
、
処
分
を
行
っ

　
　
た
地
方
団
体
の
長
丁
含
県
知

　
　
事
又
は
市
町
村
長
V
に
、

　
　
行
う
こ
ど
に
な
っ
て
い

　
　
る
。

二
、
村
民
続

県
民
税
の
創
設
に
伴
い
、
納
税

者
の
負
担
の
加
重
を
避
け
る
た

め
、
村
民
税
の

税
率
は
、
そ
の

分
に
相
当
す
る

だ
け
引
き
下
げ

が
行
わ
れ
た
。

－
①
均
等
割
．

　
均
等
割
の
税

　
率
は
、
県
民

．
税
に
お
い

　
て
、
百
円
と

　
さ
れ
て
い
る

　
の
で
、
こ
れ

・
に
伴
い
村
民

　
税
に
つ
い
て

　
も
、
百
円
引

　
き
下
げ
ら
れ

　
た
。

②
所
得
割

　
所
得
割
の
税

　
率
に
つ
い

　
て
も
、
従
来

　
の
税
率
か
ら

　
県
罠
税
に
お

　
い
て
定
め
ら

・
れ
て
い
る
所

　
謂
制
限
税
率

　
に
相
当
す
る

　
分
だ
け
引
き

　
下
げ
ら
れ

！

・
，
ギ
㌧
認
　
“
㌧
，
．
｛
用

葱
又
従

　
外
、
．
村
民
税
は
、
こ
れ
を
課
　
　
た
。
た
だ
、
市
町
村
が
、
災

　
税
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
　
　
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
持

　
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
今
回
・
　
別
の
財
政
需
要
が
な
い
の

　
の
改
正
に
よ
っ
て
、
右
の
十
　
　
に
、
特
定
の
納
税
者
（
例
へ

　
万
円
の
額
を
十
三
万
円
に
引
　
　
ば
電
力
会
社
↑
）
の
負
担
を
期

　
き
上
げ
ら
れ
、
現
在
の
経
済
　
　
下
し
て
、
狙
い
打
ち
的
な
課

　
情
勢
下
に
お
い
て
、
実
態
に
　
　
税
を
制
止
す
る
意
味
に
お
い

　
即
応
せ
し
め
る
k
く
改
正
さ
　
　
て
、
一
の
納
税
者
が
所
有
す

　
れ
た
。
爪
同
税
法
上
寡
婦
と
し
　
　
る
、
償
却
資
産
に
対
す
る
固

　
て
適
用
を
受
け
る
こ
と
の
で
　
　
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額

　
き
る
者
は
、
所
謂
寡
婦
で
あ
　
　
が
、
そ
の
市
町
封
の
固
定
資

　
つ
て
扶
養
親
族
を
有
す
る
も
　
　
産
税
の
課
税
標
準
の
総
額
の

　
の
を
い
う
、
と
さ
れ
て
お
　
二
分
の
一
を
こ
え
る
場
合
に

　
り
、
少
く
と
も
、
扶
養
親
族
　
お
い
て
、
税
率
を
百
分
の
二

　
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
　
　
を
こ
え
て
青
め
よ
う
と
す
る

　
が
一
の
要
件
と
な
っ
て
い
た
　
　
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
恥
そ

　
が
、
今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
　
　
の
旨
を
自
治
庁
長
官
に
届
け

　
戦
傷
病
者
戦
曲
者
遺
族
等
援
　
　
出
ぢ
も
の
と
さ
れ
、
自
治
庁

　
護
法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
　
　
長
冨
は
、
や
む
を
得
な
い
特

　
よ
り
遺
族
年
金
を
受
け
る
者
　
　
別
の
財
政
需
要
が
あ
る
た

　
に
あ
っ
℃
は
、
扶
養
親
族
の
　
　
め
、
増
税
の
必
要
を
認
め
ら

　
有
燕
は
問
わ
な
い
も
の
と
さ
　
　
れ
た
場
合
を
除
く
外
、
地
方

　
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
戦
争
　
　
財
政
審
議
会
の
議
を
経
て
、

　
未
亡
人
等
の
い
ま
だ
に
気
の
　
　
当
該
市
町
村
の
税
率
を
制
限

　
春
な
実
情
を
考
慮
し
て
の
こ
　
　
す
る
ζ
と
が
で
き
る
も
の
と

　
と
で
あ
り
、
所
得
税
に
．
つ
い
　
　
き
れ
た
。
　
（
本
村
の
場
合
、

　
て
も
同
様
の
取
り
扱
い
が
な
　
　
現
在
め
と
こ
ろ
残
念
な
が
ら

　
さ
れ
る
こ
と
～
な
っ
た
。
　
　
　
こ
の
様
な
大
規
模
償
却
資
産

騎
舞
評
国
難
対
す

　
近
時
は
、
宅
地
の
価
格
や
、
　
　
最
近
に
お
け
る
我
が
国
の
お

家
屋
の
建
築
費
が
相
当
騰
噴
　
　
か
れ
て
い
る
経
済
還
境
が
転

し
、
時
価
を
課
税
標
準
と
す
　
　
し
て
、
企
業
設
備
の
近
代

　
る
、
土
地
や
家
屋
に
対
す
る
　
　
化
、
原
価
の
引
き
下
げ
、
外

固
定
資
産
税
の
負
担
は
、
税
　
，
貨
の
獲
得
が
極
め
て
緊
要
事
．

率
を
据
え
置
い
て
も
増
加
し
　
　
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
た
め

過
ぎ
る
傾
向
に
あ
る
た
め
、
　
　
に
は
固
定
資
産
税
が
そ
の
大

従
来
の
標
準
税
率
百
分
の
　
　
き
な
障
害
と
な
ら
な
い
よ
う

　
一
、
六
を
昭
和
二
十
九
年
度
　
　
充
分
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

