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昭
和
三
十
三
年
度

予
算
案
提
案
に
当
っ
て

三
月
↑
二
日
に
村
議
会
が
召
集
さ
れ
て
昭
和
三
十
三
年
度
の
予

算
案
が
提
案
さ
れ
た
。
そ
の
際
村
長
は
提
案
理
由
説
明
で
来
年

度
の
村
政
の
方
針
を
明
確
率
直
に
表
明
し
た
。
次
は
そ
の
説
明

の
大
要
で
あ
る
。

本
日
昭
和
三
十
三
年
度
の
予
算
「
申
上
る
迄
も
な
く
、
村
行
政
の

を
提
案
す
る
に
当
り
ま
し
て
、

本
年
度
に
於
け
る
村
政
の
方
針

を
申
述
べ
議
員
各
位
の
絶
大
な

る
御
協
力
を
得
る
と
共
に
予
算
「
進
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、

審
議
の
参
考
に
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
う
次
第
で
あ
り
ま

す
。私

は
過
去
二
回
、
即
ち
昭
和
三

十
一
年
及
三
十
二
年
度
の
予
算

一
方
針
は
国
又
は
社
会
の
状
勢
が

急
変
し
た
場
合
を
除
く
他
は
多

年
一
貫
し
た
方
針
を
強
力
に
厚

真
に
村
勢
の
発
展
が
期
待
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
ま
す
の
で
、
私

は
村
長
就
任
以
来
確
固
た
る
信

念
の
下
に
努
力
し
て
参
り
ま
し

た
こ
と
を
、
更
に
本
年
度
に
於

を
提
案
し
た
際
に
も
村
政
の
方
一
て
も
こ
れ
を
明
確
に
し
こ
れ
が

針
に
つ
い
て
私
の
考
え
方
を
詳
一
実
現
に
向
っ
て
爾
一
層
の
努

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

細
に
申
述
べ
さ
し
て
戴
い
た
力
、
最
大
の
努
力
を
尽
す
所
存

の
で
あ
り
ま
し
て
、
本
年
度
に
　
で
あ
り
ま
す
。

於
け
る
村
政
の
方
針
も
前
二
回
一
即
ち
本
年
度
村
政
の
方
針
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
亘
っ
て
申
述
べ
た
こ
と
と
大
一
て
は
「
村
民
の
民
意
を
反
映

差
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
　
一
し
、
而
も
社
会
の
推
移
に
即
応

r：

塾

　　　　　　一　一　　　　　幽　凹　　　　一一　　　一　一　一■一一．

し
た
、
明
る
い
、
明
朗
な
村
政

の
確
立
を
期
す
る
し
こ
と
を
村

政
の
方
針
と
致
し
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
私
共
が
多
年
希
い

願
っ
て
来
た
こ
と
で
あ
り
ま
し

て
、
新
し
い
こ
と
で
も
な
く
又

決
し
て
難
し
い
こ
と
で
も
な
く

篤
学
機
関
で
あ
る
村
議
会
の
議

灘
嘉
に
つ
い
て
は
忠
実
に
然

も
議
決
の
心
を
心
と
し
て
最
大

の
効
果
を
挙
ぐ
る
こ
と
に
努
力

す
る
は
勿
論
。
村
政
執
行
の
為

に
設
け
ら
れ
た
各
種
の
機
関
及

び
各
民
主
団
体
等
の
意
見
を
尊

重
し
、
村
議
会
を
初
め
そ
の
他

の
機
関
及
び
団
体
の
強
い
指
導

と
協
力
を
得
て
正
し
い
村
政
を

執
行
す
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

又
村
政
は
常
に
社
会
の
推
移
と

…
あ
り
ま
す
。
正
し
い
世
論
・
建

り

一
設
的
な
村
民
の
声
に
つ
い
て
は

一
大
い
に
意
を
用
い
、
特
に
村
の

共
に
流
れ
常
に
新
し
い
新
鮮
な
㎜
置
上
の
重
点
事
項
は
過
去
厳
島

騙
貯
膿
強
縮
腕
竺

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
、
国
及
県
の
政
治
方
針
に
つ

言
葉
を
代
え
て
申
上
ま
す
と
、
・
い
て
は
こ
れ
を
早
急
に
察
知

平
凡
な
こ
と
に
過
ぎ
な
い
の
で
一
し
、
村
政
の
在
り
方
、
機
構
組

あ
り
ま
す
か
、
な
か
な
か
こ
の
，
織
等
に
つ
い
て
常
に
検
討
反
省

こ
と
が
完
全
に
実
現
さ
れ
ま
す
を
加
え
、
改
善
す
べ
き
は
速
に

こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
　
こ
れ
を
改
廃
し
て
社
会
の
推
移

と
思
い
ま
す
の
で
、
更
に
一
層
　
に
即
応
し
た
村
政
の
よ
り
よ
い

こ
の
こ
と
を
明
確
に
確
立
し
た
発
展
を
図
る
と
共
に
、
又
こ
の

励
顯
離
離
夢
映
喜
蕊
籔
解
購
砺
鑑
遡

る
・
と
は
民
主
政
治
の
生
命
で
τ
ま
す
。
即
ち
如
何
罠
意
を

　
　
　
　
　
　
岡

反
映
し
、
社
会
の
推
移
に
即
応

し
た
村
政
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

執
行
が
一
部
の
者
の
術
策
や
感

情
等
に
ト
、
つ
て
支
配
さ
れ
一
部

地
方
に
偏
在
し
て
執
行
さ
れ
る

様
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
決
し
て

正
し
い
公
平
な
村
政
と
は
言
え

な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

私
は
愚
か
な
が
ら
も
我
を
捨
て

村
民
第
一
主
義
に
、
而
も
凡
有

施
策
が
公
平
に
執
行
さ
る
る
様

努
力
し
、
何
時
で
も
又
誰
に
で

も
公
表
の
出
来
る
村
政
を
執
行

し
て
村
民
の
お
互
が
信
頼
し
合

う
所
謂
総
親
和
の
体
勢
を
確
立

し
て
以
て
諸
種
の
重
要
問
題
の

解
決
と
、
村
民
の
福
利
を
増
進

す
る
他
民
生
の
安
定
を
図
り
、

明
朗
な
村
政
の
確
立
に
つ
い
て

身
を
挺
し
て
精
進
す
る
覚
悟
で

あ
り
ま
す
。

次
に
昭
和
三
十
三
年
度
に
於
け

る
村
政
執
行
上
の
重
点
事
項
に

一
つ
い
て
申
述
べ
た
い
と
思
い
ま

｝
す
。
本
倖
鷺
に
於
け
る
村
政
執

年
の
そ
れ
と
格
別
な
変
り
は
な

い
の
で
あ
り
ま
す
が
次
の
五
項

目
を
重
点
と
し
て
推
進
す
る
覚

悟
で
あ
り
ま
す
。

第
一
に
産
巣
の
振
興
を

図
り
た
い

　
村
政
の
発
展
は
何
と
言
っ
て

倍
を
目
標
に
奨
励
す
る
他
裏
作

の
奨
励
と
換
金
作
物
の
導
入
に

よ
り
耕
地
を
高
度
に
利
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
農
家
攻
入
の
増

