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明
る
く
豊
か
な

こ
ど
も
た
ち
の

『
え
が
お
」

　
新
し
い
年
を
迎
．
凡
ま
、
し
て
お
め
で
と
う
こ
ぎ
い
ま

す
．
一
九
七
一
　
．
年
・
こ
い
う
年
は
ど
ん
な
年
か
、
ま
だ

明
け
た
ば
か
り
弓
、
す
が
、
前
後
の
事
唐
か
ら
私
た
ち

、
甲
．
と
り
ま
く
社
会
情
勢
を
は
n
・
き
り
見
つ
め
て
、
く

ら
し
の
上
で
の
心
構
え
を
き
め
て
お
き
た
い
も
の
で

す
．

　
「
月
の
こ
と
を
和
名
で
睦
月
（
む
つ
き
）
と
い
い

ま
す
。
年
の
始
め
の
月
と
し
て
、
】
家
は
も
ち
ろ

ん
、
隣
り
近
所
の
入
、
ひ
い
て
は
世
界
中
の
人
た
ち

が
お
互
い
に
む
つ
み
合
う
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に

と
、
願
い
を
こ
め
て
、
こ
の
呼
び
名
が
生
ま
れ
た
も

の
で
し
ょ
う
か
。

　
ひ
と
こ
ろ
「
世
代
の
断
絶
」
と
い
う
こ
と
ば
が
盛

ん
に
使
わ
れ
ま
し
た
。
親
と
子
の
、
先
生
と
学
生
の

考
え
方
の
違
い
が
、
対
話
や
話
し
合
い
だ
け
で
は
埋

め
き
れ
な
い
み
そ
の
こ
と
を
言
い
表
わ
し
た
こ
と
の

よ
う
で
す
。

親
と
子
、
先
生
と
学
生
の
考
え
方
の
相
違
は
、
何

弘
。
今
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ず
っ

と
む
か
し
か
ら
あ
っ
た
は
ず
で
す
．
も
し
親
子
、
兄

弟
、
師
弟
の
間
に
な
ん
に
も
違
い
が
な
い
と
し
た

ら
、
お
互
い
の
准
歩
も
発
展
も
な
く
な
る
で
し
ょ

う
、
物
の
考
え
方
や
生
活
様
式
は
時
代
と
と
も
に
変

’・

ﾄ
行
く
の
は
当
然
の
こ
と
で
、
そ
の
考
え
方
の
変

っ
た
と
こ
ろ
だ
け
と
り
あ
げ
て
、
目
く
じ
ら
を
立
て

る
こ
と
に
よ
っ
て
起
る
の
が
「
断
絶
」
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
お
互
い
に
共
感
で
き
る
生
活
の
場
は
た
く
さ
ん
あ

る
は
ず
で
す
。
さ
さ
い
な
こ
と
で
断
絶
が
起
こ
ら
な

い
よ
う
に
、
こ
と
し
は
「
断
絶
」
を
断
ち
き
る
共
同

体
意
識
の
回
復
を
目
標
に
し
た
い
も
の
で
す
。

　
こ
ど
も
た
ち
の
え
が
お
、
み
な
さ
ん
の
幸
せ
が
ま

も
ら
れ
る
よ
う
な
明
る
く
、
豊
か
な
【
年
で
あ
り
ま

す
よ
う
に
心
か
ら
お
祈
り
し
ま
す
。
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昭
和
4
8
年
を
迎
え
て
…
・
…
…
・
・
…
…
…
・
，

人
台
性
の
再
開
発
を
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讐
款　

　
♂

粥
》

町
長
　
小
　
野

秘
f
嶺

弘

　
年
あ
ら
た
ま
っ
て
こ
こ
に
昭
和
四
十

八
年
の
新
春
を
祝
い
ま
す
こ
と
は
町
民

の
皆
さ
ま
と
と
も
に
、
ま
こ
と
に
喜
び

に
た
え
ま
せ
ん
。

　
こ
の
年
が
町
勢
進
展
の
た
め
に
も
、

ま
た
町
民
の
幸
せ
の
た
め
に
も
最
も
恵

ま
れ
た
年
で
あ
る
こ
と
を
心
か
ら
祈
念

し
て
や
み
ま
せ
ん
。
謀
り
み
て
昭
和
四

コ
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次
代
・
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な
・
青
少
年
た
是
明
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に愛のひと声をもど

＝冬の青少年を伸ばす運動＝

＝12月21日一1月20日一

る
く
、
元
気
に
、
ひ
と
り
の
事
故
も
な

く
、
規
則
正
し
い
生
活
を
送
る
よ
う
に

〃
冬
の
青
少
年
を
伸
ば
す
運
動
”
が
県

民
総
ぐ
る
み
で
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
年
度
は
、
規
律
正
し
い
生
活
と
地
域

ぐ
る
み
で
非
行
や
事
故
防
止
に
つ
と
め

・
．
α
う
と
よ
び
か
け
．
て
い
ま
す
。
と
く
に

「
こ
ど
も
は
、
み
ん
な
で
、
き
び
し

く
、
あ
た
た
か
く
愛
の
ひ
と
声
を
か
け

よ
う
」
を
合
い
こ
と
ば
ト
次
の
よ
う
な

運
動
が
す
す
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

八
家
庭
で
は
〉
　
親
子
が
い
一
・
し
ト
』
に

　
本
を
読
み
ま
し
よ
う
。

八
地
域
で
は
V
　
子
ど
も
会
で
規
則
正

　
し
く
た
の
し
い
活
動
を
し
ま
し
よ
う

八
職
場
で
は
V
　
グ
ル
：
．
「
，
／
や
升
…
ツ

　
ル
で
健
康
的
な
レ
ウ
ー
ー
二
－
：
ン
・
ン

　
活
動
を
し
ま
し
よ
う
一

’’’’’’’’’一　，’

「一’趨一個一’」冒’

き
1

ξ
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1　ノ「

十
七
年
は
内
外
と
も
い
そ
が
し
い
年
で

し
た
。
し
か
し
こ
の
い
そ
が
し
さ
の
中

に
大
き
な
発
展
と
進
歩
が
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
沖
縄
の
返
還
、
田
中
新
内
閣

の
発
足
、
日
中
国
交
の
正
常
化
、
衆
議

院
の
総
選
挙
な
ど
歴
史
に
残
る
数
数
の

で
き
ご
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　
東
郷
町
内
で
も
国
の
こ
と
と
は
比
較

に
は
な
り
ま
せ
ん
が
小
さ
な
農
山
村
と

し
て
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
が
行
な
わ
れ
ま

し
た
。
中
央
公
民
館
の
建
設
、
し
尿
処

理
施
設
の
着
手
、
牧
水
農
免
道
路
の
着

工
、
福
瀬
大
橋
の
竣
工
、
肉
用
牛
管
理

セ
ン
タ
ー
の
完
成
、
幼
稚
園
の
設
置
、

国
営
開
拓
事
業
、
追
加
林
構
の
継
続
実

施
、
集
落
再
編
成
な
ど
、
い
ず
れ
も
こ

れ
か
ら
町
の
発
展
す
る
基
礎
的
な
事
業

で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
、

理
解
は
平
和
へ
の
道

　
こ
の
よ
う
な
国
の
施
策
、
あ
る
い
は

町
の
仕
事
の
反
面
に
数
数
の
問
題
が
起

っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
、
物
価
、
公
害
、
土
地
、
過

疎
過
密
、
財
政
な
ど
の
問
題
が
そ
れ
で

す
、　

同
時
に
最
も
関
心
を
持
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
は
人
心
の
荒
廃
と
い
う

こ
と
で
す
．
、
物
が
豊
か
に
な
り
、
生
活

が
楽
に
な
っ
て
も
、
人
の
心
が
貧
し
け

れ
ば
真
実
の
人
間
の
幸
せ
は
あ
り
ま
せ

ん
．
こ
の
よ
う
な
反
省
に
た
（
・
て
、
新

し
い
覚
悟
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
、
．

　
昭
和
四
十
八
年
も
い
そ
が
し
く
激
動

∂
年
で
あ
る
と
田
儀
い
ま
す
　
す
べ
て
の

人
類
は
永
遠
の
夢
和
を
頸
r
、
♂
、
い
る
刀

で
す
が
、
こ
の
［
つ
の
こ
と
に
結
集
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
な
ぜ
で
し
ょ