は
百
分
の
一
、
，
五
昭
和
三
十
　
　
ら
な
い
。
ζ
の
趣
旨
か
ら
、

年
笈
以
降
は
百
分
の
一
、
、
四
　
　
発
送
電
施
設
塙
鉄
軌
遭
施

と
き
れ
、
負
担
の
緩
和
が
図
．
設
、
重
要
物
産
製
造
用
機
械

ら
れ
た
。
（
本
村
と
し
・
て
　
設
備
等
々
の
所
謂
重
要
産
業

も
、
右
の
主
旨
に
副
い
、
従
　
に
対
し
て
、
そ
の
助
成
に
爾

来
の
百
分
の
一
、
八
を
、
百
　
　
分
で
も
協
力
す
る
算

．
・
寒
卵
趨
”

，
虫
、
　
為
㌃
　
：

　
　
　
一

　
ち
出
す
も
の
と
さ
れ
た
わ
け

　
で
あ
る
。

樹
大
規
模
償
却
資
産

　
　
に
対
す
る
固
定
資

　
　
産
税
の
市
町
村
の

　
　
謀
税
権
の
制
度

　
固
足
費
産
税
は
当
該
固
足
資

　
産
所
在
の
市
町
村
に
お
い
て

　
、
課
税
す
る
こ
と
が
原
則
で

　
あ
る
が
、
税
源
の
偏
在
を
是

　
正
す
る
意
味
か
ら
、
大
規
模

　
償
却
資
産
に
対
し
て
は
、

　
外
的
に
市
町
村
の
課
税
権
を

　
制
隈
し
、
そ
の
こ
え
る
部
分

．
に
対
し
て
、
県
が
当
該
固
定

　
資
産
に
対
し
て
、
固
定
資

　
税
を
課
税
す
る
こ
と
～
な
つ

　
た
。
た
だ
、
市
町
村
の
収
入

　
の
激
変
を
緩
和
す
る
た
め
、

　
ζ
の
前
置
は
昭
和
三
十
年

　
以
降
に
お
い
て
実
施
さ
れ

　
る
。
こ
の
改
正
に
ま
っ
て
、

　
本
村
の
場
合
、
岩
屋
戸
、

　
原
両
発
電
所
分
の
配
分

　
は
、
昭
和
三
十
年
度
か

　
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

　
に
そ
の
分
は
県
が
課
税
す
る

　
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め

　
の
本
村
の
、
固
定
資
産
税
減

　
収
見
込
み
は
約
百
五
十
万
円

　
程
度
で
あ
る
。
　
　
　
　
－

　
　
　
ゆ

四
、
臼
縛
章
幾
遍
税

①
自
転
車
荷
車
税
の
誕
虫
。
．

　
自
転
車
税
、
．
老
君
税
を
統
合

．
し
て
、
一
の
税
目
と
し
、
自

，
転
取
荷
車
税
が
鴛
生
し
た
。

　
自
転
車
税
及
び
荷
軍
税
は
、

　
と
も
に
車
朝
餐
レ
て
課
す

　
る
税
で
6
る
と
い
う
こ
と
に

　
お
い
て
碧
羅
す
る
ば
か
り
で

な
く
、
そ
の
納
税
宥
も
両
税
・

　
に
共
通
な
者
が
多
く
、
荷
車

．
税
の
納
税
者
の
殆
ん
ど
す
べ

．
て
が
、
そ
の
ま
＼
自
転
車
税

に
お
い
て
も
、
ま
た
、
納
税

蒙
著
と
な
っ
て
い
蓑

で
あ
る
今
回
の
嘆
正
は
、

の
点
に
饗
目
し
て
、
一
の
賦

課
畿
収
の
乎
続
に
よ
っ
て
、
．

両
税
を
あ
わ
せ
て
同
時
に
徴

収
す
る
も
の
と
し
、
税
務
行

政
上
の
輿
図
化
を
図
る
た

め
、
税
種
が
続
合
さ
れ
だ
。

層
披

の。

題

瞭

麺
あ

木
の
葉
み
な
風
に
そ
よ
ぎ
て
裏
が
へ
る
青
山
の
人
の
行
け
る
さ
び
し
さ

わ
が
対
ふ
あ
を
高
山
の
頭
越
し
に
け
ふ
も
ゆ
た
か
に
自
陣
の
湧
く

山
々
の
せ
ま
り
し
あ
ひ
に
流
れ
た
る
河
と
い
ふ
も
の
の
寂
し
く
あ
る
か
な

糸
に
似
て
宿
く
尽
き
ざ
る
路
の
見
ゆ
む
か
ひ
の
山
の
夕
風
の
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ

ー
ー
し
町
も

厭
叫
　
趨
3
謙
．
揖
設

蝦
鰍
難
鰻
馳
，

　
（
改
正
後
の
自
転
車
荷
專
税
‘

　
は
毎
年
四
月
一
日
現
在
の
所

　
有
者
に
対
し
て
、
年
額
を
課

　
税
し
、
四
月
二
日
以
後
に
お

　
い
て
所
有
さ
れ
た
自
転
車
及

　
び
荷
車
に
対
し
て
は
、
そ
の

　
一
分
に
つ
い
て
は
、
全
然
課

　
税
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

　
い
う
の
が
建
前
で
あ
っ
た
。

　
然
し
な
が
ら
、
自
転
車
な

　
り
、
荷
車
な
り
の
保
有
の
事

　
実
自
体
に
つ
い
て
は
、
朗
闇

　
的
な
相
違
は
別
と
し
て
、
そ

　
の
他
何
等
異
る
こ
と
ば
な
い

　
の
で
あ
る
か
ら
、
単
に
、
四

　
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
そ

　
の
臼
転
車
又
は
荷
車
の
所
有

　
者
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
一

　
事
の
み
で
、
一
は
年
額
を
課
．

　
税
さ
れ
、
一
は
全
然
課
税
さ

　
れ
な
い
と
い
う
ζ
と
は
、
均

　
衡
上
適
当
で
な
い
の
で
、
四

「
月
二
日
以
後
に
「
親
に
取
得

　
さ
れ
た
自
転
車
又
は
荷
車
」

　
に
対
し
て
は
、
取
得
さ
れ
た

　
月
の
翌
月
か
ら
そ
の
年
度
の

　
三
月
ま
で
月
割
を
も
つ
て
、

　
自
転
車
荷
車
税
を
課
す
る
こ

　
と
、
さ
れ
た
。

　
こ
～
で
「
新
に
取
得
ざ
れ

　
た
」
自
転
車
又
は
荷
車
と

　
は
、
そ
の
年
度
分
と
し
て
は

　
じ
め
て
、
自
転
車
荷
車
税
の

　
課
税
の
対
象
と
な
る
自
転
車

　
又
は
荷
車
で
あ
っ
て
、
今
ま

　
で
商
品
で
あ
っ
た
も
の
を
四

　
月
二
日
以
後
に
お
い
て
取
得

　
し
て
使
用
す
る
場
合
等
が
こ

　
れ
に
該
当
す
る
。
従
っ
て
、

　
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、

　
既
に
そ
の
年
属
分
の
自
転
車

　
荷
車
税
の
課
税
対
象
と
な
つ

　
て
い
る
自
転
車
や
荷
車
に
つ

　
い
て
、
四
暴
．
鱒
甘
以
後
に
お

翠
酷
糞
朋

合
、
ζ
れ
に
対
し
て
B
村
に

　
お
い
で
月
割
課
税
を
す
る
ζ

　
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で

　
は
な
い
。
、

ま
た
、
四
凋
一
旧
並
塩
に
お

い
て
、
既
幡
を
の
無
煙
分
の

　
自
転
車
荷
車
税
の
課
税
対
象

，
乏
な
っ
て
い
る
自
転
車
や
荷

車
に
つ
い
て
四
月
二
目
以
後

　
に
お
い
て
そ
の
所
有
者
が
A

　
か
ら
B
に
う
つ
っ
た
場
合
、

・
B
に
対
し
て
月
割
課
税
を
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も

　
の
で
も
な
い
。

玉
、
「
村
た
ば
こ
消
曽
続

市
町
村
が
県
に
移
譲
し
た
税
源

（
村
民
税
の
一
部
を
県
民
税
に

デ旭

へ
’
！

’