大
を
図
り
た
い
。

（
第
二
）
に
畜
童
の
振

を
興
図
り
た
い

　
御
承
知
の
様
に
畜
産
は
農
業

経
営
と
密
接
不
離
の
関
係
を
持

つ
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
将
来

の
農
業
は
畜
産
を
切
離
し
て
は

考
え
ら
れ
な
い
と
迄
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
現
在
本
村
に
は
和

牛
一
、
一
四
五
頭
（
猛
烈
〇
五

頭
牝
九
四
〇
頭
）
馬
五
二
頭
、

豚
五
五
〇
頭
等
が
飼
育
さ
れ
て

を
り
年
を
追
う
に
つ
れ
て
優
良

牛
等
が
導
入
さ
れ
仔
牛
の
生
産

も
年
三
二
〇
頭
位
が
生
産
販
売

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
村
の
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勢
及
農
業
形
態
か
ら
考
え
て
和
一
を
最
高
度
に
発
揮
し
又
村
民
が

難
破
を
。
撰
讃
ギ
の
。
…
＋
二
分
に
之
を
活
用
k
真
に

も
村
民
経
済
の
向
上
を
図
る
三
奨
励
を
し
た
い

罫
篇
駐
醜
い
つ
卿
質
餐
Ω
三
貫
五
爵
あ
り
ま
す
が

と
が
そ
の
根
本
で
あ
り
ま
す
の
「
現
在
本
村
の
桑
園
面
積
は
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
町
○
反
、
牧
繭
高
は
右
心
、

ま
す
が
、
本
村
に
於
け
る
各
種

産
業
の
現
状
を
思
う
と
き
、
更

に
更
に
重
点
的
に
推
進
す
る
こ

と
の
必
要
を
痛
感
致
し
ま
す
の

で
、
第
一
に
こ
の
こ
と
を
取
上

げ
て
推
進
す
る
覚
悟
で
あ
り
、

特
に
次
の
三
点
に
つ
い
て
重
点

事
項
中
の
重
点
事
項
と
し
て
推

進
す
る
計
画
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
（
第
一
）
と
し
て

食
糧
の
増
産
を
図
る

　
農
産
業
は
本
村
産
業
の
首
位

を
占
め
る
産
業
で
あ
る
に
も
拘

ら
ず
、
そ
の
生
産
の
状
態
は
決

し
て
最
高
度
に
達
し
た
と
は
い

い
難
く
、
県
内
に
於
て
も
低
位

生
産
の
状
態
に
あ
る
と
思
わ

ま
す
の
で
、
各
種
機
関
の
強
も

協
力
を
得
て
積
極
的
な
増
産
指

導
を
為
し
、
又
消
極
的
な
増
産

と
し
て
防
災
、
病
虫
害
の
予
防

を
徹
底
的
に
指
導
し
て
食
糧
の

増
産
確
保
を
期
し
た
い
。
特
に

防
災
営
農
と
し
て
県
の
施
策
に

併
行
し
て
手
植
水
稲
栽
培
を
昨

年
の
作
付
面
積
八
十
余
町
の
二

特
に
本
年
は
前
村
驚
誘

村
民
の
よ
き
理
解
と
協
力
を
得

て
教
育
優
先
の
村
是
の
下
に
昭

和
二
十
三
年
来
学
校
々
舎
の
新

築
又
は
増
改
築
が
強
力
に
推
進

さ
れ
て
、
現
在
危
険
校
舎
で
あ

っ
て
使
用
中
の
も
の
は
越
表
小

学
校
の
五
十
坪
で
あ
り
ま
す
の

で
、
こ
れ
を
本
年
度
中
に
＝
二

〇
坪
を
増
改
築
し
て
村
内
児
童

生
徒
が
同
じ
様
な
施
設
と
環
境

の
下
で
教
育
が
受
け
ら
れ
る
様

努
ヵ
す
る
者
え
で
あ
り
ま
す
。

算
三
に
厚
生
施
設
の
円

滑
運
営
に
つ
い
て
努
力

す
る
計
画
τ
あ
り
ま
す

　
本
村
の
国
保
事
業
及
直
営
診

療
所
の
運
営
は
漸
く
村
民
福
祉

の
施
設
と
し
て
利
用
さ
れ
つ
つ

あ
り
ま
す
が
何
れ
も
そ
の
機
能

講
義
年
産
五
・
・
頭
内
外
に
爾
鶴
舞
霧
散
の
の
鞭
濃

し
叉
埴
土
の
導
入
は
現
在
殆
ど
努
力
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ

他
町
村
よ
り
導
入
さ
れ
て
い
る
り
ま
す
の
で
関
係
者
と
充
分
連

の
で
治
罰
の
生
産
も
村
内
需
給
絡
研
究
し
て
運
営
の
妙
味
を
発

を
充
す
迄
に
振
興
さ
せ
村
外
外
濃
し
施
設
々
置
の
目
的
達
成
を

　
貨
の
導
入
を
図
り
農
家
攻
入
の
図
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
順
順

「
増
大
を
期
し
た
い
と
計
画
し
て
設
保
育
所
・
季
節
保
育
所
の
細

い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
実
を
図
る
他
養
老
年
金
制
度
等

　
（
第
三
）
に
養
蚕
業
の
　
を
制
定
し
て
母
子
及
老
人
の
福

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
祉
増
進
を
期
す
る
臨
画
で
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
に
村
内
経
済
賭
団

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
体
の
育
成
強
化
を
図
り

年
々
幾
分
つ
つ
の
伸
び
を
見
せ
　
た
い

て
い
ま
す
が
村
の
計
画
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
在
村
内
に
は
ニ
ツ
の
農
協
と