や
つ
。

　
戦
争
が
主
張
の
対
立
で
あ
れ
ば
、
理

解
は
平
和
へ
の
道
で
は
な
い
か
と
考
え

ま
す
。
た
と
え
激
動
の
中
に
あ
っ
て
も

真
理
を
追
求
し
て
行
く
真
剣
な
行
動
の

中
に
こ
そ
求
め
る
平
和
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。

　
地
方
自
治
の
中
に
あ
r
、
て
私
た
ち
が

常
に
考
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
、
ま
ず
住
民
が
何
を
考
え
、
何
を

望
ん
で
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
的
確
に

は
握
す
る
こ
と
で
す
．
つ
ぎ
に
、
い
か

に
す
れ
ば
こ
の
町
が
よ
く
な
り
、
町
民

が
幸
せ
に
な
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
、

　
こ
の
よ
う
な
考
え
に
た
っ
て
昭
和
四

十
八
年
の
施
策
を
考
え
る
時
1
－

　
①
従
来
継
続
し
て
い
る
事
業
は
引
き

つ
づ
き
推
准
し
ま
す
。

　
②
総
合
、
三
振
、
過
疎
、
広
域
市
町

村
、
各
種
計
画
に
あ
る
昭
和
四
十
八
年

の
事
業
を
実
行
し
ま
す
、

　
特
に
強
調
し
た
い
の
は
、
申
央
公
民

館
を
中
心
と
し
た
入
間
性
の
再
開
発
、

老
人
扇
祈
館
を
中
心
と
し
た
福
祉
事
業

の
展
開
、
　
｝
，
医
療
こ
そ
庄
民
サ
…
ビ
ス

の
最
大
な
も
の
」
と
い
う
考
え
か
・
づ
、

こ
と
し
中
に
東
郷
病
院
の
改
策
に
着
手

…
…
で
あ
り
ま
す
ρ
一

　
と
に
か
く
、
こ
の
昭
和
四
十
八
年
が

町
に
と
（
・
て
も
、
個
人
に
と
r
，
て
も
、

最
も
幸
せ
な
隼
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ

か
ら
全
力
を
つ
く
し
た
い
と
念
じ
て
い

・
三
す
、
．

魎
都
㍗

　
口
　
　
層

濤

b

　
初
刷
の
刷
り
あ
や
ま
り
し
表
紙
か

　
な
　
　
　
　
　
久
保
田
万
太
郎

　
町
民
の
み
な
き
ん
、
私
た
ち
は
こ

の
正
月
号
を
お
届
け
す
る
ま
で
に
、

早
く
か
ら
企
画
を
立
て
て
努
力
し
て

ま
い
り
ま
し
た
。
い
か
が
で
し
よ
う

か
。
読
後
感
を
ぜ
ひ
広
報
担
当
の
企

画
係
あ
て
お
寄
せ
く
だ
さ
い
、
毎
年

の
こ
キ
減
低
が
3
つ
、
　
こ
レ
一
「
し
▽
；
て
叶
ゆ
》
　

気
分
を
新
た
に
、
み
な
さ
ん
の
た
め

に
、
み
な
さ
ん
の
知
り
た
い
こ
と
が

ら
を
わ
か
り
や
す
く
お
知
ら
せ
し
た

い
と
念
願
し
て
い
ま
す
．

　
▽
一
般
の
郁
莉
聞
や
難
W
勲
恥
は
榊
州
ペ
ー

ジ
し
て
飾
れ
る
か
ぎ
り
着
飾
っ
て
い

ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
私
た
ち
の
町

報
は
多
㌔
の
マ
・
不
は
岨
ぐ
を
㌔
ψ
ま
甘
r
ん
、

　
し
か
し
内
容
を
み
て
く
だ
き
い
．

く
つ
ろ
い
で
ご
ら
ん
に
な
る
こ
の
町

報
の
出
来
栄
え
は
…
…
．
．
イ
ン
7
の

に
お
い
も
新
し
く
、
編
集
係
の
哀
歓

を
し
み
こ
ま
せ
て
お
き
ま
し
た
。

山
河
み
な
古
き
陶
器

の
ご
と
一
な
る
こ
の

．しﾜバ、

むる
　　さ

　　と

　　の

雨晒
　　を

水陰

昭4＆1．1

年
頭
に
の
ぞ
み

の
；
一
＝
「
一
二
：
一
曹
＝
曹
＝
＝
一
二
曹
＝
＝
ニ
＝
＝
＝
一
；
「

行
政
に
大
き
な
責
任

町
議
会
議
長
　
三
　
浦
　
治
郎
吉

郷東報奨3

飾
邸㌦

解

　
除
夜
の
鐘
を
耳
に
し
つ
つ
よ
あ
け
と

と
も
に
昭
和
四
十
八
年
の
元
旦
を
町
民

の
み
な
さ
ん
と
と
も
に
お
迎
え
し
、
喜

び
に
た
え
ま
せ
ん
。
つ
つ
し
ん
で
お
祝

の
こ
と
ば
を
申
し
あ
げ
ま
す
、

　
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
年
頭
に
の
ぞ
み
町
議
会
を

弓
／
一
易
＼
《
ζ
《
r
ー
ー
、

ベ
　
　
ニ
コ
ニ
　
ニ
コ
ニ
ロ
ニ
ニ
ニ
ロ
ニ
ニ
ニ
ニ
　
ニ
ニ
ニ
ニ
ニ
ニ
ニ
　
ニ
コ
ロ
　
ニ
ミ

　
社
会
科
副
読
本
の
改
訂

い
　
　
≡
＝
≡
二
三
＝
：
こ
一
≡
＝
＝
＝
＝
三
≡
三
’
≡
≡
－
…

へ融
　
町
内
各
学
校
の
先
生
が
た
が
教
科

団
別
に
研
究
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
り
、
玉

響
の
効
果
を
あ
げ
る
た
め
に
努
力
し

憤
」
い
‡
子
。

、
　
こ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
の
中
の
社
会

N
科
部
会
が
昭
和
二
十
八
年
に
副
読
本

　
を
作
っ
て
教
材
と
し
て
使
っ
て
き
ま

　
　
　
　
代
表
し
て
一
言
ご
あ
い
き
つ
を
申
し
あ

　
　
　
　
げ
ま
す
、

　
　
　
　
　
回
顧
い
た
し
ま
す
と
き
、
終
戦
後
こ

　
　
　
　
こ
に
二
十
八
年
を
迎
え
、
光
陰
矢
の
こ

，
　
　
　
　
と
く
去
り
、
そ
の
経
緯
か
ら
現
実
を
み

　
　
　
　
る
と
き
こ
の
よ
う
に
も
経
済
、
文
化
的

　
　
　
　
に
驚
く
ほ
ど
の
伸
展
を
と
げ
た
こ
と
は

　
　
　
　
目
に
余
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し

　
　
　
　
経
済
、
文
化
は
年
ご
と
に
進
展
す
る
の

　
　
　
　
に
伴
な
い
、
　
一
方
で
は
深
刻
な
世
情
に

　
　
　
　
あ
る
こ
と
も
ゆ
が
め
な
い
事
実
と
い
え

　
　
　
　
ま
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
物
価
の
上
昇
、
公
害
、
交
通
、
過
疎

　
　
　
　
過
密
な
ど
の
現
象
が
わ
た
し
た
ち
の
生

　
　
　
　
活
を
取
り
ま
い
て
い
る
こ
と
は
今
さ
ら

～
7
、
）
凄
、
）
》
．
．
、
≦
・
一
》
」
》
Σ
）
．
一
）
・
）
’
》
）
　
）
）
．
＼
雲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　醜
し
た
が
内
容
が
古
く
な
っ
た
た
め
・