嚇
憶
説

　
，
、
総
灘
グ

　
　
．
．
由
蕊
㌧
鴫
．
、
．

ゴ，
w
，

一
又
三
編
榛
償
却
三
三
に
係
る
固

　
資
産
税
の
課
税
権
の
制
限
に

　
る
減
収
等
）
を
補
回
す
る
た

砂
に
、
偏
在
性
の
少
い
税
目
と

A
し
て
、
た
ば
こ
消
費
税
が
創
設

幽
さ
れ
た
。
す
怨
わ
ち
、
人
口
一

人
当
り
の
「
た
ば
こ
」
の
小
亮

価
格
の
全
国
道
府
県
別
の
最
大

と
最
小
と
の
開
き
は
四
一
程
魔

で
あ
り
、
他
の
入
場
税
、
遊
興

飲
食
税
の
十
倍
以
上
、
酒
の

六
、
五
倍
以
上
と
比
べ
る
と
、

最
も
普
遮
性
が
あ
る
と
い
え
う

．
の
で
あ
る
。

た
ば
こ
消
費
税
な
、
製
造
た
ば

ζ
の
消
費
に
対
し
て
課
す
る
租

税
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
消
．

費
を
個
々
の
喫
煙
者
の
消
費
の

段
階
で
捕
捉
す
る
こ
と
は
、
理

論
的
に
は
す
ぐ
れ
て
い
て
も
、

徴
税
手
続
が
煩
雑
で
あ
る
ば
か

り
で
な
く
、
課
税
技
術
上
も
相

当
の
困
難
が
あ
る
の
で
、
日
本

専
売
公
杜
が
、
た
ば
こ
専
売
法

の
規
定
に
よ
っ
て
、
た
ば
ζ
小

亮
人
に
売
り
渡
す
製
造
た
ば

こ
、
又
は
国
内
消
費
用
と
し

て
、
直
接
消
費
者
に
売
り
渡
す

製
造
た
ば
こ
に
対
し
、
そ
の
小

売
人
の
営
業
所
叉
は
そ
の
売
り
，

渡
し
を
す
る
日
本
専
売
公
賓
の

事
務
所
所
在
の
、
市
町
村
に
お

い
て
、
日
本
専
売
公
社
に
課
す

る
も
の
と
さ
れ
た
。
従
っ
て
A

町
に
そ
の
営
業
所
が
所
在
す
る
，

小
売
人
が
、
そ
の
製
造
た
ば
こ
、

の
一
部
を
B
町
で
出
張
販
売
し

で
い
て
も
、
そ
の
小
亮
人
に
周

り
渡
す
製
造
た
ば
こ
に
つ
い
て

は
、
す
べ
て
A
町
が
課
税
権
を
．
．

有
し
て
い
る
。
飛
行
機
、
汽

車
、
汽
船
等
の
交
通
機
関
の
内

部
で
行
わ
れ
る
販
売
に
つ
い
て

も
、
同
様
に
小
売
人
の
営
業
所

所
在
の
市
町
村
に
お
い
て
課
す

る
こ
と
～
な
る
。

　
O
た
ば
ζ
消
費
税
の
税
率
等
・

た
ば
こ
消
費
税
の
税
率
は
、
市

町
村
に
あ
っ
て
は
百
十
近
分
の

十
で
あ
る
。
こ
～
で
百
十
丑
分

の
十
と
い
う
半
端
な
税
率
を
用

い
る
ζ
と
～
し
た
の
は
、
製
造

．
た
ば
こ
の
な
に
、
一
定
削
合
の

た
ば
こ
消
費
税
が
含
ま
れ
て
い

る
も
の
と
擬
制
す
る
こ
と
に
よ
層

っ
て
、
た
ば
こ
小
売
短
価
を
変

更
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で

あ
る
。
村
民
の
皆
さ
ん
が
、
購

入
さ
れ
る
「
た
ば
こ
」
の
価
楕
の

・
2
り
に
は
、
そ
の
価
格
の
百
十

五
分
の
十
の
た
ば
ζ
消
費
税
が

含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
税
金

は
、
村
税
と
し
て
収
入
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　

の
で
あ
る
か
ら
「
た
ば
こ
の
購

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
の
　
　
　

入
は
是
非
自
分
の
村
で
」
と
い

う
こ
と
に
も
な
・
る
。
　
　
．
～

層
跨
，
，
．
．
寝
↑
団
ゆ
」
ゑ
㌔

セ

㌧鵡1滋三三ム磁噸議 ．憲1”．’．栖1 ﾈ撫張磁麟へ殴愚鐡蜘、ン曲嚇1
　　　・．ト、

眺乙
h、

　　　　　

’辱1． O批

4

　　　L’㍗・

卜

r
ρ

、　　、『
r　●汐

「
．

9

●

．
、

P〔’

　
　
　
　
　
　
　
一
職

．
ー
ー
臨



勢畔

！

｝

φ

麟ゆ

ρ

■

r ’　
　
’

町㎎ゼ
．

声
’　

　
、

へ甲
戸、、

●“∵叩Ψザ叩四叩7’
τ一甲 h、ど●

’

T『「，　「

騨甲讐い姫」　帰
’