ま
す
桑
園
五
十
町
歩
牧
繭
年
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
林
組
合
共
済
組
合
、
開
拓
農

一
万
貫
以
上
に
達
す
る
迄
に
は

鴛
の
の
無
難
魏
輻
難
脇
騨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

多
数
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
の
で

関
係
組
合
等
と
も
よ
く
連
絡
し

て
養
蚕
の
振
興
を
計
る
計
画
で

あ
り
ま
す
。

大
の
努
力
を
す
る
考
え
で
あ
り
一
が
組
織
さ
れ
て
い
ま
す
が
・

雌
彫
鯉
駕
聴
講
蟹
部
の
団
体
・
除
い
て
は
そ
の
大

挙
難
三
豊
講
朧
欝
螂
儲
霧

非
養
蚕
を
必
要
と
す
る
農
家
が
｝
種
産
業
の
正
常
な
る
発
展
に
つ

第
二
に
教
育
の
振
興
と

　
朽
危
険
校
舎
の
改
築

に
努
力
す
る

　
教
育
は
人
を
作
り
村
を
興
し

国
を
興
す
根
本
で
あ
り
ま
す
の

で
、
関
係
機
関
と
密
接
な
連
絡

と
協
力
を
為
し
、
小
中
学
校
の

義
務
教
育
の
振
興
は
勿
論
、
青

年
及
成
人
教
育
の
よ
り
よ
き
振

興
を
計
り
た
い
と
思
い
ま
す
◎

い
て
も
大
き
な
支
障
が
あ
る
の

で
、
不
振
組
合
自
体
の
運
営
の

改
善
は
勿
論
組
合
員
各
位
の
自

覚
及
協
力
体
勢
等
の
強
化
促
進

に
つ
い
て
関
係
団
体
と
連
絡
協

調
し
て
各
種
団
体
の
育
成
強
化

を
図
り
組
織
力
に
よ
る
円
滑
な

る
本
村
産
業
の
発
展
に
努
力
す

る
考
え
で
あ
り
ま
す
。

第
五
に
納
税
完
納
と
滞

納
整
理
を
強
化
し
愛
鳥

の
繭
掃
に
努
力
す
る

　
本
村
の
納
税
成
績
は
逐
次
向

上
し
つ
つ
あ
る
と
は
申
し
ま
す

も
の
の
現
在
七
三
％
で
あ
り
、

又
決
算
期
に
於
て
も
八
六
％
位

し
か
予
想
出
来
ず
決
し
て
良
好

と
は
謂
い
難
い
現
状
で
あ
り
ま

す
の
で
、
更
に
納
税
組
織
等
に

つ
い
て
慎
重
に
検
討
調
査
し
、

納
税
組
織
の
改
善
強
化
を
図
る

他
、
税
務
吏
員
の
素
質
の
向
上

に
努
力
し
、
納
税
者
の
意
慾
の

向
上
と
相
倹
っ
て
税
め
完
納
を

斯
す
る
と
共
に
、
之
と
併
行
し

て
滞
納
に
つ
い
て
は
強
制
執
行

を
適
切
に
行
い
、
之
が
整
理
を

徹
底
的
に
実
行
し
て
税
の
公
平

な
る
負
担
と
徴
収
を
実
行
す
る

所
存
で
あ
り
ま
す
。
伺
三
十
二

年
度
決
算
期
に
於
け
る
滞
納
税

額
は
普
通
税
三
二
〇
万
円
、
目

的
税
一
四
〇
万
円
計
四
六
〇
万

円
程
度
が
予
想
さ
れ
る
実
情
で

あ
り
ま
す
。

以
上
大
体
五
つ
の
項
目
を

三
十
三
年
度
村
政
執
行
の
重
点

事
項
と
し
て
最
大
の
努
力
を
す

る
考
え
で
あ
り
ま
す
が
こ
の
他

特
に
災
害
復
旧
に
つ
い
て
は
関

係
諸
機
関
と
よ
く
連
絡
し
未
復

旧
ヵ
所
十
七
ヵ
所
、
工
事
額

一
、
六
六
〇
余
万
円
の
復
旧
促

進
を
図
り
村
政
全
般
の
円
滑
な

執
行
と
発
展
に
努
力
す
る
方
針

で
あ
り
ま
す
。

次
に
本
年
度
予
算
編
成

の
方
針
に
つ
い
て
そ
の

考
え
方
を
申
上
た
い
と

思
・
い
ま
す

　
申
上
る
迄
も
な
く
本
年
度
は

私
の
過
去
三
無
年
間
に
於
け
る

仕
上
げ
の
年
で
あ
り
ま
す
の

で
、
今
日
迄
の
方
針
或
は
施
設

に
血
を
送
り
肉
を
つ
け
て
充
実

せ
し
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

の
で
、
こ
の
為
に
必
要
な
経
費

及
び
本
年
度
の
重
点
努
力
事
項

の
達
成
に
必
要
な
経
費
に
つ
い

て
十
分
な
る
予
算
を
計
上
し
た

い
方
針
で
こ
れ
が
編
成
に
取
り

か
か
っ
た
の
で
あ
b
ま
す
が
、

本
年
度
の
歳
入
を
見
ま
す
と
別

途
提
案
の
通
り
で
あ
り
ま
し

て
。
こ
れ
に
対
し
必
要
欠
く
べ

か
ら
ざ
る
歳
出
経
費
は
人
件
費

だ
け
で
も
約
二
百
余
万
円
の
増

加
を
示
し
て
い
る
関
係
で
、
こ

の
限
ら
れ
た
財
源
を
以
て
は
各

事
業
に
必
要
な
充
分
な
予
算
の

計
費
が
許
さ
れ
ず
、
種
々
苦
心

を
重
ね
亦
検
討
研
究
致
し
ま
し

た
が
、
ど
う
し
て
も
夫
々
の
歳

出
に
圧
迫
を
加
え
ざ
る
を
得
な

い
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
必
要

な
経
費
に
つ
い
て
は
最
少
限
の

経
費
を
計
上
し
、
消
耗
的
な
経

費
に
つ
い
て
は
厳
重
な
検
討
を

加
え
で
、
最
大
の
節
紺
を
し
て

最
底
限
度
の
経
費
を
計
上
致
し

ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
、
，
ミ

又
私
は
健
全
な
る
財
政
の
運
用

を
計
る
為
、
㌧
適
確
な
る
財
源
を

把
握
し
之
が
歳
入
に
努
力
す
る

こ
と
と