鍛
漏
罎

ま
し
た
、

　
そ
こ
で
社
会
科
部
会
で
は
昭
和
四

十
八
年
度
を
目
標
に
し
て
、
町
内
の

交
通
、
文
化
、
産
業
行
政
の
現
況
を

く
わ
し
く
調
査
し
、
将
来
の
方
向
な

ど
に
つ
い
て
児
童
の
教
材
に
副
読
本

の
改
訂
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。　

こ
の
社
会
科
副
読
本
の
資
料
採
取

の
た
め
に
、
部
会
の
先
生
が
み
な
さ

ん
の
地
区
や
家
庭
を
訪
問
い
た
し
ま

す
の
で
よ
ろ
し
く
ご
協
力
く
だ
さ

一鵬納　牌一一酬
申
し
あ
げ
O
ま
で
も
裾
、
－
い
事
実
で
す
、

　
町
当
局
も
現
在
か
ら
未
来
に
か
け
て

蹉
、
行
政
も
一
段
と
計
画
途
上
で
あ
り
ま

す
が
、
決
し
て
町
の
財
源
も
豊
か
で
な

い
現
状
を
町
民
の
み
な
さ
ん
も
じ
ゆ
う

ぶ
ん
認
識
し
て
い
た
だ
く
乙
と
が
た
い

せ
つ
だ
と
存
じ
ま
す
。
し
か
し
、
だ
か

ら
と
い
っ
て
行
政
を
ゆ
る
め
る
こ
と
は

ぜ
つ
た
い
で
き
な
い
大
き
な
責
任
が
あ

り
、
国
の
日
本
列
島
改
造
計
画
な
り
、

福
祉
国
家
の
建
設
に
呼
応
し
て
い
く
た

め
に
は
「
体
と
な
っ
て
町
行
政
指
導
を

中
心
に
現
実
に
ま
た
将
来
に
マ
ッ
チ
し

た
施
策
で
産
業
、
経
済
、
教
育
、
文
化

に
強
力
な
い
ぶ
き
の
も
と
に
ま
い
濯
を

纐
い
、
わ
が
ふ
る
さ
と
東
郷
町
の
刷
新

に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
ね
が

い
い
た
し
ま
す
。

　
わ
た
し
た
ち
町
議
会
も
議
決
機
関
と

し
て
そ
の
重
責
を
痛
感
し
、
町
民
の
願

い
を
解
消
す
る
た
め
に
も
山
紫
水
明
な

大
き
な
自
然
の
中
に
ま
す
ま
す
向
上
発

展
を
期
す
べ
く
そ
の
覚
悟
を
新
た
に
し

町
民
の
み
な
さ
ん
の
あ
た
た
か
い
ご
指

導
を
賜
わ
り
ま
す
よ
う
に
お
ね
が
い
を

申
し
あ
げ
ま
す
。
あ
わ
せ
て
み
な
さ
ん

の
ご
健
康
と
ご
多
幸
を
お
祈
り
し
、
新

年
の
ご
あ
い
さ
っ
と
い
た
し
ま
す
。

年
頭
所
感
ー
ー
ー
ー

緑
の
郷
土
に
豊
か
な
教
育
を

教
育
長
高
森
文
夫

　
ぷ

．
纂
孟

騨
≠

　
最
近
は
公
害
の
問
題
と
関
連
し
て
自

然
保
護
が
強
く
さ
け
ば
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
美
し
い
自
然
環
境
を
破
壊

し
て
し
ま
っ
て
は
人
間
の
平
和
で
幸
せ

な
生
活
も
営
ま
れ
な
い
こ
と
が
は
っ
き

り
と
わ
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
私
た
ち
の
郷
土

を
ふ
り
か
え
っ
て
な
が
め
て
み
る
と
き

輝
か
し
く
あ
た
た
か
い
太
陽
や
清
浄
な

空
気
や
緑
に
つ
つ
ま
れ
た
山
河
が
ど
ん

な
に
か
け
が
え
も
な
く
、
貴
重
な
も
の

’、

`
あ
る
か
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

　
新
し
い
年
の
初
め
に
私
は
ま
ず
第
「

に
、
こ
の
郷
土
の
自
然
に
礼
拝
し
た
い

と
思
い
ま
す
、
そ
れ
か
ら
こ
の
す
ば
ら

し
い
自
然
環
境
の
な
か
で
、
生
れ
育
っ

て
ゆ
．
く
、
こ
れ
ま
た
か
け
が
え
の
な
い

子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
、
町
民
の
み
ん

な
が
力
を
合
わ
せ
て
、
豊
か
な
教
育
環

境
を
つ
く
り
あ
げ
て
ゆ
き
た
い
も
の
だ

と
思
い
ま
す
。

　
「
伸
び
る
芽
に
、
よ
い
家
、
よ
い
友

し
．
よ
い
社
会
．
一
で
す
．
町
民
憲
章
二
も
．

「
家
庭
を
愛
し
、
育
少
年
を
健
や
か
に

育
て
ま
し
レ
3
う
」
と
あ
る
レ
．
九
う
に
、
生
…

教
育
の
観
点
か
ら
あ
ら
た
め
て
家
庭
教

有
、
学
校
教
育
、
社
会
教
育
の
き
っ
て

も
き
れ
な
い
深
い
因
果
関
係
を
認
識
し

て
、
三
位
「
休
の
教
育
振
興
を
目
ぎ
し

て
努
力
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
昨
年
度
、
は
じ
め
て
東
郷
幼
稚
園
が

開
設
さ
れ
ま
し
た
が
、
家
庭
に
お
け
る

育
児
の
知
識
や
幼
児
期
に
お
け
る
家
庭

の
し
つ
け
の
問
題
と
と
も
に
、
今
後
も

幼
児
教
育
の
充
実
に
つ
と
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
き
ら
に
、
昨
年
町
内
全
域
に
子
ど
も

会
育
成
会
が
結
成
き
れ
、
そ
の
連
絡
協

議
会
も
結
成
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
と

し
は
そ
の
内
容
を
充
実
き
せ
る
た
め
の

活
発
な
活
動
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
大
き

な
期
待
を
か
け
て
い
ま
す
。

　
学
校
教
育
の
場
に
お
い
て
も
、
よ
い

環
境
、
よ
い
教
師
に
よ
っ
て
り
っ
ぱ
な

教
育
実
践
が
た
ゆ
み
な
く
続
け
ら
れ
る

ア
一
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

　
待
望
の
中
央
公
民
館
も
着
々
と
工
事

が
進
行
し
て
い
ま
す
の
で
、
三
月
に
は

老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
町
民
の
す
べ
て

の
人
た
ち
が
研
修
に
、
新
睦
に
ま
た
は

体
力
づ
く
り
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
利
用
し
て

い
た
だ
け
る
だ
け
の
施
設
が
完
成
す
る

と
思
い
ま
す
、

　
こ
と
し
の
え
と
は
「
う
し
」
で
す
か

ら
、
牛
の
よ
う
に
着
実
に
、
美
し
い
緑

の
郷
土
に
豊
か
な
教
育
環
境
を
つ
く
り

あ
げ
る
よ
う
み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
て

前
進
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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昨
年
の
暮
れ
に
行
な
わ
れ
た
衆
議
院

議
員
の
総
選
挙
に
お
い
て
、
与
野
党
を

問
わ
ず
各
候
補
者
が
福
祈
政
策
の
充
実

特
に
年
金
制
度
の
大
幅
改
善
を
一
と
強

く
呼
び
か
け
て
い
た
よ
う
に
、
昭
和
四

十
八
年
は
年
金
に
と
っ
て
は
大
き
く
飛

躍
す
る
年
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　
か
ね
て
か
ら
一
九
七
〇
年
代
は
年
金

