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猟
銃
事
故
を
な
く
そ
う

　
一
日
か
ら
来
年
の
二
月
十
五
日
ま
で

狩
猟
が
解
禁
に
な
り
ま
す
。
ハ
ン
タ
ー

は
も
う
す
っ
か
り
準
備
を
整
え
、
獲
物

の
大
き
さ
や
数
ま
で
胸
算
用
し
て
い
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
猟
銃
を
肩
に
、
猟
犬

を
伴
な
っ
て
歩
く
ハ
ン
タ
ー
の
姿
は
か

っ
こ
い
い
も
の
で
す
が
、
心
配
な
の
は

捕
獲
さ
れ
る
鳥
獣
で
は
な
く
、
捕
獲
す

る
と
き
に
使
わ
れ
る
道
具
や
方
法
な
の

で
す
。

　
道
具
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
猟
銃

の
こ
と
で
す
。
最
近
の
ガ
ン
ブ
ー
ム
を

反
映
し
て
猟
銃
な
ど
に
よ
る
人
身
事
故

が
あ
と
を
絶
ち
ま
せ
ん
．
毎
年
こ
の
季

節
に
な
る
と
新
聞
の
社
会
面
に
、
必
ず

と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
「
猟
銃
が
暴
発
し

て
」
と
か
「
誤
っ
て
引
き
金
を
引
い

て
」
と
い
っ
た
猟
銃
に
よ
る
事
故
の
記

事
が
載
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
と
く
に
ハ
ン
タ
…
の
方
が

た
に
お
ね
が
い
し
て
お
き
（
1
1
い
こ
と
は

こ
う
い
っ
た
事
故
を
起
こ
さ
な
い
よ
う

に
、
猟
銃
の
保
持
・
保
管
は
し
っ
か
り

や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
　
「
つ
い
う
っ
か
り
」
な
ど
と
い
う