し
、
已
む
を
得
ざ
る
不

足
財
源
と
し
て
財
産
（
立
木
）

処
分
を
し
て
歳
出
入
の
均
衝
を

と
り
予
算
を
編
成
し
た
次
第
で

あ
り
ま
す
。
尚
通
年
予
算
の
方

針
で
予
算
を
編
成
し
ま
し
た

が
、
本
年
度
申
に
建
設
さ
れ
ん

と
し
て
い
る
施
設
の
経
費
に

つ
い
て
は
追
加
予
算
も
止
む
を

得
な
い
と
考
え
て
い
る
次
第
で

あ
り
ま
す
。

儀
案
算
十
二
号
東
郷
村

歳
入
出
予
算

の
説
明
を
致
し
ま
す

さ
き
に
本
年
度
予
算
の
編
成
方

針
を
説
明
し
た
際
申
上
ま
し
た

通
り
、
本
年
度
に
煮
て
は
人
件

費
を
始
め
絶
対
必
要
で
あ
る
予

算
は
大
き
く
ふ
く
れ
て
い
る
に

も
拘
ら
ず
、
歳
入
は
そ
の
割
に

増
加
し
て
い
な
い
の
で
、
勢
い

目
新
し
い
予
算
の
計
上
は
出
来

な
か
っ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

先
ず
歳
入
か
ら
申
上
ま
す
と
村

税
に
於
て
は
既
定
の
法
律
条
例

の
定
に
従
っ
て
夫
々
算
定
の

上
、
そ
れ
ぞ
れ
各
税
目
の
予
算

繍旋

蜊
券
ﾕ
醜

下
国
会
に
提
案
さ
れ
て
い
る
自

転
車
荷
車
税
の
廃
止
、
木
材
引

取
税
二
％
引
下
、
た
ば
こ
消
費

税
の
二
％
引
上
に
つ
い
て
は
現

行
法
令
に
よ
ら
ず
税
法
の
改
正

が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
改
正

後
の
税
率
を
予
想
し
て
予
算
措

置
を
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と

と
な
り
、
特
に
先
般
県
経
由
自

治
庁
次
長
の
内
簡
に
よ
る
強
い

指
導
も
あ
り
本
年
は
異
例
の
取

扱
を
致
し
ま
し
た
の
で
特
に
こ

の
点
に
つ
い
て
御
了
承
を
願
い

ま
す
。
こ
の
様
な
こ
と
に
よ
っ

て
算
定
し
た
村
税
は
一
七
、
二

九
五
、
三
〇
〇
円
と
な
り
昨
年

よ
り
も
五
七
五
、
三
九
六
円
の

実
質
増
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま

す
。
尚
第
二
款
地
方
交
付
税
を

九
、
○
○
万
円
、
第
三
款
公
営

企
業
及
財
産
収
入
を
四
、
五
〇

二
、
六
七
八
円
、
第
四
款
分
担

金
負
担
金
を
二
、
○
○
○
、
○

〇
一
円
、
第
六
款
使
用
料
及
手

数
料
を
四
七
〇
、
一
五
二
円
、

第
七
款
国
庫
支
出
金
を
四
、
三

三
六
、
六
六
六
円
第
八
款
県
支

出
金
』
、
三
六
五
、
九
九
九
円

第
九
款
寄
付
金
を
四
、
二
六

七
、
四
五
一
円
第
十
一
款
繰
越

金
を
一
五
〇
万
円
、
第
十
二
款

雑
収
入
一
、
九
八
二
、
七
二
二
円

第
十
三
款
村
債
四
百
万
円
を
牧

入
と
致
し
ま
し
て
収
入
合
計
は

四
八
、
九
二
万
九
七
一
円
と
相

成
っ
て
い
る
次
第
で
あ
り
ま

す
。
収
入
予
算
に
於
て
昨
年
度

予
算
と
比
較
し
沁
場
合
、
特
に

増
減
の
あ
る
も
の
は
村
債
に
於

て
四
百
万
円
の
寄
附
金
に
於
て

約
一
百
拾
万
円
、
県
支
出
金
約

五
十
万
円
、
国
庫
支
出
金
約
二

百
拾
万
円
の
減
を
出
し
て
い
ま

す
が
、
こ
の
重
な
原
因
は
本
年

度
は
小
団
地
開
発
事
業
及
農
山

漁
村
振
興
特
別
助
成
事
業
が
昨

年
を
以
て
一
応
完
了
し
た
こ
と

と
、
小
学
校
の
改
増
築
工
事
々

業
の
減
に
よ
る
減
磁
で
あ
り
ま

す
。
爾
地
方
交
附
税
一
五
〇
万

円
、
公
営
企
業
及
財
産
攻
簡
約

九
十
万
円
、
使
用
料
手
数
料
十

五
万
円
、
繰
越
金
一
百
万
円
、

出
入
二
十
八
万
円
の
増
加
収
入

は
、
立
木
卿
分
を
除
い
て
は
昨

年
度
の
実
債
或
は
税
法
の
改

正
、
今
後
の
見
透
し
等
充
分
検

討
し
て
確
実
な
る
も
の
を
計
上

し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
歳
出
に
つ
い
て
説
明
申

上
ま
す
。

歳
出
予
算
の
合
計
は
四
八
、
九

二
万
九
七
一
円
で
あ
り
歳
入
予

算
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
予

算
を
計
上
し
ま
し
た
が
、
度
々

申
上
ま
す
通
り
目
新
し
い
新
規

事
業
の
計
画
は
な
い
の
に
も
拘

ら
ず
大
部
分
の
款
項
に
於
て
経

費
の
増
加
を
見
て
い
ま
す
が
、

そ
の
殆
ど
が
職
員
の
給
与
切

替
、
そ
の
他
必
要
已
む
得
な
い

経
費
計
上
し
て
い
ま
す
。
只
教

育
費
に
於
て
五
百
五
十
万
円
程

度
の
減
額
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
原
因
は
御
承
知
の
様

に
本
年
は
越
表
小
学
校
の
百
参

拾
坪
の
み
を
増
改
築
す
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
の
で
、
昨
年
と