の
時
代
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
こ

の
意
味
が
い
ま
ま
で
は
広
く
国
民
に
理

解
さ
れ
な
い
感
じ
で
し
た
。
と
こ
ろ
が

昨
年
の
「
敬
老
の
日
」
を
中
心
に
、
老

人
問
題
が
「
豊
か
な
く
ら
し
と
健
康
」

を
モ
ッ
ト
ー
に
掲
げ
、
な
か
で
も
「
年

金
」
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
世
論
を
わ
き

あ
が
ら
せ
て
か
ら
、
年
金
時
代
の
到
来

が
現
実
に
期
待
で
き
る
も
の
と
し
て
関

心
が
も
た
れ
、
理
解
き
れ
て
き
た
と
い

罫書飛塗魯
藤翻、、

え
ま
す
。

　
す
で
に
政
府
の
諮
問
機
関
で
あ
る
国

民
年
金
審
議
会
は
厚
生
大
臣
に
対
し
、

国
民
年
金
制
度
改
善
の
意
界
書
を
提
出

し
て
い
ま
す
。

　
と
く
に
改
善
の
方
向
と
し
て
は

　
ω
年
金
額
を
大
幅
に
引
き
上
げ
て
、

　
　
今
日
の
老
後
保
障
に
ふ
さ
わ
し
い

　
　
年
金
水
準
を
実
現
す
る
こ
と
。

　
ω
昨
今
の
著
し
い
経
済
変
動
に
対
応

　
　
す
る
方
策
（
ス
ラ
イ
ド
制
）
の
確

　
　
立
を
図
る
こ
と
。

　
㈲
同
時
に
、
ω
②
の
改
善
充
実
を
支

　
　
え
る
た
め
相
応
の
保
険
料
負
担
が

　
　
必
要
で
あ
る
。

　
以
上
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
り
ま

す
。
特
に
給
付
面
で
は
、
老
齢
年
金

「
夫
婦
月
額
五
万
円
」
　
（
二
十
五
年
加

入
）
と
現
行
の
二
倍
以
上
の
給
付
水
準

が
予
想
さ
れ
て
お
り
、
年
老
い
て
働
け

な
く
な
り
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
っ
た
老
人
に
と
っ
て
は
生
活
の
大

き
な
支
え
と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
本
格
的
な
年
金
時
代
の

幕
あ
け
を
、
い
ま
、
わ
た
し
た
ち
は
か

た
ず
を
の
ん
で
待
ち
か
ま
え
て
い
ま

す
、
そ
の
時
の
た
め
に
も
町
民
皆
年
金

に
欠
か
せ
な
い
「
皆
加
入
」
・
「
皆
納

入
」
を
町
民
運
動
と
し
て
進
め
て
い
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
、

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

追
納
し
て
満
額
年
金
を
／
／
”

マ

当
時
の
保
険
料
で
☆
☆
☆
☆
☆

　
糊
入
を
免
除
さ
れ
た
保
険
料
は
、
そ

．
の
当
時
の
保
険
料
の
額
で
抽
、
，
刃
る
二
と

が
で
さ
、
、
ま
す
、
こ
れ
を
「
追
納
」
と
い

い
ま
す
、
、

　
い
ま
の
保
険
料
は
月
額
五
百
五
十
円

で
す
が
、
免
除
保
険
料
を
い
ま
追
納
す

る
と
、
昭
和
四
十
一
年
十
二
月
以
前
の

分
は
、
当
時
三
十
五
歳
未
満
の
人
は
百

円
、
三
十
五
歳
以
上
の
人
は
百
五
十
円

で
、
四
十
三
年
十
二
月
以
前
の
分
は
二

百
円
と
二
百
五
十
円
で
、
四
十
五
年
六

月
以
前
の
分
は
二
百
五
十
円
と
三
百
円

で
納
め
れ
ば
よ
い
の
で
す
。

追
納
で
き
る
期
間

　
免
除
を
受
け
た
保
険
料
は
十
年
前
ま

で
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
今
月
（
一
月
）
追
納
で
き
る
の

は
、
昭
和
三
十
八
年
一
月
以
後
の
免
除

保
険
料
で
す
が
、
来
月
に
な
る
と
三
十

八
年
一
月
分
は
追
納
で
き
な
く
な
り
ま

す
か
ら
、
追
納
す
る
時
期
に
つ
い
て
は

く
れ
ぐ
れ
も
注
意
し
て
く
だ
き
い
。

免
除
の
ま
ま
だ
と

　
将
来
、
老
齢
年
金
を
も
ら
う
と
き
に

免
除
期
聞
が
あ
る
人
は
、
そ
の
期
間
の

年
金
額
は
保
険
を
納
め
た
場
合
の
三
分

の
　
の
額
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
年
金
額
の
計
算
の
し
く
み
は
、

各
人
が
保
険
料
を
納
め
る
と
、
国
も
各

人
の
納
め
た
保
険
料
の
半
額
に
相
当
す

る
額
を
負
担
し
て
い
っ
し
ょ
に
稽
み
立

て
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り

各
人
が
五
百
五
十
円
の
保
険
料
を
納
め

る
と
、
そ
の
半
額
の
二
百
七
十
五
円
を

合
わ
せ
た
八
百
二
十
五
円
が
由
み
立
て

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
、

　
と
こ
ろ
で
国
は
、
免
除
を
受
け
た
人

に
も
納
め
た
人
と
同
額
の
二
百
七
十
五

円
を
負
担
し
て
積
み
た
て
ま
す
が
、
こ

れ
は
保
険
料
を
納
め
た
人
の
稻
み
立
て

額
八
百
二
十
五
円
の
三
分
の
一
の
額
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
も
ら
う
年
金
額
も

三
分
の
一
の
計
算
に
な
る
わ
け
で
す
、

み
ん
な
が
満
額
年
金
を

　
生
活
が
、
あ
る
時
期
に
は
苦
し
く
て

も
、
十
年
の
間
に
は
保
険
料
を
納
め
る

ゆ
と
り
が
で
さ
る
と
き
も
あ
り
ま
し
ょ

う
．
ゆ
と
り
の
で
き
た
と
き
は
免
除
を

受
け
た
期
間
の
保
険
料
を
追
納
し
て
み

ん
な
が
満
額
の
年
金
を
も
ら
え
る
よ
う

に
し
た
い
も
の
で
す
。

、
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年金がくらしを守る新時代

　成入おみでとう．あなたの

新しい門出を心からお祝いし

ます、成人に達すると、その

日から社会的にいろいろな権

利が与えられ、また、義務が

負わされます。国民年金もそ

のひとつです．

あなたのくらしを守るために

20歳から加入することになっ

ています。
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所
得
比
例
保
険
料
の
納
付

ゆ
と
り
の
あ
る
う
ち
に

　
所
得
比
例
保
険
料
制
度
は
、
現
在
納

め
て
い
る
「
定
額
保
険
料
」
五
百
五
十

円
の
ほ
か
に
、
さ
ら
に
三
百
五
十
円
の

保
険
料
を
納
め
て
、
よ
り
多
く
の
年
金

を
受
け
た
い
と
希
望
さ
れ
る
人
の
た
め

に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
す
。

　
こ
れ
は
昭
和
四
十
五
年
十
月
か
ら
始

め
ら
れ
た
ち
の
で
す
が
、
定
額
保
険
料

五
百
五
十
円
に
三
百
五
十
円
を
加
え
て

九
百
円
の
保
険
料
を
納
め
ま
す
と
さ
き

ざ
き
老
齢
年
金
を
受
け
る
と
き
に
「
所

得
比
例
保
険
料
」
を
納
め
た
月
一
か
月

に
つ
い
て
、
百
八
十
円
を
加
算
し
た
隼

金
に
な
る
わ
け
で
す
。

　
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
、
所
得
比
例
保
険
料
の
加
入
は

任
意
で
す
が
、
農
業
者
年
金
に
加
入
し

た
人
は
当
然
加
入
（
強
制
加
入
）
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。　

現
在
、
本
町
に
お
い
て
は
三
百
名
近

く
の
人
が
農
業
者
年
金
に
加
入
し
、
所

得
比
例
保
険
料
も
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が

納
入
し
て
い
ま
す
が
、
【
部
の
人
は
所

得
比
例
保
険
料
を
納
付
し
て
い
ま
せ
ん

の
で
必
ず
納
め
る
よ
う
に
い
た
し
ま
し

よ
う
。

　
年
齢
的
に
も
経
済
的
に
も
ゆ
と
り
の

あ
る
う
ち
に
、
で
き
る
．
だ
け
こ
の
所
得

比
例
保
険
料
を
も
あ
わ
せ
て
納
め
て
お

く
ほ
う
が
得
策
と
い
え
ま
す
．

農
業
者
年
金
と
所
得

比
例
保
険
料

問
わ
た
し
は
農
業
を
家
業
と
し
て
い

る
世
帯
主
で
す
、
昨
年
「
農
業
者
年

金
」
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

の
こ
と
で
加
入
し
ま
し
た
．
保
険
料
も

農
協
と
役
場
に
、
そ
れ
ぞ
れ
七
百
五
十

円
・
五
百
五
十
円
を
滞
納
な
く
納
め
て

い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
社
会
保
険
事
務
所
か
ら

「
所
得
比
例
分
」
と
し
て
四
十
六
年
一
月

分
か
ら
四
十
七
年
三
月
分
ま
で
の
保
険

料
を
納
め
る
よ
う
通
知
が
き
ま
し
た
．

「
所
得
比
例
保
険
料
」
を
納
め
る
の
は

任
意
だ
と
聞
い
て
い
た
ん
で
す
が
、
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
教
え
て
く
だ
き