言
い
わ
け
は
絶
対
に
通
用
し
な
い
と
覚

悟
し
て
、
間
違
っ
て
も
禁
猟
区
や
人
家

の
近
く
で
は
、
安
全
ケ
ー
ス
か
ら
出
し

て
持
ち
歩
か
な
い
で
く
だ
き
い
。

　
ベ
テ
ラ
ン
の
ハ
ン
タ
ー
で
し
た
ら
、

ま
き
か
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
い

ま
す
が
、
と
り
た
て
の
資
格
者
の
中
に

は
見
て
い
て
ハ
ラ
ハ
ラ
き
せ
る
よ
う
な

場
面
を
見
か
け
ま
す
。
無
資
格
の
し
ろ

う
と
や
ア
M
ど
も
が
、
同
じ
よ
う
に
扱
っ

た
り
、
お
も
し
ろ
半
分
に
引
き
金
を
引

い
た
ら
ど
ん
な
結
果
が
生
ま
れ
る
で
し

ょ
う
か
、
ま
か
り
間
違
え
ば
凶
器
に
す

ら
な
る
猟
銃
の
管
理
に
は
念
を
入
れ
て

取
扱
っ
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

第
三
日
曜
日
（
十
八
日
）
は
家
庭
の
日

レ
猟
銃
の
販
扱
い
は
基
本
ど
お
り
に
安
全
に
…
－

魎高
血
圧

駄
∵
一

　
日
足
が
短
く

な
り
、
日
が
落

ち
て
か
ら
の
寒
き
が
気
に
な
る
こ
の

ご
ろ
で
す
。
ま
だ
あ
た
り
の
様
子
は

秋
の
気
配
が
い
っ
ぱ
い
な
の
に
、
日

ぶ
、
、
し
の
弱
き
、
日
の
暮
れ
の
早
き
、

朝
夕
の
手
足
の
冷
た
き
…
…
な
ど
、

か
ら
だ
が
ま
だ
寒
き
に
馴
れ
な
い
の

で
、
夕
方
の
急
な
冷
え
こ
み
に
、
は

っ
と
お
ど
ろ
か
き
れ
ま
す
。

▽
寒
く
な
る
と
血
圧
が
あ
が
る
と
い

う
か
た
が
多
い
よ
う
で
す
。
血
圧
は

体
温
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
人
の
平

均
的
な
最
高
と
最
低
が
健
康
の
目
安

の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

年
齢
に
関
係
な
く
、
最
高
百
十
か
ら

百
五
十
、
最
低
は
そ
の
三
分
の
二
を

い
ち
お
う
健
康
状
態
の
基
準
と
し
て

い
ま
す
。
血
圧
の
高
い
か
た
は
、
こ

れ
か
ら
が
一
番
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
季
節
で
す
。

▽
か
ぜ
な
ど
気
管
の
病
気
も
多
く
な

り
ま
す
。
　
「
か
ぜ
な
ん
か
…
」
と
病

気
の
仲
間
か
ら
は
ず
し
て
考
え
な
い

で
用
心
し
て
く
だ
き
い
。

暗も北朝
くぬのつ
　く山く
　みに日
　て照う
牧鴨りす
　一つき
水のち紅
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間災予防週
11月27日まで

あ
な
た
に
も
は
じ
め
は
消
せ
る
小
さ
な
火

用
意
し
、
寝
た
ま
ま
で
す
う
こ
と
の
な

い
よ
う
に
、
喫
煙
時
の
安
全
の
確
保
に

つ
と
め
ま
し
よ
う
。

し
ま
し
よ
う
。

で
き
ま
せ
ん
。
）

（
屋
内
に
置
く
こ
と
は

1　
　
　
忘

雄熱曇
＼窪隻

2

、
」
，
．
・

N

懸
叢

　
　
　
　
　
　
義

〒
秘
鍵

火
ら

国全の秋
11月26日か

一ミミ

鳴
ミ

」
戸

　
い
よ
い
よ
火
災
シ
ー
ズ
ン
に
は
い
り

ま
し
た
、
火
災
は
一
瞬
の
油
断
か
ら
発

生
し
、
全
て
を
焼
｝
略
ろ
く
し
て
し
ま
い

ま
す
。
本
町
で
は
以
前
は
山
林
火
災
が

多
く
発
生
し
て
い
ま
し
た
が
、
近
年
は

家
屋
の
火
災
も
増
え
て
い
ま
す
。
こ
と

に
養
蚕
が
キ
・
・
か
ん
に
な
一
．
て
き
た
．
の
に

と
も
な
い
こ
と
し
三
件
の
養
蚕
室
火
災

が
発
生
し
て
お
り
、
大
》
、
・
な
損
害
が
で

て
い
ま
す
．

　
本
年
も
恒
例
の
秋
．
の
全
国
火
災
予
防

運
動
が
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
十
二
月

二
日
ま
で
実
施
ふ
・
・
れ
ま
す
が
、
私
た
ち

は
、
日
頃
か
ら
防
火
．
の
心
得
を
生
活
行

動
と
し
て
習
慣
づ
け
て
お
く
こ
と
が
大

申7

ﾈ
こ
と
で
謬
ヲ
。
た
と
え
ば
ア
イ
ロ
ン

を
庫
使
っ
た
あ
と
コ
ン
セ
ン
ー
、
－
か
・
リ
コ
ー

ド
を
は
ず
す
際
に
も
「
火
の
用
心
」
の

こ
と
を
意
識
し
な
（
て
・
も
習
慣
で
す
C

に
は
ず
す
シ
こ
つ
い
に
な
り
．
た
い
・
し
の
で

す
．

　
出
か
け
る
と
き
、
寝
る
と
き
は
火
の

元
を
確
か
め
た
り
、
タ
バ
コ
を
す
う
と

き
は
必
ず
灰
皿
を
用
意
し
た
り
、
コ
ン

ロ
、
ス
ト
ー
ブ
の
ま
わ
り
は
い
つ
も
き

れ
い
に
片
づ
け
て
お
く
な
ど
、
す
べ
て

習
慣
づ
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
火
事
に
な
っ
た
ら
ど
う
す
る
か
と
い