す
る
と
三
六
七
、
五
坪
建
坪
が

減
少
し
た
様
で
あ
り
ま
す
。
尚

土
木
費
に
於
て
二
百
五
十
万
円

程
度
増
加
し
て
い
ま
す
が
、
こ

の
原
因
は
田
野
小
股
橋
を
永
久

橋
に
架
替
る
こ
と
に
計
画
し
て

予
算
を
計
上
し
た
数
で
あ
り
ま

し
て
、
全
体
的
に
昨
年
の
予
算

と
変
化
の
な
い
予
算
と
言
え
る

と
思
い
ま
す
。
只
新
し
い
事
業

と
し
て
新
規
に
計
画
し
た
も
の

は
、
社
会
事
業
福
祉
費
と
し
て

敬
老
事
業
費
十
六
万
九
千
五
百

円
、
労
働
費
五
万
五
干
円
、
経

済
振
興
対
策
費
の
内
乳
牛
導
入

貸
付
金
と
中
家
畜
、
即
ち
豚
、

（
二
面
に
つ
づ
く
）

’，

費

〆
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山
羊
等
の
振
興
に
要
す
る
経
費

を
若
干
計
上
し
た
程
度
で
あ
り

ま
す
の
で
、
以
上
を
以
て
十
二

号
議
案
の
説
明
と
致
し
ま
す
。

　
議
案
第
十
三
号

国
民
健
康
保
険
事
業
勘
定
特
別

会
計
予
算
の
説
明
を
致
し
ま

す
。
国
保
予
算
に
ρ
い
て
は
独

立
採
算
を
目
標
と
し
て
予
算
の

編
成
を
致
し
ま
し
た
が
、
歳
入

に
於
て
昨
年
よ
り
約
五
七
万
円

の
増
加
を
示
し
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
保
険
税
に
於
て
一
六
万