答
　
よ
り
高
い
保
険
料
を
納
め
て
も
よ

い
の
で
、
将
来
、
よ
り
多
く
の
年
金
を

も
ら
い
た
い
と
の
要
望
に
よ
り
、
四
十

五
年
十
月
に
所
得
比
例
制
は
で
き
ま
し

た
．
．
ひ
と
月
三
百
五
十
円
の
「
所
得
比

例
保
険
料
」
を
納
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
受
け
る
老
齢
年
金
な
ど
の
額
が
ふ

え
ま
す
。
こ
の
「
所
得
比
例
制
」
は
、

国
民
年
金
に
加
入
し
て
所
得
の
あ
る
人

は
希
望
に
よ
り
加
入
で
き
ま
す
。
こ
れ

を
「
任
意
加
入
」
と
い
い
ま
す
．
．

　
と
こ
ろ
で
、
あ
な
た
の
よ
う
に
農
業

者
年
金
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、
所
得

比
例
制
に
「
強
制
加
入
」
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
国
民
年
金
保

険
料
の
定
額
分
五
百
五
十
円
と
所
得
比

例
保
険
料
分
三
百
五
十
円
、
そ
れ
に
農

協
に
農
業
者
年
金
の
保
険
料
の
七
百
五

十
円
を
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。

　
き
つ
そ
ノ
＼
所
得
比
例
保
険
料
の
未

納
分
を
納
め
て
く
だ
き
い
。

1
1
老
人
医
療
は
全
額
無
料
1
1

医
療
証
を
交
付
し
ま
す

　
昭
和
四
十
六
年
の
十
月
か
ら
老
人
医

療
費
の
助
成
事
業
が
は
じ
ま
り
、
七
十

五
歳
以
上
の
お
と
し
よ
り
と
六
十
五
歳

以
上
の
ね
た
き
り
の
お
と
し
よ
り
が
医

療
を
受
け
た
と
き
は
、
医
療
機
関
の
窓

口
で
一
時
個
人
負
担
分
を
支
払
い
、
後

で
そ
の
払
戻
し
を
受
け
る
仕
組
み
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
が
、
こ
の
一
月
　
日
か
ら
国
の

事
業
で
年
齢
を
七
十
歳
に
引
き
下
げ
、

医
療
費
を
現
物
で
給
付
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

七
十
歳
以
上
が
対
象
者

　
老
人
医
療
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と

）
で
き
る
受
給
資
格
者
は
、
七
十
歳
以

上
の
お
と
し
よ
り
で
、
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
ま
た
は
、
被
用
者
保
険
の

被
扶
養
者
と
な
っ
て
い
ま
す
．

　
二
の
制
度
に
よ
る
医
療
費
の
支
給
を

受
け
る
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
町
長

に
申
請
し
て
、
老
人
医
療
費
受
給
者
証

の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
一
な
り
ま
せ

ん
、
な
お
、
こ
ん
月
末
ま
で
に
七
十
歳

以
上
に
達
す
る
人
に
対
し
て
は
こ
の
申

請
手
続
き
を
昨
年
十
二
月
に
い
ち
お
う

す
ま
せ
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
七
十
歳
以
上
の
お
と
し
よ

り
．
で
医
療
保
険
加
入
者
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
人
に
所
得
税
が
課
せ
ら
れ
る
程
嘆

の
所
得
が
あ
る
場
合
や
、
そ
の
お
と
し

よ
り
の
配
偶
者
、
扶
養
義
務
者
の
所
得

が
「
定
額
以
上
（
た
と
え
ば
、
扶
養
親

放
五
人
の
場
合
に
収
入
二
百
五
十
万

円
）
以
上
の
場
合
に
は
、
支
給
制
限
が

行
な
わ
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
の
所
得
に

つ
い
て
は
、
そ
の
年
の
所
得
を
は
握
す

る
こ
と
が
技
術
的
に
不
可
能
な
た
め
、

昭
和
四
十
八
年
一
月
か
ら
六
月
ま
で
の

間
は
昭
和
四
十
六
年
の
所
得
と
し
、
四

十
八
年
七
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
間
に

関
し
て
は
、
四
十
七
年
の
所
得
を
基
礎

と
し
て
計
算
さ
れ
ま
．
す
。

窓
ロ
で
支
払
不
要

　
こ
の
支
給
方
法
は
、
受
給
者
が
、
医

療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
医
療
保
険
の
被

保
険
書
証
ま
た
は
組
合
員
証
に
老
人
医

、
蔦
療
費
受
給
者
証
・
．
」
支
給
申
請
書
を
添
え

　
て
提
出
し
た
と
き
に
は
、
従
来
の
よ
う

　
に
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
自
己
負
担

分
相
当
額
を
支
払
わ
ず
に
す
む
、
い
わ

　
ゆ
る
現
物
給
付
の
方
法
で
実
施
さ
れ
ま

　
す
、
．

　
　
し
か
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
で
老

人
医
療
費
受
給
二
三
を
提
出
す
る
こ
と

　
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
自
己
負
担
分

　
を
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
支
払
う
こ

　
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
こ
の
場
ム
［
に
は

　
町
長
に
対
し
て
医
療
を
受
け
た
医
療
機

　
関
、
療
養
に
要
し
た
費
用
、
お
よ
び
期

　
間
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
「
、
老
人
医
療

　
費
支
給
申
請
書
．
．
「
を
提
出
し
、
現
金
給

　
付
と
し
て
老
人
医
療
費
の
支
給
を
受
け

　
る
道
も
ひ
ら
か
れ
て
い
ま
．
す
．
．

交
付
申
請
の
手
続
き

　
こ
の
医
療
費
の
助
成
は
満
七
十
歳
に

達
す
る
誕
生
日
の
属
す
る
月
の
初
日
か

ら
適
用
さ
れ
ま
す
の
で
、
誕
生
月
の
前

月
十
五
日
ま
で
に
老
人
医
療
費
受
給
者

証
の
交
付
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
．
．
た

と
え
ば
、
明
治
三
十
六
年
三
月
三
十
日

に
生
ま
れ
た
人
は
、
昭
和
四
十
八
年
三

月
一
日
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
の
で
、
二

月
十
五
日
ま
で
に
受
給
者
証
の
交
付
申

請
を
し
な
け
れ
ば
、
三
月
一
日
か
ら
老

人
医
療
費
の
助
成
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
わ
、
社
会
保
険
な
ど
の
被
保
険
者

で
、
付
加
給
付
の
支
給
を
受
け
る
場
合

は
組
合
員
か
ら
町
に
対
し
て
、
付
加
給

付
受
領
の
委
任
状
を
必
ず
添
付
し
て
く

だ
さ
い
「
．
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の
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る
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縄
X
県
X
か
×
ら
×
東
×
郷
×
町
×
へ
）

（
　
　
　
（
　
　
　
一
　
　
　
（
　
　
　
（
　
　
　
（
　
　
　
（
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一