（2）（第30号）報村
」

東日昭和29年6月30

農
業
委
員
会
委
員
の

選
挙
に
つ
い
て

皆
様
来
る
七
月
十
六
日
に
は
村

の
澱
業
委
員
会
の
委
員
の
選
挙

が
執
行
さ
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と

に
つ
き
ま
し
て
簡
単
に
お
知
ら

せ
し
て
色
々
と
御
協
力
を
お
願

い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

御
承
知
の
よ
う
に
本
村
の
農
業

委
員
会
委
員
は
昭
和
二
十
六
年

七
月
二
十
日
第
一
回
の
選
挙
で

就
任
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
て

昭
和
二
十
八
年
七
月
十
九
日
に

任
期
満
了
と
な
る
筈
で
あ
ヴ
ま

し
た
が
任
期
延
長
の
法
律
の
施

行
に
よ
り
一
応
六
ケ
月
延
長
き

れ
本
年
一
月
十
九
日
迄
と
さ
れ

た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
再

び
六
ケ
月
間
延
長
さ
れ
て
現
在

に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し

て
、
結
局
三
ケ
年
の
任
期
に
な

っ
て
い
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
と

こ
ろ
が
今
回
農
業
委
員
会
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
公
布

に
よ
り
伺
法
は
「
濃
業
委
員
会

等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
ら

れ
委
員
の
定
数
や
任
期
、
都
道

府
県
農
業
委
員
会
の
廃
止
、
都

道
府
県
農
業
会
議
の
設
立
、
組

織
、
運
営
そ
の
他
全
般
に
亘
り

大
き
な
改
正
が
加
え
ら
れ
ま
し

た
。
尚
農
業
及
び
浪
民
の
代
表

機
関
と
し
て
全
国
農
業
会
議
所

の
設
立
等
が
あ
り
ま
す
が
紙
面

の
関
係
も
あ
り
ま
す
の
で
墓
当

り
今
回
の
選
挙
に
つ
い
て
皆
様

に
必
要
な
事
項
の
み
を
申
し
述

べ
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま

す
。△

選
挙
期
日
は
来
る
七
月
十
六

　
日
で
投
票
時
間
は
午
前
七
時

　
か
ら
午
後
六
時
迄
で
あ
り
ま

　
す
。
投
票
所
は
従
来
通
り
の

　
場
所
に
十
一
ケ
所
設
け
ら
れ

　
ま
す
。

△
選
挙
す
べ
き
委
員
は
そ
の
市

　
町
村
の
実
情
に
応
じ
て
条
例

　
で
定
数
が
決
め
ら
れ
ま
す
。

　
本
村
は
七
月
三
日
置
臨
時
村

　
議
会
が
招
集
さ
れ
て
十
二
人

　
と
決
定
し
ま
し
た
。
尚
こ
の

　
外
に
市
町
村
長
は
そ
の
農
業

　
委
員
会
の
区
域
内
（
村
内
）

　
に
あ
る
農
業
協
同
組
合
又
は

　
農
業
共
済
組
合
の
理
事
の
内

　
か
ら
そ
の
組
合
の
推
薦
し
た

　
者
及
び
議
会
が
農
業
委
員
会

　
の
所
掌
に
洞
す
る
事
項
に
つ

　
き
学
識
経
験
を
有
す
る
者
と

　
し
て
推
回
し
た
者
に
つ
き
五

　
人
を
限
り
選
任
す
る
こ
と
が

　
で
き
ま
す
。
し
か
し
こ
の
選

　
任
委
員
の
数
は
選
挙
す
べ
き

≒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

委
員
の
定
数
の
三
分
の
一
を

こ
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

△
委
員
の
任
期
は
三
ケ
年
で
昭

和
二
十
九
年
七
月
二
十
日
か

ら
起
算
さ
れ
ま
す
。
従
っ
て

昭
和
三
十
二
年
七
月
十
九
迄

と
な
り
ま
す
。

△
選
挙
権
、
被
選
挙
権
に
つ

　
い
て

当
該
浪
業
委
員
会
の
区
域
内

　
（
村
内
）
に
住
所
を
有
す
る

年
令
満
二
十
年
以
上
の
者
で

　
一
反
歩
以
上
の
農
地
に
つ
き

耕
作
を
営
む
者
及
び
そ
の
者

の
同
居
の
親
族
又
は
配
偶
者

で
年
間
概
ね
六
十
日
以
上
農

耕
に
従
事
し
て
い
る
と
浪
業

委
員
会
で
認
め
る
者
で
あ
り

ま
し
て
年
令
の
算
定
は
選
挙

権
に
つ
い
て
は
名
簿
確
足
の

　
日
（
昭
和
二
九
、
三
、
五
）

被
選
挙
権
に
つ
い
て
は
選
挙

の
日
（
昭
和
二
九
、
七
、
一

六
）
を
も
っ
て
算
定
さ
れ
ま

す
。
従
っ
て
現
在
の
選
挙
人

名
簿
に
登
載
さ
れ
て
な
い
者

で
も
一
定
の
要
件
を
備
え
て

お
れ
ば
農
業
委
員
会
の
証
明

に
よ
り
立
候
補
が
で
き
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
農

業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
犯

罪
の
た
め
刑
に
処
せ
ら
れ
た

者
は
そ
の
裁
判
確
定
の
日
か

ら
五
年
間
、
そ
の
他
の
選
挙

　
に
よ
る
犯
罪
に
つ
い
て
は
禁

璽
▼
●
●
●
▲
■
7
■
8
1
・
・

こ
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

者
に
限
り
そ
の
刑
の
執
行
を

終
る
ま
で
又
は
執
行
を
う
け

る
こ
と
の
な
く
な
る
ま
で
の

間
選
挙
権
、
被
選
挙
権
が
停

止
さ
れ
ま
す
。

△
立
候
補
の
屈
出
は
　
　
　
、

選
挙
期
日
や
選
挙
す
べ
き
委

⇔
員
の
数
の
告
示
が
七
月
六
目

に
な
さ
れ
ま
す
の
で
そ
の
日

か
ら
七
月
十
一
日
ま
で
の
間

　
で
き
ま
す
。
選
挙
に
関
す
る

　
す
べ
て
の
届
は
毎
日
午
前
八

時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま

　
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
立
候

補
届
出
に
は
自
立
の
立
候
補

と
推
薦
に
よ
る
立
候
補
と
が

あ
り
ま
し
て
何
れ
も
文
書
に

よ
っ
て
選
挙
長
あ
て
に
届
け

　
る
の
で
あ
り
ま
す
が
推
薦
の

　
届
出
に
は
別
に
候
補
者
の
承

諾
書
と
候
補
者
が
名
簿
に
登

　
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
証
明

　
書
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。

△
投
票
の
方
法
に
つ
い
て
は
す

　
べ
て
公
職
挙
選
法
を
準
用
し

　
て
い
ま
す
の
で
普
通
の
投
票

　
と
変
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
当

　
日
の
事
故
者
等
に
は
前
も
つ

　
て
不
在
者
投
票
も
出
来
ま
す

　
し
文
盲
者
等
に
は
代
理
投
票

　
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

△
選
挙
運
動
に
就
て
は
費
用
に

　
就
て
は
制
限
が
な
い
が
其
他

　
禁
止
さ
れ
て
い
る
事
項
は
他

　
の
選
挙
と
同
じ
で
あ
り
ま
す

以
上
一
般
的
な
事
項
の
み
を
申

し
述
べ
ま
し
た
が
詳
細
に
つ
い

て
は
村
選
挙
管
理
委
員
会
に
御

問
合
せ
下
さ
い
。

「
小
野
田
」
「
田
野
－
「
寺
迫
」
に

　
　
村
お
こ
し
婦
人
實
践
部
落

　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
生
れ
懐
し
た

農
業
と
生
活
は
別
々
に
切
り
は

な
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
車
の

両
輪
の
一
つ
が
な
け
れ
ば
車
が

進
ま
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で

す
。
浪
山
漁
村
の
文
化
生
活
水

準
の
向
上
は
昔
か
ら
叫
ば
れ
て

来
ま
し
た
が
優
秀
な
実
績
を
挙

げ
た
例
は
少
い
よ
う
で
す
。
一

戸
だ
け
の
適
業
経
営
の
合
理
化

を
考
え
て
見
て
も
健
康
な
体
で

愉
快
に
働
き
生
産
を
挙
げ
る
た

め
に
は
ど
う
し
て
も
生
活
技
術

を
高
め
、
公
民
と
し
て
の
素
養

を
積
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ

　
●

村
内
各
学
校
の
状
況
に
つ

醗
繍
駆
動
解
翻
璽

　
　
　
　
　
　
い
て

の
通
り
で
す
か
ら
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

（・μザ 越
衷

寺
迫

福
江

坪
谷

東
郷 計

言分凋
ﾞ校谷

東
郷

学
校

評 “ 小 小 小 小 小 を中 中 名

昆八 五 一 一 二 一 7 定
三 四 八 九 九 一 七 九 四 五 員

七 五 一 一 一 一 一 二 一 一

校
長 現

五 三 一 一 一一 教

・四 五 六 五 五 七 二 九 七 二 諭

一 一 諭助 員

七 三 一 三 三 三 三 四 』一 教

助 一 講
＝ 一 ⊥

1 1

璽 二 一 一
師 内

一 職事

二 1 量 ⊥ 二 一 一 員務

八 五 ’