五
千
円
国
庫
の
補
助
金
の
増
加

が
二
十
六
万
九
千
円
、
．
繰
越
金

十
八
万
八
千
円
の
増
が
切
な
も

の
で
あ
り
ま
し
て
歳
入
合
計
六

九
九
万
八
千
壱
百
五
十
二
円
を

計
上
致
し
ま
し
た
。
歳
出
に
つ

い
て
は
こ
れ
又
昨
年
当
初
予
算

よ
り
も
約
五
七
万
の
増
加
を
示

し
て
い
ま
す
が
、
歳
出
増
の
重

な
も
の
は
職
員
の
ベ
ー
ス
ア
ッ

プ
そ
の
他
に
於
て
約
八
万
七
千

円
、
保
険
給
付
費
十
二
万
八
千

円
、
保
険
施
設
費
二
十
，
一
万
、

直
診
施
設
勘
定
の
繰
出
金
約
二

十
万
で
あ
り
ま
し
て
歳
出
合
計

は
歳
入
合
計
と
同
様
で
あ
り
、

そ
の
他
に
つ
い
て
は
特
別
に
説

明
の
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す

の
で
省
略
致
し
ま
す
。

　
麟
一
篇
＋
四
号

次
に
議
案
第
十
四
号
回
診
施
設

勘
定
予
算
に
つ
い
て
説
明
申
上

ま
す
。

直
診
施
設
勘
定
予
算
に
施
て
も

独
立
採
算
制
を
目
標
に
従
来
の

実
績
及
び
今
後
の
運
営
等
に
つ

い
て
厳
重
検
討
し
ま
し
た
が
歳

出
合
計
五
八
一
一
万
二
千
円
に
対

し
、
歳
入
が
ど
う
検
討
致
し
ま

し
て
も
＝
O
万
円
程
度
不
足

致
し
ま
す
の
で
一
般
会
計
よ
り

六
十
五
万
円
、
国
保
予
算
よ
り

一
応
二
十
万
円
の
繰
入
れ
を
行

い
不
足
二
十
万
円
余
は
肉
細
自

体
に
於
て
収
入
を
増
大
す
る
こ

と
に
な
お
努
力
す
る
こ
と
と
し

て
歳
出
入
の
均
衝
を
と
っ
て
予

算
を
作
成
し
た
状
態
で
あ
り
ま

す
。尚

予
算
の
総
額
に
於
て
前
年
よ

り
四
三
万
二
千
円
程
度
実
質
増

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
主

な
る
原
因
は
給
与
の
切
替
及
び

之
に
伴
う
諸
手
当
の
増
、
給
食

費
、
営
繕
費
等
の
増
加
の
為
で

あ
り
内
容
に
於
て
需
要
費
、
交

際
費
等
に
著
し
い
増
減
の
あ
る

の
は
予
算
の
編
成
の
方
法
を
一

部
変
更
し
た
為
で
あ
り
ま
し

て
、
特
に
目
新
し
い
事
業
は
な

く
以
上
を
以
て
提
案
の
説
明
と

致
し
ま
す
。

昭和33白雪薔適会計の各門別予算紛額に対する比率
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1

・
東
郷
村
議
会
定
例
議
会
は
昭
和

三
十
三
年
三
月
十
二
日
議
会
議

事
堂
に
招
集
ざ
れ
会
期
五
日

間
、
第
一
日
議
案
上
程
村
長
の

施
政
演
説
に
つ
づ
い
て
議
案
提

案
理
由
の
説
明
、
第
二
日
休

会
、
第
三
日
総
体
質
問
、
第
四

日
委
員
会
付
託
審
議
、
第
五
日

委
員
長
報
告
質
疑
討
論
採
決
と

い
う
日
程
で
何
れ
も
原
案
ど
お

り
可
決
三
月
十
六
日
午
後
零
時

三
十
分
閉
会
し
た
。

0
議
案
第
四
号
　
一
時
借
入
金

　
の
最
高
限
度
並
借
入
先
決
定

　
に
つ
い
て

　
本
件
は
村
の
会
計
に
お
い
て

　
円
滑
な
る
経
理
を
図
る
た
め

　
年
間
に
借
入
れ
を
す
る
一
時

　
借
入
金
の
額
及
び
借
入
先
案

　
を
決
定
す
る
議
案
で
原
案
ど

　
お
り
決
定
し
た
。

○
議
案
第
五
号
　
村
立
増
毛
小

　
学
校
改
築
事
業
資
金
の
起
債

　
に
つ
い
て

　
本
件
は
越
表
小
学
校
が
老
朽

　
危
険
で
あ
る
た
め
昭
和
三
十

　
三
年
度
に
お
い
て
二
百
五
十

　
方
円
の
起
債
を
な
し
そ
の
事

　
業
資
金
に
充
て
る
議
案
で
原

　
案
ど
お
り
可
決
確
定
し
た
。

○
議
案
第
六
号
　
橋
梁
改
修
事

　
業
資
金
の
起
債
に
つ
い
て

　
本
件
田
野
の
小
股
橋
が
引
臼

　
甚
だ
し
く
危
険
で
あ
る
た
め

　
こ
れ
を
永
久
橋
に
架
替
え
る

　
こ
と
と
し
た
の
資
金
に
充
つ

　
る
た
め
百
五
十
万
円
の
起
憤

　
を
な
す
こ
と
を
決
め
る
議
案

　
で
原
案
ど
お
り
可
決
確
定
し

　
た
。

○
議
案
第
七
号
村
有
財
産

　
　
（
立
木
）
の
処
分
に
つ
い
て

　
本
件
は
昭
和
三
十
三
年
度
村

　
財
政
の
調
整
資
金
に
充
つ
る

　
た
め
大
字
山
陰
字
内
の
口
外

　
五
カ
所
の
立
木
を
処
分
す
る

　
議
案
で
原
案
ど
お
り
可
決
確

　
定
し
た
。

○
議
案
第
八
号
　
特
別
職
の
職

　
員
で
非
常
勤
の
者
の
報
酬
及

　
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の

　
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

　
定
に
つ
い
そ

　
本
件
は
尉
条
例
中
民
生
委
員

　
推
鳶
委
員
会
委
員
の
報
酬
費

　
用
弁
償
を
新
た
に
規
定
す
る

　
こ
と
を
主
と
し
た
改
正
議
案

　
で
原
案
ど
お
り
可
決
確
定
し

　
た
9

0
議
案
第
九
号
　
東
郷
村
敬
老

　
年
金
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
本
件
は
老
人
の
福
祉
を
増
進

　
す
る
と
共
に
敬
老
の
意
を
表

　
す
る
た
め
本
村
に
住
所
を
有

　
し
て
い
る
年
令
満
八
十
歳
以

　
上
の
者
に
対
し
年
金
（
一
、

　
二
〇
〇
円
）
を
支
給
す
る
こ

　
と
を
規
定
す
る
条
例
で
原
案

　
ど
お
り
可
決
確
し
た
。

　
　
（
尚
こ
の
条
例
は
来
る
四
月

　
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と

　
と
な
っ
た
。
）

○
議
案
第
十
号
　
農
業
協
同
組

　
合
振
興
の
た
め
の
繰
上
補
助

　
に
つ
い
て

　
本
件
は
東
郷
村
農
業
月
面
組

　
合
の
活
発
な
運
営
を
図
り