　
戦
時
中
沖
縄
県
大
里
村
と
佐
敷
村
か

ら
東
郷
町
（
小
野
田
区
、
迫
野
内
区
）

に
一
般
疎
開
し
て
い
た
新
垣
清
正
さ
ん

ら
四
人
が
昨
年
十
月
、
二
十
七
年
ぶ
り

に
本
町
を
訪
れ
、
友
人
や
当
時
お
世
話

に
な
っ
た
み
な
さ
ん
と
再
会
し
、
昔
を

な
つ
か
し
ん
で
い
ま
し
た
。

　
新
垣
さ
ん
ら
は
第
二
次
大
戦
が
激
し

く
な
っ
た
昭
和
十
九
年
、
肉
身
と
離
れ

ば
な
れ
に
な
り
、
東
郷
町
山
陰
の
小
野

田
区
と
追
野
内
区
の
公
民
館
や
一
般
民

家
に
分
宿
し
、
耐
乏
生
活
の
な
か
で
東

郷
小
学
校
で
勉
強
に
勤
労
に
励
ん
で
き

ま
し
た
。

　
戦
時
中
の
食
糧
事
情
は
極
席
に
悪
く

途
中
、
学
校
生
活
を
中
止
し
て
食
糧
増

産
に
あ
る
い
は
現
金
収
入
の
た
め
重
労

働
に
励
ん
で
き
ま
し
た
．
。

　
終
戦
の
翌
年
の
昭
和
二
十
一
年
に
故

郷
に
帰
り
ま
し
た
が
、
東
郷
町
で
す
ご

し
た
数
数
の
思
い
出
が
忘
れ
ら
れ
ず
、

東
郷
町
を
し
の
ぶ
会
の
沖
縄
山
陰
会
を

結
成
し
、
毎
年
一
回
当
時
の
疎
開
者
が

全
員
集
ま
り
、
お
互
い
に
励
ま
し
慰
さ

め
あ
い
な
が
ら
、
第
二
の
ふ
る
さ
と
東

郷
町
を
な
つ
か
し
ん
で
い
る
と
の
こ
と

で
す
、

　
こ
の
た
び
代
表
と
し
て
新
垣
さ
ん
ほ

か
三
人
が
本
町
を
訪
れ
、
疎
開
中
お
世

話
に
な
っ
た
お
礼
と
し
て
沖
縄
県
花

「
デ
イ
ゴ
の
花
」
の
造
花
を
小
野
町
長

に
、
ま
た
小
野
田
と
迫
野
内
両
公
民
館

に
そ
れ
ぞ
れ
記
念
贔
を
贈
り
ま
し
た
、

　
新
垣
さ
ん
一
行
は
わ
ず
か
三
日
間
の

本
町
滞
在
で
し
た
が
、
各
部
落
を
訪
問

し
、
二
十
七
年
前
を
し
の
ん
で
、
思
い

　
ぼ
く
が
こ
の
地
球
の
空
気
に
ふ
れ
て

二
十
年
、
い
よ
い
よ
成
人
と
し
て
世
の

中
の
人
が
ぼ
く
を
見
よ
う
と
し
て
い
る

今
、
あ
ら
た
め
て
過
去
を
ふ
り
か
え
る

と
こ
れ
ま
で
の
責
任
の
な
い
楽
し
さ
が

つ
ぎ
つ
ぎ
と
思
い
だ
さ
れ
る
．

　
未
成
年
の
時
は
そ
の
場
の
責
任
を
背

お
っ
て
楽
し
ん
で
い
た
が
、
こ
れ
が
は

た
し
て
ほ
ん
と
う
の
責
任
で
あ
っ
た
ろ

う
か
。
こ
と
ば
だ
け
の
責
任
、
そ
の
場

の
み
の
責
任
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
と

思
う
。
も
し
、
こ
れ
が
成
人
で
あ
っ
た

ら
、
人
は
こ
の
者
を
信
用
せ
ず
、
何
か

を
し
ょ
う
と
し
て
も
成
功
さ
せ
る
二
と

は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
ぼ
く
た
ち
は
学
校
卒
業
後
、
社
会
の

中
に
入
・
り
、
世
間
の
人
た
ち
か
ら
お
と

な
の
交
際
を
望
ま
れ
、
お
と
な
の
交
際

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、

　
こ
の
よ
う
な
な
か
で
［
、
二
年
生
活

す
る
と
、
特
に
成
人
と
い
っ
て
も
今
ま

で
と
少
し
も
変
ら
な
い
よ
う
な
気
が
す

る
。
た
だ
成
人
あ
つ
か
い
を
し
て
く
れ

な
か
っ
た
の
は
選
挙
だ
け
で
は
な
い
か

成
人
を
目
前

に
し
て
思
う

田
野
　
黒
田
静
夫

と
轡
う
」

　
今
の
選
挙
は
言
葉
だ
け
の
選
挙
で
は

な
い
か
と
思
う
。
候
補
者
は
「
日
本
の

政
治
は
こ
う
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ

う
す
れ
ば
住
民
は
楽
し
く
牛
拍
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
醒

え
な
社
会
を
・
れ
か
ら
の
成
人
者
瑠

…
そ
う
ぼ
く
た
ち
の
手
で
解
決
し
な

げ
れ
ば
な
ら
な
い
．
、
や
の
、
と
そ
の
権
利

を
得
よ
う
と
し
て
い
る
今
、
ほ
く
は
成

人
と
い
う
も
の
が
恐
ろ
し
く
感
じ
る
、

と
が
で
き
る
」
と
言
う
、
▼
＝
の
よ
う
な

文
句
を
選
挙
の
た
岬
、
〕
に
耳
に
す
る
一
一
実

際
そ
の
こ
と
が
少
し
で
も
実
現
し
て
い

る
か
ど
う
か
は
投
票
の
時
す
で
に
わ
が

一・

ﾄ
い
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
．

　
今
の
日
本
の
政
治
は
ゼ
れ
が
し
て
も

た
い
し
て
変
り
は
し
な
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
．
、

　
二
の
よ
う
に
マ
ン
ネ
リ
化
，
し
た
政
治

ま
た
、
お
と
な
の
金
に
対
す
る
醜
い
執

驚
牡
遊
翻
勃
羨

・
こ
な
の
は
金
で
な
い
と
決
ま
ら
な
い
．

出
の
地
を
な
つ
か
し
み
、
第
二
の
ふ
る

占
・
㌔
と
東
郷
町
を
再
び
訪
ず
れ
る
こ
と
を

誓
い
沖
縄
へ
帰
ら
れ
ま
し
た
．
．

　
今
回
の
訪
問
者

　
新
垣
清
正
さ
ん
と
清
吉
さ
ん
兄
弟

　
新
垣
英
光
さ
ん
と
英
貴
き
ん
兄
弟

明
る
い
住
み
よ
い
町
に

山
陰
警
察
官
駐
在
所
佐
藤
高
義

　
新
年
お
め
で
と
う
ご
y
・
、
い
ま
す
。
昭

和
四
十
八
年
の
輝
か
し
い
新
春
を
迎
え

町
民
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
心
か
ら
お
喜

び
申
し
あ
げ
ま
す
。

　
昨
年
を
顧
み
ま
す
と
民
警
懇
談
会
の

実
施
な
ど
各
分
野
に
わ
た
っ
て
伺
か
と

多
事
多
忙
な
一
年
で
あ
り
ま
し
た
が
、

幸
い
皆
さ
ん
の
ご
協
力
に
よ
っ
て
無
事

こ
れ
ら
に
対
処
し
得
ら
れ
ま
し
た
こ
と

を
心
か
ら
感
謝
し
て
い
る
し
だ
い
で
あ

り
ま
す
、

　
こ
と
し
も
胡
変
ら
ず
激
増
す
る
少
年

非
行
を
ど
の
よ
う
に
防
止
し
て
い
く

か
、
最
近
特
に
広
域
機
動
化
す
る
犯
罪

の
防
止
な
ど
、
ま
た
続
発
す
る
交
通
事

故
か
ら
死
傷
者
を
ど
の
よ
う
に
減
少
占
・
・

せ
て
い
く
か
、
引
き
続
き
真
剣
に
取
り

組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
こ
と

が
多
い
よ
う
で
す
。

　
私
た
ち
の
仕
事
は
町
民
の
皆
さ
ん
の

ご
理
解
と
ご
協
力
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば

そ
の
責
を
全
う
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
、
町
民
の
皆
さ
ま
方
と
緊
密
な
連
絡

を
と
り
、
治
安
維
持
の
完
遂
を
期
し
、

明
る
い
住
み
よ
い
町
を
築
き
あ
げ
る
べ

…

く
努
力
し
た
い
と
思
い
ま
す
．
皆
さ
ん

の
絶
大
な
る
ご
協
力
を
お
ね
が
い
い
た

し
ま
す
．
終
り
に
の
ぞ
み
本
年
も
ど
う

か
皆
さ
ま
、
な
ら
び
に
ご
家
族
の
み
な

さ
ん
が
一
層
ご
健
康
と
ご
多
幸
で
あ
ら

れ
ワ
Q
よ
戸
つ
卦
ρ
祈
、
り
い
ハ
」
p
し
キ
承
す

・
∵
安
全
運
転
五
つ
の
、
’
、
－
ま
う
ガ

＠
酒
を
飲
ん
で
運
転
し
な
い
一
、

②
制
限
速
度
を
守
る
，

3
無
理
な
追
越
し
は
し
な
い
．

④
停
止
す
る
場
所
は
必
ず
停
止
す

　
る
。

　⑤
る徐
」行

　す
　る
　場
　1舜

　で
　必
　ず
　徐
　行
　す
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老人福祉館の庭園
　■，闘1，n■燭OI，「1，1‘lI．睡■■帥1凸lIlIlIgl，18，5囲19■■・IO181111幽1腸