う
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
た
い
せ
つ
な
こ
と

で
す
が
〃
ど
う
し
た
ら
火
事
を
出
さ
な

い
よ
う
に
で
き
る
か
〃
、
台
所
な
ど
の

火
を
使
う
場
所
に
つ
い
て
、
家
族
み
ん

な
で
日
頃
か
ら
話
し
合
い
、
工
夫
し
て

み
ま
し
よ
う
。

た
ば
こ
の
投
捨
て
と

寝
た
ば
こ
の
禁
止

　
た
ば
こ
が
原
因
で
起
こ
る
火
災
が
火

災
原
因
の
な
か
で
最
も
高
い
比
率
を
占

め
、
ま
た
年
り
、
増
加
．
の
傾
向
に
あ
り
ま

す
。
た
ば
こ
を
す
う
時
は
必
ず
灰
皿
を

暖
房
器
具
の

正
し
い
使
い
方

　
寒
さ
が
厳
し
く
な
る
と
ス
ト
ー
ブ
や

そ
の
他
の
暖
房
器
具
を
使
う
こ
と
が
多

く
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
器
具
は
そ
の

取
扱
い
や
使
用
方
法
を
誤
る
と
火
災
の

原
因
と
な
り
ゃ
す
い
の
で
〃
正
し
い
使

用
方
法
”
で
火
災
の
発
生
を
未
然
に
ふ

せ
ぐ
よ
う
に
心
が
け
ま
し
よ
う
。

　
特
に
、
今
日
各
家
庭
で
多
く
使
用
き

れ
て
い
る
石
油
ス
ト
ー
ブ
は
、
狭
い
場

所
や
、
カ
ー
テ
ン
、
ふ
す
ま
な
ど
の
近

く
で
使
用
し
た
り
、
燃
焼
中
に
給
油
ま

た
は
移
動
し
た
り
し
て
火
災
と
な
る
事

例
が
多
い
の
で
、
使
用
場
所
、
取
扱
い

や
不
良
か
所
の
修
理
な
ど
に
じ
ゅ
う
ぶ

ん
に
注
意
し
て
く
だ
き
い
。

プ
ロ
パ
ン
ガ
ス

の
事
故
防
止
を

　
最
近
．
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
が
各
家
庭
に
普

及
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
事
故
も
増

え
て
い
ま
す
。
正
し
い
取
扱
い
に
よ
っ

て
事
故
軽
重
に
つ
と
め
て
く
だ
さ
い
。

ボ
ン
ベ
は
屋
外
に

　
プ
ロ
ペ
ン
づ
ス
の
ボ
ン
ベ
は
屋
外
の

風
通
し
の
よ
い
日
陰
の
場
所
を
選
ん
で

置
玉
、
・
、
取
峡
日
え
は
必
ず
販
売
係
に
依
頼

配
管
は
正
し
く

　
配
管
．
の
し
ろ
う
と
丁
事
は
危
険
で
す

の
で
、
必
ず
販
売
店
に
椙
談
し
、
配
管

の
と
｝
、
・
は
必
ず
ガ
ス
漏
れ
検
査
を
受
け

ま
し
よ
う
。
ゴ
ム
管
は
ヒ
ビ
割
が
は
い

り
や
す
い
の
で
早
目
に
取
り
か
え
る
よ

う
こ
し
ま
し
よ
う
．
。

ガ
ス
点
火
の
心
得

　
ガ
ス
を
使
う
前
に
「
ニ
オ
イ
ー
」
を
か

y
、
－
、
ガ
ス
漏
れ
が
な
い
か
を
確
め
、
マ

ッ
チ
を
す
っ
て
、
コ
ッ
ク
．
を
開
い
て
か

ら
点
火
す
る
よ
う
に
し
ま
し
よ
う
。

ガ
ス
漏
れ
の
時
は

　
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
は
空
片
鳳
よ
し
り
重
い
．
の

ば．

E
下
の
方
に
流
れ
ま
す
。
ガ
ス
漏
れ
の

時
は
元
セ
ン
を
し
め
、
付
近
の
戸
を
開

け
て
、
ホ
ゥ
キ
な
ど
で
掃
｝
、
、
出
し
ま
し

ょ
う
。
そ
し
て
、
た
だ
ち
に
販
売
店
に

連
絡
し
、
修
理
が
す
ん
で
か
ら
使
用
す

る
よ
う
に
し
ま
し
よ
う
。
し
ろ
う
と
．
の

判
断
は
た
い