そ

　
の
振
興
を
期
す
る
た
め
昭
和

　
三
十
年
十
月
の
議
会
に
お
い

　
て
同
農
協
に
対
し
長
期
無
利

　
子
で
五
百
万
円
の
預
金
を
な

　
し
そ
の
申
か
ら
年
々
七
十
万

　
円
つ
つ
払
出
し
補
助
す
る
こ

　
と
に
議
決
さ
れ
執
行
中
の
と

　
こ
ろ
同
組
合
の
経
営
は
今
爾

　
不
振
で
あ
る
の
で
同
預
金
の

　
申
か
ら
昭
和
三
十
二
年
度
に

　
百
三
十
五
万
円
を
繰
上
げ
て

　
補
助
す
る
こ
と
を
決
定
す
る

　
議
案
で
原
案
ど
お
レ
可
決
確

　
卜
し
た
。

○
議
案
第
十
一
号
　
村
有
林
経

　
営
計
画
に
つ
い
て

　
本
件
は
本
村
に
お
け
る
林
業

　
の
振
興
を
図
り
、
将
来
の
村

劇
露
頒
触
感
破
籠

　
村
有
林
の
経
営
計
画
を
決
定

　
す
る
議
案
で
原
案
ど
お
り
可

　
決
確
定
し
た
。

○
議
案
第
十
二
号
　
昭
和
三
十

　
二
年
度
東
郷
村
歳
入
歳
出
予

　
算

　
本
件
昭
和
三
十
三
年
度
本
村

　
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
の

　
決
定
で
歳
入
歳
出
共
四
千
八

　
百
九
十
二
万
九
百
七
十
一
円

　
で
昨
年
度
の
五
千
二
百
二
万

　
八
千
四
百
六
円
に
対
し
三
百

　
十
万
七
千
四
百
三
十
五
円
の

　
減
で
原
案
ど
お
り
可
決
確
定

　
を
し
た
。

○
議
案
第
十
三
号
　
昭
和
三
十

　
三
年
度
東
郷
村
国
民
健
康
保

　
険
事
業
勘
定
特
別
会
計
歳
入

　
歳
出
予
算

　
本
件
昭
和
三
十
三
年
度
本
村

・
の
国
民
健
康
保
険
事
業
勘
定

　
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
の

　
決
定
で
歳
入
歳
出
共
に
六
百

　
九
十
九
万
八
千
百
五
十
二
内

　
で
昨
年
度
の
六
百
四
十
二
万

熟
．

　
五
千
四
百
八
円
に
対
し
五
十

　
七
万
二
千
七
百
四
十
四
円
の

増
で
原
案
ど
お
り
可
決
確
定

　
し
た
。

0
議
案
第
十
四
号
　
昭
和
三
十

，
三
年
度
東
郷
村
国
民
健
康
保

険
直
営
診
療
所
施
設
勘
定
特

　
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算

　
本
件
昭
和
三
十
三
年
度
本
村

　
直
診
の
特
別
会
計
歳
入
歳
出
、

　
予
算
の
決
定
で
歳
入
歳
出
共

　
に
五
百
八
十
ご
万
二
千
六
百

　
二
十
一
円
で
昨
年
度
の
五
百

　
三
十
八
万
九
千
七
百
十
九
円

　
に
対
し
四
十
三
万
二
千
九
百

　
二
円
の
増
で
原
案
ど
お
り
可

決
確
定
し
た
。

○
議
案
第
十
五
号
　
鶴
之
灘
区

　
と
の
部
分
林
設
定
契
約
に
つ

　
い
て
本
件
は
村
有
林
資
源
の

　
増
強
と
部
落
の
健
全
な
る
育

成
を
図
る
た
め
村
有
．
．
字
内

　
ノ
ロ
の
一
部
村
有
地
に
っ
き

鶴
之
内
区
と
の
間
に
部
分
林

　
を
設
定
す
る
議
案
で
原
案
ど

　
お
り
可
決
確
定
し
た
。

○
畿
繭
遵
用
第
十
六
号
　
村
有
財
産

　
（
通
称
萩
ノ
原
）
の
取
得
に

　
つ
い
て

　
本
件
は
昭
和
二
十
三
年
六
月

　
村
内
大
字
下
三
ケ
児
洗
大
平

　
三
四
郎
外
七
名
か
ら
食
糧
事

　
情
緩
和
の
為
開
墾
耕
作
を
目

　
的
に
払
下
げ
願
出
が
あ
り
当

　
時
開
墾
を
放
棄
又
は
他
に
転

　
売
す
る
と
き
は
村
に
有
償
返

　
還
す
る
と
い
う
条
件
を
附
し

　
て
払
下
げ
て
あ
っ
た
も
の
で

　
そ
の
後
の
食
糧
事
情
の
好
転

　
に
よ
り
関
係
者
に
お
い
て
開

　
墾
放
棄
の
状
態
に
あ
る
た
め

　
双
方
協
議
の
上
、
。
村
に
購
入

　
取
得
す
る
議
案
で
原
案
ど
お

　
り
可
決
確
定
し
た
。

　
尚
村
長
は
三
月
十
四
日
緊
急

　
に
次
の
議
案
を
提
案
し
た
。

○
議
案
第
十
七
号
　
村
有
財
産

　
（
立
木
）
買
売
契
約
に
つ
い

　
て本

件
昭
和
三
十
二
年
度
本
村

財
政
調
整
資
金
に
充
つ
る
た

　
め
村
有
林
字
内
ノ
ロ
3
2
林
班

　
中
の
立
木
を
処
分
買
受
者
東

　
郷
村
森
林
組
合
長
奈
須
兼
吉

　
と
の
間
に
林
産
物
売
買
契
約

書
を
締
結
す
る
議
案
で
原
案

　
ど
お
り
可
決
確
定
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！
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、
山
陰
派
出
，
所

春
休
み
と
少
年
の
不
艮

化
防
止
に
つ
・
い
て

．
色
と
り
ど
り
の
花
が
咲
き
乱

鰯
誘
轟
㌶
額
翫

さ
れ
た
私
達
が
暖
い
日
射
に
春

の
喜
び
を
行
楽
地
に
求
め
る
の

も
こ
の
季
節
で
す
が
、
毎
年
こ

の
時
期
に
な
る
と
犯
罪
が
ぐ
ん

と
増
え
て
参
り
ま
す
。
そ
れ
に

は
、
あ
き
巣
、
ス
．
リ
、
痴
漢
或

は
花
見
酒
の
度
が
過
ぎ
た
暴

行
、
傷
害
等
色
白
あ
り
ま
す
が

一
方
少
年
の
犯
罪
も
ま
た
ぐ
ん

と
増
え
て
き
て
お
り
ま
す
。
少

年
達
に
と
っ
て
こ
の
時
期
は
卒

業
、
進
学
、
あ
る
い
は
就
職
と

　
　
検
挙
し
た
少
年
犯
罪
人
員
・

そ
れ
ぞ
れ
人
世
コ
ー
ス
の
わ
か

れ
る
大
周
な
転
換
期
で
す
が

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
数
多

い
少
年
達
の
中
に
は
春
休
み
を

迎
え
る
と
今
ま
で
の
規
則
正
し

い
学
校
生
活
か
ら
解
放
さ
れ
た

喜
び
と
、
う
き
う
き
行
楽
気
分

に
さ
そ
わ
れ
て
不
良
化
し
て
い

く
少
年
が
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
一
例
を
申
し
ま
す
と
卒
業