　
老
人
福
祉
館
に
善
意
の
庭
園
が
美
し
く
完
成
し

ま
し
た
、

　
お
と
し
よ
り
の
い
こ
い
の
家
と
し
て
昨
年
七
月

に
開
館
し
た
老
人
福
祉
館
は
、
そ
の
敷
地
造
成
τ

事
で
掘
り
お
こ
さ
れ
た
土
が
周
囲
に
な
じ
ま
な
い

風
景
で
し
た
．

　
そ
こ
で
町
内
十
二
の
老
人
ク
ラ
ブ
の
お
と
し
よ

り
が
自
分
の
家
の
庭
木
や
山
の
木
の
ウ
メ
、
モ
ミ

ジ
、
ヒ
ト
ツ
バ
な
ど
六
十
本
を
寄
贈
し
、
ま
た
庭

石
と
し
て
町
道
の
拡
張
工
事
で
出
た
石
を
同
工
事

の
施
行
者
が
寄
贈
し
た
も
の
で
す
。

　
町
で
は
、
こ
れ
ら
の
善
意
の
庭
木
や
石
を
も
と

に
町
費
で
造
園
工
事
を
し
た
も
の
で
、
訪
れ
る
お

と
し
よ
り
た
ち
の
心
を
な
ご
や
か
に
し
ょ
ろ
こ
ば

れ
て
い
ま
す
。

琴
　
r
　
・
n
U
，
㌦
G
　
　
B
　
∩
　
’
U
ず
0
一
凸
》
」
い
　
“
　
　
U
擁
門
U
　
O
一
心

二
D
K
の
公
営
住
宅

｛

‘

　
近
年
町
内
や
日
向
市
な
ど
の
事
業
所
に
勤

め
る
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
町
内

に
適
当
な
住
宅
が
な
い
た
め
日
向
市
に
借
家

や
間
借
り
し
て
い
る
人
も
た
く
占
．
㌔
ん
い
ま

す
。　

今
、
町
内
に
町
営
住
宅
が
五
十
戸
あ
り
ま

す
が
、
な
か
に
は
古
く
な
っ
て
使
用
に
た
え

な
い
住
宅
も
あ
り
ま
す
の
で
町
で
は
本
年
麿

か
ら
出
力
年
計
画
で
三
十
二
戸
の
第
一
種
公

営
住
宅
を
建
設
す
る
計
画
で
す
。

　
住
宅
は
二
D
K
の
簡
易
耐
火
構
造
の
二
階

建
で
、
一
戸
当
り
床
面
積
は
四
ト
ご
．
・
七
八

平
方
層
（
約
十
三
坪
）
で
す
、

　
こ
の
ほ
ど
小
野
田
区
船
戸
に
三
千
七
百
五

十
平
方
冒
（
約
千
百
三
十
六
坪
）
の
宅
地
を

造
成
し
ま
し
た
．
．
こ
こ
に
四
十
七
年
宴
は
十

戸
の
住
宅
を
建
設
し
ま
す
。

　
　
余
暇
を
利
用
し
て
郷
土
の
調
杳

　
ル
「
し
r
」
得
ハ
」
次
貝
田
↑
こ
↓
又
献
厚
四
基
。
つ

　
い
て
「
郷
土
の
あ
ゆ
み
～
ぞ
「
国

　
の
あ
ゆ
み
一
に
関
連
づ
皆
て
、
轡

　
代
を
追
っ
て
記
す
こ
と
に
し
ま
し

　
た
。
時
代
名
は
中
学
教
科
書
に
準

　
拠
し
ま
し
た
。

一、

齦
ｶ
時
代
（
石
器
時
代
）

　
わ
が
圏
で
出
土
し
た
縄
文
土
器
で

最
も
古
い
も
の
は
今
か
ら
九
干
五
百

伍
－
ば
か
り
前
∂
も
の
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
、
そ
れ
か
ら
約
七
千
五
百
年
、
〃

閲
を
縄
文
時
代
と
よ
ん
で
い
ま
す

こ
の
時
代
．
の
人
は
縄
文
土
器
と
よ
ば

れ
る
土
器
を
使
用
し
、
ま
た
石
器
を

用
い
ま
し
た
の
で
石

器
時
代
と
も
よ
び
ま

す
、　

考
古
学
者
は
こ
の

長
い
期
間
を
早
期
、

前
期
、
中
期
、
後

期
、
晩
期
の
五
期
に

わ
け
て
い
ま
す
。

＼
＼
＼
モ
ミ
＼
＼
＼
＼
＼
＼
＼
＼
＼
＼
＼
＼
＼
＼
＼
受
＼
＼
謡

石
（
｝
一
》
玉
、
ー
レ
）
、
　
ア
ロ
皿
（
い
ト
レ
ゴ
ぴ
・
つ
｝

な
ど
が
あ
・
り
ま
す

　
耀
文
時
代
の
人
た
ち
は
初
め
は
…
．

r、

ﾚ
ら
草
木
の
実
や
草
の
根
を
取
り

出
で
狩
り
を
し
海
や
川
で
水
産
物
を

と
’
ノ
て
生
活
を
し
て
い
ま
し
た
が
、

後
期
ご
ろ
か
ら
は
焼
畑
に
・
い
る
簡
蚤
、

な
農
耕
を
し
た
こ
と
が
出
土
自
器
か

ら
考
え
ら
れ
ま
す

　
住
居
（
家
）
は
自
然
の
ほ
ら
㌧
ヘ
へ
．

ど
も
利
用
し
凄
．
嘱
し
た
が
六
部
分
は
堅

穴
住
居
と
し
人
ば
れ
る
も
の
（
．
、
、
地
麦

か
ら
五
レ
な
い
し
六
し
み
、
慨
い
四
角

形
ま
た
は
円
形
∂
床
に
柱
を
立
て
、

こ
れ
に
床
の
外
か
ら
斜
め
に
木
を
組

　
　
　
　
　
　
　
　
み
合
わ
せ
、

　
＼
、
＼
＼
＼
＼
＼
＼
、
ミ
＼
＼
＼
＼
ト
＼
＼
＼
　
　
　
　
　
　
　
　
湯

郷
土
の
あ
ゆ
み
↑
）

、
＼
ミ
・
，
ミ
ミ
ミ
§
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
＼
＼
＼
ミ
＼
ミ