へ
ん
危
険
で
す
。

外
出
前
、
ね
る
前
に

元
セ
ン
の
確
認
を

　
外
出
前
や
ね
る
前
に
は
必
ず
家
族
み

ん
な
で
元
セ
ン
が
閉
ま
っ
て
い
る
か
ど

う
か
を
確
認
し
、
ガ
ス
漏
れ
等
に
よ
る

．
．
∵
故
の
防
止
に
つ
と
め
ま
し
よ
う
、

曙昭48．11二二報町3

48

N
度
の
町
道
整
備
事
業

蕨鄭

y
勧
改
良
な
ど
着
工

　
近
年
生
活
の
広
域
化
、
都
市
化
と
急

速
な
自
動
車
の
増
加
と
多
様
化
に
と
も

な
い
、
道
路
の
も
つ
使
命
は
ま
す
ま
す

重
要
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
、

　
本
町
の
道
路
現
況
は
総
延
長
十
万
三

千
百
五
十
九
督
で
、
そ
の
う
ち
改
良
済

延
長
が
一
万
六
千
七
百
八
十
五
層
（
一

六
％
）
と
な
っ
て
お
り
、
舗
装
率
は
約

八
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
僑
も

五
十
六
あ
り
、
総
延
長
九
万
↓
千
百
八

十
四
・
の
う
ち
永
久
橋
が
七
万
八
千
百

十
＝
㌶
　
門
　
（
「
八
上
ハ
％
）
　
叫
㌦
詣
ヲ
。

　
未
改
良
、
未
舗
装
の
町
道
整
備
に
つ

い
て
は
、
み
な
さ
ん
の
ご
要
望
に
こ
た

え
る
よ
う
に
毎
年
多
額
の
経
費
を
投
じ

て
そ
の
整
備
促
進
に
努
力
し
て
い
ま
す

が
、
町
道
整
備
に
対
す
る
国
、
県
の
助

成
は
公
共
事
業
と
し
て
認
定
さ
れ
た
も

の
に
限
ら
れ
、
そ
の
ほ
か
は
町
の
一
般

財
源
で
ま
か
な
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
の
で
、
町
の
総
合
計
画
に
も
と
づ
き

生
活
に
直
結
す
る
幹
線
道
路
か
ら
計
画

的
に
整
備
す
る
方
針
で
す
。

　
昭
和
四
十
八
年
度
．
事
業
と
し
て
計
画

斗
・
」
れ
て
い
る
町
道
改
良
工
～
の
入
札
を

十
月
三
日
に
行
な
い
、
い
ま
工
事
を
す

す
め
て
い
ま
す
の
で
そ
の
も
よ
う
を
お

知
ら
せ
し
、
関
係
住
民
の
み
な
さ
ん
の

ご
協
力
を
わ
ね
が
い
し
ま
す
。

　
　
東
郷
橋
1
稲
葉
野
線
（
町
道
）

　
延
長
九
百
八
十
層
、
幅
四
層
の
改
良

工
事
で
、
完
成
は
来
年
二
月
二
十
八
日

の
予
定
で
す
。
こ
の
工
事
は
国
庫
補
助

事
業
と
し
て
四
十
七
年
度
か
ら
の
継
続

工
事
で
一
級
町
道
二
千
四
百
岩
の
改
良

工
事
は
四
十
九
年
度
に
完
成
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
池
野
一
白
樫
線
（
町
道
）

　
延
長
五
百
九
十
八
層
、
幅
四
B
嗣
の
改

良
工
事
を
町
の
単
独
事
業
で
行
な
い
ま

主
婦
の
パ
ー
ト

収
入
と
税
金

　
最
近
、
パ
ー
ト
に
出
か
け
る
奥
さ
ん

方
が
ふ
え
て
い
ま
す
。
こ
の
傾
向
は
、

経
済
生
活
が
発
達
す
る
に
つ
れ
て
ま
す

ま
す
強
ま
っ
て
い
く
よ
う
で
す
。
そ
こ

で
、
パ
ー
ト
収
入
が
あ
っ
た
場
合
、
税

金
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
で
ご
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