後
職
を
求
め
て
、
い
な
か
か
ら

都
会
へ
家
出
す
る
者
、
或
は
不

良
少
年
か
ら
誘
惑
さ
れ
て
犯
罪

を
犯
す
少
年
な
ど
色
々
あ
り
ま

す
が
、
い
ず
れ
も
春
休
み
と
い
・

う
特
殊
な
時
期
的
環
境
が
大
き

な
原
因
に
な
っ
て
不
艮
化
へ
の

一
歩
を
た
ど
っ
て
い
ま
す
。
そ

山
　
ざ

く
　
　
》
り

牧

　
’水

花
も
葉
も
光
り
し
め
ら
ひ
わ
れ
の
上
に
笑
み
か
た
む
け
る
山
ざ
く
ら

花峰
か
け
て
き
．
ほ
ひ
茂
れ
る
杉
山
の
ふ
も
と
の
原
の
山
ざ
く
ら
花

椎
の
木
の
工
む
ら
に
風
の
吹
き
こ
も
り
ひ
と
本
咲
け
る
山
ざ
く
ら
花

山
ざ
く
ら
散
り
の
こ
り
み
て
う
す
色
に
く
れ
な
み
ふ
ふ
む
葉
の
い
ろ

そ
よ
き

れ
で
父
兄
の
み
な
き
ん
に
は
次

の
よ
う
な
こ
と
に
注
意
し
て
も

ら
っ
た
ら
少
し
で
も
わ
が
子
の

不
良
化
を
防
げ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

1
、
花
見
や
ハ
イ
キ
ン
グ
な
ど

　
外
出
す
る
と
き
は
、
行
先
、

　
同
伴
者
、
帰
宅
時
間
な
ど
を

　
た
し
か
め
る
こ
と
。

2
、
学
校
の
成
績
が
恵
か
つ
た

　
こ
と
や
、
就
職
に
失
敗
し
た

　
こ
と
を
き
び
し
く
叱
っ
た
り

　
す
る
乙
と
な
く
子
供
と
共
に

反
省
す
る
こ
と
。

3
、
外
泊
は
で
き
る
だ
け
し
な

　
い
よ
う
に
し
、
や
む
を
得
な

　
い
場
合
は
友
人
、
用
件
、
宿

泊
先
を
よ
く
た
ず
ね
あ
と
ま

　
で
た
し
か
め
る
こ
と
。

4
、
夜
間
外
出
や
映
画
な
ど
は

保
護
者
同
伴
と
し
夜
間
遊
技

は
絶
対
に
し
な
い
よ
う
注
意

す
る
こ
と
。

5
、
子
供
の
持
っ
て
い
る
遊
び

道
具
や
読
み
も
の
に
も
た
え

ず
暖
か
い
注
意
を
払
う
こ
と

日
田
杉
を
視
察
し
て

宮
崎
県
は
全
国
で
も
極
め
て
山

国
で
有
り
又
山
国
で
有
り
乍
ら

山
国
に
生
れ
山
国
に
育
ち
今
日

迄
平
々
凡
々
と
し
て
山
を
生
か

す
事
の
出
来
な
か
っ
た
事
を
痛

切
に
感
じ
乍
ら
機
会
を
見
て
県

内
の
オ
ー
ビ
杉
か
又
は
日
本
で

も
有
名
な
大
分
県
の
日
田
の
杉

を
見
て
将
来
の
参
考
に
と
思
っ

て
居
ま
し
た
折
青
年
会
員
の
希

望
に
依
り
月
一
回
の
農
協
貯
金

を
奨
励
計
画
致
し
ま
し
て
日
田

へ
青
年
及
公
民
弓
長
十
数
名

で
視
察
に
参
り
ま
し
た
、
其
の

要
点
を
述
べ
ま
す
之
次
の
様
で

す
。先

ず
日
田
の
農
林
事
務
所
長
代

理
野
村
主
任
の
案
内
に
よ
り
日

田
の
林
業
は
気
象
地
質
天
恵
の

恩
恵
に
浴
し
て
発
達
し
た
杉
人

工
林
を
基
盤
と
す
る
林
業
で
有

り
隣
接
の
球
珠
郡
及
熊
本
県
の

小
国
地
方
並
に
福
岡
県
浮
羽
郡

朝
倉
郡
地
方
の
一
部
門
従
え
て

全
国
稀
に
見
る
一
大
民
間
林
業

帯
を
地
形
造
っ
て
い
ま
す
。
管

内
の
民
有
林
野
面
積
は
五
万
三

千
町
歩
に
し
て
土
地
利
用
状
況

を
聞
き
ま
す
と
郡
市
総
面
積
に

対
す
る
林
野
率
は
七
九
％
で
あ

り
全
九
州
の
六
二
％
大
分
県
の

七
一
％
に
比
し
て
著
し
て
高
い

国
有
林
面
積
が
極
め
て
少
く
全

林
野
面
積
の
九
五
％
迄
が
民
有

林
で
占
め
ら
れ
て
居
る
事
は
見

逃
す
事
は
出
来
ま
せ
ん
。
尚
具

体
的
な
説
明
を
聞
き
ま
し
た
が

紙
面
の
都
合
に
依
り
消
略
し
ま

す
。
い
ず
れ
に
致
し
ま
し
て
も

有
名
林
業
地
を
視
察
し
て
吾
々

迫
之
内
青
年
に
造
林
熱
を
い
や

が
上
に
も
植
付
け
多
大
な
刺
激

を
受
け
ま
b
た
事
は
幸
と
存
ず

る
次
第
で
御
座
い
ま
す
。

其
の
後
迫
之
杓
青
年
会
員
は
一

難
鷺
籍
鰍
籠
酪

も
研
究
し
て
見
た
い
と
思
い
ま

す
。

東
郷
村
の
青
年
達
も
、
一
致
団
結

し
て
東
郷
村
を
豊
か
な
村
に
致

す
事
が
若
い
青
年
の
大
き
な
仕

事
で
有
る
と
存
ず
る
次
第
で
御

座
い
ま
す
。

尚
視
察
後
に
は
『
山
地
測
量
の

方
法
』
『
杉
松
の
植
え
方
に
つ

い
て
』
の
講
習
会
を
開
き
、
実

際
活
動
に
つ
と
め
て
居
り
ま

す
。
　
1
写
真
は
実
習
の
姿
1

●
鱒
契

湧
・
』

　　

@　

@　

@
廿
冒

…
短
　
…
歌
…

◎
こ
の
表
は
昭
和
三
十
二
年
中
に
お
け
る
日
向
警
察
署
で

讃
男 女 計

殺人未遂 一
1 1

一　．一　一　一　　『　　．　　｝

冝@　火
2

一
強姦致傷　一　「　－

一
罪　　害

3
－
9

』一

暴　　行　｝

』
恐　　喝・

2
－
2
▽よ窃　　盗

15 一
側　　欺

＝
’横　　領、

』
一

　一　一　・
ｻの他　一　」　　．

2
－
2
『
」
7
7

『
一

1
｝
1
7 9

　
　
　
東
郷
中
橋
本
百
合
子

0
山
道
を
ひ
と
り
歩
け
ば
遠
く

　
よ
り
今
別
れ
し
友
の
口
笛

　
　
　
〃
　
　
　
寺
原
光
子

○
縁
先
に
ふ
と
眺
め
い
る
水
仙

　
の
葉
ば
か
軌
の
び
し
昼
影
の

　
中
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
〃
　
　
　
吉
田
　
孝
子

0
行
く
道
の
橋
の
て
す
り
に
霜

　
お
り
て
朝
日
を
受
け
て
ま
ば

　
ゆ
く
光
る

一
調
郷
中
文
集

　
　
　
「
瀬
音
」
よ
り
一

　
　
い
　
も

．
“
1
、

　
　
・
㍉

編
集

の
窓

＠

◇
山
桜
が
咲
い
た
。
つ
～
じ
も

　
●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓

　
咲
い
た
。
菜
の
花
も
れ
ん
げ
　
　
－

　
も
咲
い
た
。
小
高
い
山
か
ら
・

　
田
圃
を
見
下
す
と
赤
黄
青
紫

　
と
ま
こ
と
に
う
つ
く
し
い
．

　
神
の
み
手
に
な
る
自
然
の
錦

　
こ
そ
美
の
極
致
で
あ
る
。

◇
本
村
に
も
愈
々
敬
老
年
金
制

度
が
実
施
さ
れ
ゐ
事
に
な
つ

　
た
。
ま
こ
と
に
う
れ
し
い
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
と
で
あ
る
。
老
人
を
敬
愛
す

　
る
こ
と
は
道
徳
の
根
基
の
一

　
つ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と

　
が
も
と
と
な
り
、
村
の
隅
々

　
ま
で
高
風
美
俗
が
み
な
ぎ
る

　
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

◇
三
月
二
十
一
日
に
中
学
校
、
噛

　
二
十
五
日
小
学
校
の
卒
業
式

　
が
行
わ
れ
る
。
・
卒
業
の
児
等

　
に
栄
光
あ
れ
と
祈
念
し
て
や

　
ま
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

◇
三
月
号
を
お
く
る

二
、
三
人

　
若
草
に
座
し
て
に
ぎ
り
飯

ギ
罐
r

r

馬

●

・
駿
鑑
べ

’
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