一 一 二 一 一 計
訳

三 四 八 九 九 一 七 九 四 五

二
、
三
七
〇

π
六
八
五

天
O

二
七
〇

二
四
五

三
四
二

六
四
八

六
八
五

二
四
五

四
四
〇
人

生現六
ｹ
旦
数
童
目

の
た
め
に
小
野
田
と
田
野
と
寺

追
に
村
お
こ
し
婦
人
実
践
部
落

が
生
れ
食
生
盾
を
中
心
に
活
壌

な
改
善
運
動
を
奨
め
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
実
践
部
落

は
婦
人
が
中
心
と
な
り

第
一
に
食
生
活
を
改
善
し
健
康

．
の
増
進
と
生
活
の
合
理
化
を

　
計
る
こ
と

第
二
に
婦
人
が
公
民
と
し
て
の

　
意
識
を
養
つ
て
皆
仲
良
く
部

　
落
を
興
し
て
行
く
こ
と

第
三
に
婦
人
の
保
健
衛
生
状
態

　
と
家
事
労
働
の
改
善
に
努
め

　
る
こ
と

第
四
に
婦
人
の
活
動
を
主
体
と

　
し
た
食
糧
の
自
給
体
制
を
作

　
る
こ
と

第
五
に
母
子
世
帯
の
幸
福
を
図

　
り
子
供
の
敏
育
補
導
に
つ
と

　
め
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
部
落
内
各
戸
の

営
浪
の
状
況
台
所
の
状
況
記
帳

の
状
態
等
を
調
査
し
て
改
善
の

資
料
と
し
た
り
皆
揃
つ
て
家
計

簿
を
記
載
し
た
り
各
戸
の
食
生

活
の
状
況
を
調
査
し
て
献
立
表

を
つ
く
つ
て
食
生
活
の
改
善
に

努
め
た
り
自
給
用
栄
養
作
物
の

計
画
生
産
を
計
つ
た
り
定
期
に

集
会
を
持
つ
て
生
活
文
化
向
上

に
必
要
な
こ
と
が
ら
を
研
究
し

た
り
力
強
い
実
践
に
努
め
て
お

ら
れ
ま
す
の
で
立
派
な
実
を
結

ぷ
の
も
近
い
将
来
の
こ
と
～
心

強
く
思
つ
て
お
り
ま
す
実
践
部

落
の
方
々
の
一
層
の
御
精
進
を

御
願
致
し
ま
す
。

　
　
　
＼

　
　
　
ゾ
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夏

山

本

露
じ
め
る
木
々
の
青
葉
を
わ
た
り
き
て
わ
が
胸
に
入
る
風
す
が
す
が
し

添
竹
の
丈
よ
り
伸
び
て
朝
掠
に
胡
瓜
の
つ
る
は
僅
か
ゆ
れ
を
り

日
向
灘
沖
ひ
と
つ
ゆ
く
船
白
し
時
折
ひ
か
る
鋭
き
光
り

睡
蓮
の
葉
か
げ
を
巡
る
鯉
の
む
れ
餌
を
争
ひ
て
は
身
を
ひ
る
が
へ
す

信

～一 　
小
野
田
係
膏
所
の

　
開
設
に
つ
い
て

臼
に
し
み
る
よ
う
な
初
夏
の
ひ

ざ
し
に
庭
の
紫
陽
花
が
咲
き
始

め
る
と
愈
々
農
家
で
は
田
植
が

始
ま
る
ζ
～
小
野
田
村
お
ζ
し

婦
人
実
践
部
落
で
は
婦
人
の
総

意
で
虫
る
二
十
日
か
ら
七
日
間

国
民
健
康
保
険
と
東
郷
診
療
所

所
と
し
て
本
診
療
所
を
利
用
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
事
業
の
目
的