　
　
　
　
塩
　
三
儀
　
市

　
　
　
　
　
　
　
本
町
の
各
地
で
出

土
し
た
縄
文
土
器
は
前
、
中
期
の
…
、

の
ぜ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
ま
ナ
の

で
、
少
な
く
と
も
本
町
に
は
六
千
毎
－

前
か
ら
人
が
住
ん
で
い
た
と
推
定
さ

れ
ま
す
．
、

　
石
器
も
町
内
各
所
に
出
4
．
回
し
て
い

ま
す
が
、
多
く
出
土
し
た
石
器
は
石

斧
（
い
し
お
の
）
、
石
錘
（
お
も
り
い

し
）
、
石
ぞ
く
（
や
の
ね
い
し
）
、
石
錆

（
い
し
き
り
）
、
石
撃
（
い
し
の
み
）
、

磨
石
へ
す
り
い
し
）
な
ソ
ニ
、
」
す
が
、
そ

刀
池
槌
石
（
い
し
つ
ち
）
、
石
剣
（
せ

っ
け
ん
）
、
石
匙
（
い
し
き
じ
）
、
凹

リレののでて
焼物家でふれ
いをはすいを
た煮申Dたカ
リた央こも一＝・

す
る
炉
が
あ
る
4
2
が
普
通
で
す

　
衣
町
で
は
ま
だ
住
居
跡
は
発
隠
さ

敢
て
い
ま
せ
ん
か
、
坪
谷
の
市
谷
原

の
高
台
か
ら
は
多
数
の
弥
生
土
器
が

出
土
し
’
」
い
ま
す
が
、
二
こ
を
発
掘

す
れ
ば
必
ず
住
居
跡
が
界
つ
か
る
≧

県
文
化
財
専
門
委
員
の
石
川
恒
太
郎

む
．
、
ん
は
言
一
ノ
て
い
ま
す
、
．

　
｝
一
γ
り
一
し
た
玲
工
洋
旧
状
能
心
一
の
時
洋
ト
ム
「
犀
か

ら
二
千
年
ぐ
ら
い
前
に
弥
生
文
化
と

い
う
新
し
い
文
化
が
流
人
し
、
人
セ

42

ｶ
活
も
大
き
く
変
化
す
る
二
三
に

な
一
）
ま
し
た
．
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お知ちせ

壕
児
童
手
当
の

年
齢
引
上
け

　
昨
年
一
月
】
日
か
ら
は
じ
ま
っ
た
児

童
手
当
制
度
は
、
満
十
八
歳
未
満
の
児

年

齢

一
満
　
五
歳
未
満

一
満
＋
歳
未
満

一

一
満
＋
五
歳
未
満

一

童
を
三
人
以
上
監
護
し
て
お
り
、
三
人

目
以
下
の
児
童
が
義
務
教
育
終
了
前
、

（
満
五
歳
未
満
）
の
場
合
に
は
児
童
一

人
に
つ
き
月
額
三
千
円
が
支
給
さ
れ
る

も
の
で
す
。

　
し
か
し
、
財
源
な
ど
の
理
由
で
最
初

か
ら
完
全
実
施
が
で
き
ず
、
別
表
の
よ

う
に
段
階
的
に
年
齢
の
拡
大
を
し
て
い

ま
す
。

　
こ
と
し
の
四
月
一
日
か
ら
は
、
従
来

の
満
五
歳
未
満
が
十
歳
未
満
に
引
き
あ

げ
ら
れ
ま
す
。
新
し
く
受
給
要
件
に
該

当
す
る
人
は
児
童
手
当
認
定
請
求
を
、

ま
た
、
す
で
に
受
給
中
で
対
象
児
童
が

年
齢
別
に
適
用
さ
れ
る
期
間
　
　
該
当
す
る
児
童

昭
和
4
7
年
1
月
1
日
か
ら

48

N
3
月
5
1
日
ま
で

昭
和
4
8
年
4
月
1
日
か
ら

49

N
3
月
3
1
日
ま
で

和
昭
4
9
年
4
月
1
日
以
降

昭
和
4
3
年
鷲
月
2
日
以
降

に
牛
れ
た
児
童

昭
和
3
8
年
4
月
2
日
以
降

に
生
れ
た
児
童

昭
和
3
3
年
4
2
日
以
降
に

生
れ
た
児
童

増
加
す
る
人
は
額
改
定
請
求
の
手
続
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
請
求
は
［
二
十
日
か
ら
受
付
け

ま
す
の
で
、
保
護
者
が
印
鑑
を
持
っ
て

直
接
役
場
福
祉
係
で
手
続
を
と
っ
て
く

だ
さ
い
。成

人
を
祝
っ
て

　
一
月
十
五
日
目
成
人
の
日
で
す
。
こ

と
し
成
人
す
る
の
は
昭
和
二
十
七
年
四

月
二
日
か
ら
二
十
八
年
四
月
一
日
の
間

に
生
ま
れ
た
人
で
、
本
町
の
住
民
基
本

台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
人
で
す
。

　
し
か
し
、
本
町
出
身
者
の
な
か
で
本

町
の
成
人
式
に
参
加
し
た
い
人
は
受
け

つ
け
い
た
し
ま
す
。

　
成
人
式
は
役
場
で
午
前
九
時
受
付
、

九
時
三
十
分
か
ら
式
典
を
し
、
終
了
後

記
念
写
真
を
撮
影
し
ま
す
。
そ
の
後
、

日
向
市
、
門
川
町
と
合
同
で
日
本
カ
ー

フ
ェ
リ
ー
で
二
十
歳
の
前
途
を
祝
っ
て

体
験
航
海
を
し
ま
す
。

　
近
年
成
人
式
の
服
装
が
必
要
以
上
に

老入の横断事故多し

あ
じ
珍
重

　
　
へ

し
ん
Z
・
2

7
カ
ゼ
よ

恥
、
』

　
　
　
　
〆

磯
，

螺
／

2耳
よ
り

奈
μ
ワ
ー

む
ぞ
う
マ

止
ま
つ
マ

条
寒疹

＝
π
＝
裳

ジ
　　

^．
爆

3

Q〃
礪：ζ

．
灘

あ
と
の

穿
フ
ソ

や
フ
ま
り

ゼ
あ
か

☆
六

野翼0
0
　
だ

今
月
の
納
税
等

町
　
県
　
民
　
税
　
　
第
四
期

国
民
健
康
保
険
税
　
　
．
第
六
期

納
期
　
一
月
三
十
一
日

華
美
に
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
が
、
お

た
が
い
に
実
用
的
な
服
装
で
参
加
さ
れ

る
よ
う
お
ね
が
い
し
ま
す
。

1
1
香
典
返

し
u
．
■

　
◆
福
瀬
区
の
塩
月
誠
一
き
ん
か
ら
故

興
研
き
ん
の
忌
明
け
に
◎
雪
笹
区
の
新

名
上
弓
さ
ん
か
ら
故
種
樹
さ
ん
の
忌
明

け
に
◎
小
野
田
区
の
筆
瀬
清
美
さ
ん
か

ら
ハ
ナ
子
さ
ん
の
忌
明
け
に
香
典
返
し

と
し
て
町
社
会
福
祉
協
議
会
に
そ
れ
ぞ

れ
ご
寄
付
い
た
だ
き
ま
し
た
、

　
こ
こ
に
慎
ん
で
故
人
の
冥
福
を
わ
祈

り
し
ま
す
と
と
も
に
厚
く
お
礼
を
申
し

あ
げ
ま
す
。

　
　
　
　
東
郷
町
社
会
福
祉
協
議
会

葦一一一人　ロー一一…

≡　　　47年12月1日現在　　垂

葦　　　　　　（　）は対前月比　　　≡

i　　男　3，414人　1
嚢　　　　　　　　（＋5）　≡

≡　　女　3，677人　≡
≡　　　　　　　　（一7）　≡

≡総　数　7，091人　≡
≡　　　　　　　（一2）　≡
1世帯数　　1，766世帯≡

…　　　　　　　　（一1）　　≡
脅醐臨「畑ll闘，盟閥r闘811聴医聖ll剛lll■lmll臨開■聖■開r剛闘l1111闘開，1闘馳181．晦．■

，
、
・
♪
．
κ
k
k
亀
！
、
・
㌧

ピ

・，，

（
十
一
月
届
出
分
）

出
生
お
め
で
と
う

　
赤
ち
ゃ
ん
の
名
　
交
の
名
部
落
一

寺
原
三
奈
子

那
　
須
　
博
　
美

高
　
館
　
義

矢
野
　
久
美
子

結
婚

　
、
氏

　
東一

成
　
章

坪
　
谷

〃

幸
…
金
　
時
一
小
野
田
．

…
紘
…
坪
谷

お
め
で
と
う

名

部
落

寺
　
　
原
　
　
　
　
　
東
…
坪
　
谷

中
　
　
野
　
　
洋
　
　
子
　
日
向
市

吉
　
　
田

疋
　
　
田

親
　
着
一
坪
谷
　

佐
江

　
　
　
　
　
日
向
市

　
　
　
了

晦
　
野
　
正
　
　
一
越
表

月
　
原
　

一
　
美
…
仲
深

三
　
原
　
武
　
雄
羽
坂

奈
須
好
子
．
西
郷
村

黙
纐
絞

、
，
、

夫
．
羽
　
坂

子
　
　
　
〃

死
亡
ご
冥
福
を
祈
り
ま
す

氏

名
　
一
年
令
…
部
落

寺
　
原
　
岩
　
吉
　
七
九
一
小
野
田

．
寺
原
ヤ
ス
七
六
羽
燭

谷
口
講
活
二
〇

筒
　

井
　

加
寿
円
心
一
八
六

一
小
野
田

一

一
寺
　
迫
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