も
達
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま

す
。本

年
も
妊
婦
乳
幼
児
の
検
診
そ

の
他
の
保
健
施
設
と
し
て
の
仕

事
を
進
め
て
ゆ
く
考
え
で
す

が
、
診
療
所
の
医
師
は
勿
論
村

内
医
師
の
協
力
を
求
む
る
外
本

診
療
所
の
あ
ら
ゆ
る
施
設
を
利

用
す
る
こ
と
が
皆
さ
ん
の
健
康

を
護
る
唯
一
の
途
で
あ
る
と
潴

信
し
ま
す
。

内
科
外
科
の
医
師
二
人
も
着
任

し
す
べ
て
の
機
械
器
具
も
完
備

し
ま
し
た
。
事
業
第
二
年
度
に

当
り
益
々
村
民
各
位
の
御
協
力

を
御
願
い
し
ま
す
。

稻を病氣や虫から

守りましよう

皆
さ
ん
忙
し

い
田
植
も
終

り
お
疲
労
れ

の
ζ
と
で
せ

う
。
今
年
は

ほ
ん
と
う
に

異
状
天
候
で

す
苗
代
朗
間

申
は
降
雨
や

曇
り
日
が
多

く
て
日
照
り

が
少
窯
温

、
騎
傭

、

始
て
の
保
育
所
を
開
設
し
た
。

園
児
は
十
五
名
で
皆
ん
な
揃
つ

て
可
愛
い
～
声
で
唱
歌
を
唄
つ

た
り
、
は
ね
た
り
嬉
々
と
し
て

遊
ん
で
い
る
。
し
か
し
こ
の
陰

に
は
並
々
な
ら
ぬ
保
母
の
努
力

が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
ぬ
。

国
民
健
康
保
険
制
度
は
保
険
的

方
法
を
以
つ
て
病
気
や
ケ
ガ
又

は
画
生
死
亡
等
身
体
上
の
事
故

に
つ
い
階
経
済
的
保
障
の
途
を

講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
お
互
の

生
后
不
要
を
除
き
公
衆
衛
生
、

社
会
福
祉
の
増
進
を
図
り
、
・
み

磯
蝶
轍
難

い
る
こ
濯
ば
既
に
皆
さ
ん
御
承

知
の
通
可
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
こ
の
事
業
を
や
つ
て
ゆ

く
上
に
診
療
所
の
存
在
は
欠
く

こ
と
の
畑
き
な
い
も
の
で
あ
り

ま
す
。
警

即
ち
公
的
医
療
機
関
と
し
て
、

ば
か
り
で
な
く
母
子
衛
生
、
公

衆
衛
生
の
向
上
等
保
健
の
相
談

室病

身
体
障
害
者
載
傷
病
者
巡
回
診
査

更
生
相
談
の
実
施
に
つ
い
て

身
体
障
害
者
の
福
祉
増
進
を
図
る
た
め
楓
記
巡
回
診
査
更

生
相
談
が
宮
崎
県
及
び
日
本
赤
十
字
社
宮
崎
支
部
の
共
催

に
よ
り
左
記
の
通
り
実
施
さ
れ
る
の
で
お
知
ら
せ
致
し
ま

す
。
　
　
刃

　
　
　
　
記

　
日
時
七
月
十
六
日
（
午
前
九
時
）

　
場
所
東
郷
村
役
場

の
で
苗
も
小
さ
く
軟

て
い
る
の
で
イ
モ
チ
病
が
発
生

嵩
態
確
欝
聾
霧

く
る
と
発
病
し
易
い
の
で
次
の

よ
う
な
方
法
で
予
防
し
ま
し
よ

．
つ
0

1
水
銀
粉
剤
　
ニ
ー
三
キ
ロ
を

　
　
　
　
　
　
撤
布

2
銅
水
銀
剤
又
は
銅
製
剤
二
号

　
又
は
フ
ジ
ボ
ル
ド
ー

　
一
二
匁
を
水
一
斗
に
と
か
し

　
こ
れ
に
○
、
二
匁
の
展
着
剤

　
を
加
え
て
撤
布
し
て
葉
イ
モ

　
チ
の
中
に
撲
滅
す
る
よ
う
に

　
し
ま
し
よ
う
。

　
【
メ
イ
虫
の
防
除
】

天
候
が
不
順
で
あ
る
か
ら
二
化

め
い
虫
も
例
年
に
比
べ
て
発
生

が
多
く
延
岡
病
虫
害
防
除
所
の

発
生
予
察
で
は
例
年
の
八
倍
余

り
の
蛾
が
出
て
い
ま
す
の
で
一

化
期
に
は
相
当
発
生
す
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
ま
す
か
ら
稲
の
小

さ
い
作
業
の
仕
易
い
一
化
期
に

徹
底
的
に
防
除
し
ま
せ
う
。
第

一
化
期
の
防
除
適
期
は
七
月
十

日
－
二
十
日
頃
に
な
り
ま
す
か

ら
防
除
班
の
手
で
一
癖
に
防
除

し
ま
し
よ
う
。

【
防
除
法
】

　
ー
パ
ラ
チ
オ
ン
剤
二
〇
〇
〇

　
　
倍
ー
三
〇
〇
〇
倍
液
撤
布

　
2
パ
ラ
チ
オ
ン
紛
剤
ニ
キ
ロ

　
　
ー
三
キ
ロ
撒
布

パ
ラ
チ
オ
ン
剤
は
劇
し
い
毒
作

用
を
も
つ
て
い
る
の
で
パ
ラ
チ

オ
ン
防
除
指
導
者
の
指
導
の
下

に
撤
布
す
る
よ
う
に
し
て
下
さ

い
。
丁
度
田
の
草
取
り
の
時
期

に
な
り
ま
す
が
パ
ラ
チ
オ
ン
剤

を
撤
布
す
る
と
七
冨
謁
げ
田

の
中
に
入
る
ζ
化
　
　
－
霊
い

、

彦

’

虎

喜々として遊ぶ保育所の見πち

の
で
早
目
に
田
の
草
取
り
を
行

つ
て
後
パ
ラ
チ
オ
ン
剤
を
撤
布

す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
手

廻
し
よ
く
準
備
し
ま
し
よ
う
。

　
萎
縮
病
（
い
し
ゆ
く
病
）

今
年
は
特
別
に
「
つ
ま
ぐ
ろ
よ

こ
ぱ
い
」
の
発
生
が
多
か
つ
た

の
で
「
つ
ま
ぐ
ろ
よ
ζ
ば
い
」

に
よ
つ
て
煤
介
さ
れ
萎
縮
病
が

発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま

す
萎
縮
病
は
薬
剤
撤
布
に
よ
つ

て
は
治
癒
ら
な
い
病
気
で
す
か

ら
発
病
し
た
ら
抜
き
取
つ
て
予

備
苗
で
早
目
に
植
え
替
え
る
よ

う
に
し
ま
し
よ
う
。

謝
　
辞

　
東
郷
小
学
校
畏

　
　
　
都
甲
鶴
男

謹
ん
で
村
民
の
皆
様
に
、
御
礼

を
申
上
げ
ま
す
。

思
う
に
、
本
校
が
五
十
有
余
年

の
、
年
月
を
経
て
、
老
朽
、
危

険
そ
の
極
に
達
す
る
や
、
村
当

局
議
会
の
皆
様
方
が
、
村
の
復

興
事
業
の
山
積
す
る
中
に
、
こ

れ
が
増
改
築
を
断
行
さ
れ
ま
し

た
こ
と
は
、
実
に
敬
育
文
化
復

興
に
如
何
に
心
あ
る
御
理
解

を
、
寄
せ
ら
れ
た
る
か
を
、
物

語
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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へ

勲
熱
・
亀
ド
ー
隔
舅
齢
，
ー
慧
第
凝
、
・
ゼ

’

る
十
七
名
の
者
と
共
に
　
々
志

を
か
た
く
し
、
粉
骨
砕
心
、
ひ

た
す
ら
に
、
村
の
教
育
文
化
復

興
に
精
進
し
て
、
御
恩
に
報
い

ん
こ
と
を
、
舷
に
御
誓
い
申
し

あ
げ
、
謹
ん
で
御
礼
の
こ
と
ば

と
い
た
し
ま
す
。

　
か
ず
く
の
人
の
心
の
ひ
と

　
し
を
に

　
緑
の
山
に
映
え
て
う
つ
く
し

水
泳
に
つ
い
て
の

注
慧

水
泳
は
子
供
に
と
つ
て
楽
し

い
遊
び
で
あ
り
又
よ
い
運
動

で
あ
り
ま
す
が
用
心
し
な
い

と
思
は
ぬ
不
幸
を
招
く
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
次
の
こ
と

に
注
意
し
て
下
さ
い
。

1
必
ず
親
の
ゆ
る
し
を
受

　
け
て
行
く

2
一
人
で
は
行
か
ぬ
三
人

　
以
上
つ
れ
だ
つ
て
行
く

3
危
険
な
場
所
で
は
あ
び

　
な
い

4
体
の
具
合
の
思
い
と
き

　
は
あ
び
な
い

5
長
い
時
間
あ
び
な
い

塾
6
あ
び
る
前
に
必
ず
頭
や

　
胸
を
ひ
ゃ
す

7
自
分
の
泳
ぐ
力
を
よ
く

　
知
つ
て
お
く

愈
々
工
事
決
行
の
議
な
る
や
、

村
当
局
が
こ
れ
が
経
費
対
策
に

腐
心
さ
れ
た
る
御
協
力
、
わ
け

て
国
庫
補
助
起
債
等
に
対
す
る

御
健
力
、
只
感
謝
の
外
あ
り
ま

せ
ん
。
又
工
事
着
工
と
期
と
な

り
建
築
委
員
長
黒
木
熊
吉
氏
は

綿
密
な
る
、
工
事
計
画
と
指

揮
、
こ
れ
に
呼
応
し
て
の
父
兄

の
方
々
の
涙
ぐ
ま
し
い
奉
仕
作

　
　
の

業
、
工
事
請
負
者
た
る
菊
地
輔

三
郎
氏
の
、
愛
郷
心
と
、
犠
性

的
精
神
よ
り
な
る
、
工
事
行

績
、
凡
ゆ
る
技
術
と
資
材
を
惜

し
ま
ず
。
ζ
れ
が
建
築
内
容

に
工
夫
努
力
さ
れ
た
る
御
協
力

は
、
長
ら
く
本
校
沿
革
の
誌

に
、
一
頁
を
か
ざ
る
で
あ
り
ま

し
よ
う
。

斯
う
し
て
、
そ
れ
ん
＼
の
局
に

あ
た
り
し
方
々
の
心
か
ら
な
る

御
努
力
に
よ
る
。
こ
の
近
代
的

に
し
て
堅
ろ
う
な
る
新
校
舎
は

ひ
と
り
本
校
の
み
に
非
ず
、
本

村
の
誇
り
と
す
べ
き
で
あ
り
ま

し
よ
う
。

こ
の
偉
業
と
こ
の
威
容
に
、
私

は
只
感
激
の
眼
を
以
つ
て
仰
が

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
窃

鑑
繍
蕪
鐙

隔
朝
室

賦

の

ね
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ

…
編
轟
後
記

　
　
　
　
　
　
．

罧
雨
も
よ
う
や
く
は
れ
て
男
性

的
な
夏
が
訪
つ
れ
た
　
　
　
、

深
緑
の
山
な
み
　
重
畳
の
白
雲

さ
ん
く
ふ
り
注
ぐ
日
光

田
の
面
の
蛙
声
樹
々
蝉
声

水
に
戯
む
る
子
等
の
歓
声

田
草
取
る
乙
女
の
群
の
歌
声

夜
兜
の
星
の
輝
き
　
遠
ち
近
ち

の
誘
蛾
燈
の
ま
た
た
き

窓
　
窓
　
窓
を
開
け
放
ち
　
夜

に
親
し
む
量
民
の
姿

す
べ
て
が
田
園
生
活
の
風
物
詩

で
あ
る
、
田
園
に
生
れ
、
田
園

に
育
ち
、
田
園
に
働
く
者
の
有

難
味
を
七
月
の
生
活
か
ら
も
味

い
た
い

七
月
は
「
税
の
話
」
号
を
お
く

る
新
し
い
税
法
の
解
説
で
あ
る

養
の
憩
の
ひ
と
、
き
に
で
も
御

漏
読
を
乞
ふ

、
野
は
つ
れ
や

　
　
家
絶
え
く
に
蛙
鳴
く

ぐ
些
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`
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