　
ご
主
人
の
源
泉
所
得
税
を
計
算
す
る

と
き
に
は
、
配
偶
者
控
除
が
差
し
引
か

れ
ま
す
が
、
奥
さ
ん
の
ほ
う
に
パ
ー
ト

な
ど
で
一
定
額
以
上
の
収
入
が
あ
り
ま

す
と
、
こ
の
配
偶
者
控
除
は
差
し
引
か

れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ば
か

す
。
完
成
は
来
缶
，
二
月
十
五
日
の
予
定

で
す
。

　
　
日
ケ
道
ー
ワ
ラ
ビ
ノ
線
（
町
道
）

　
延
長
五
十
五
u
，
，
、
十
四
督
の
改
良
工

事
を
町
の
単
独
事
業
で
行
な
い
ま
す
。

十
二
月
十
日
に
完
成
の
予
定
で
す
。

　
　
稲
葉
野
橋
架
替
（
町
道
）

　
老
朽
化
し
て
危
険
に
な
っ
て
い
た
稲

葉
野
橋
を
国
庫
補
助
事
業
で
架
替
え
ま

す
。
延
長
十
。
五
督
、
幅
四
層
で
来
年

一
月
三
十
一
日
に
完
成
の
予
定
で
す
。

　
　
多
武
の
木
一
平
田
線
（
町
道
）

　
延
長
百
四
十
瓠
、
幅
五
経
の
改
良
工

事
を
町
の
単
独
事
業
で
行
な
い
ま
す
。

完
成
は
十
二
月
二
十
日
の
予
定
で
す
。

り
か
バ
ー
ト
収
入
自
体
に
も
所
得
税
が

か
か
っ
て
き
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
気
に
な
る
の
が
、
い
っ
た

い
い
く
ら
位
ま
で
の
パ
ー
ト
収
入
な
ら

配
偶
者
控
除
は
受
け
ら
れ
る
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
い
ろ
い
ろ
計
算
し
て
み
ま

す
と
、
奥
さ
ん
の
パ
ー
ト
収
入
が
年
間

三
十
四
万
二
千
円
よ
り
少
な
い
と
き
、

つ
ま
り
月
平
均
二
万
八
千
五
百
円
よ
り

少
な
け
れ
ば
配
偶
者
控
除
が
受
け
ら
れ

ま
す
。
ま
た
、
奥
さ
ん
自
身
の
所
得
税

は
パ
ー
ト
収
入
が
月
平
均
三
万
四
千
円

よ
り
少
な
け
れ
ば
か
か
り
ま
せ
ん
、

　
こ
の
よ
う
に
奥
さ
ん
の
パ
ー
ト
収
入

も
金
額
に
よ
っ
て
は
配
偶
者
控
除
が
受

け
ら
れ
た
り
、
所
得
税
が
か
か
ら
な
か

っ
た
ケ
す
る
わ
け
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
延
岡
税
務
署

　
　
で
あ
っ
た
。
調
査
が
終
る

　
と
観
光
で
あ
る
。

　
　
ロ
ー
マ
は
か
つ
て
ヨ
ー

　
ロ
ッ
パ
を
支
配
し
た
時
代

　
が
あ
り
、
数
々
の
遺
跡
が

　
い
た
る
と
こ
ろ
に
み
ら
れ

　姑 　．

野
ヨ
占
・
パ
の
旅

舜～　　
九
日
間
の
ア
メ
リ
カ
の
旅
を
終
り

論
告
腿
鉱
緩
儒

チ
f
ツ
、
オ
フ
ン
ダ
、
ス
エ
ー
デ
ン
、

辱
フ
ラ
ン
ス
、
で
ギ
リ
ス
の
七
ヵ
国
を

解
十
五
日
間
で
回
る
ず
い
ぶ
ん
い
そ
が

　
し
い
ま
た
窮
屈
な
旅
で
あ
っ
た
。

冨
調
査
は
あ
ら
か
じ
め
文
書
で
通
知

　
し
、
回
答
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
て

．
い
た
が
、
質
疑
に
な
る
と
通
訳
の
こ

　
と
ば
使
い
か
ら
い
ろ
い
ろ
の
ち
が
い

　
が
あ
り
歯
が
ゆ
い
思
い
も
し
ば
し
ば薩

　
　
　
ス
イ
ス
は
山
と
川
と
の
国
で
あ

　
　
　
レ
マ
ン
湖
畔
の
静
土
粛
き
♪
一
嗜
帆
水

　

舜
の
美
し
き
に
旅
情
を
な
ぐ
さ
め
ら
れ

　
る
三
千
八
百
耕
の
モ
ン
ブ
ラ
ン
の
展

　
望
台
に
立
っ
た
時
は
こ
う
ご
う
し
い

　
ま
で
の
山
の
美
し
き
に
魅
了
さ
れ
た

　
　
西
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
ン
河
は
四
百
層

　
の
川
幅
に
満
々
と
た
た
え
た
水
が
ゆ

　
る
や
か
に
流
れ
て
い
る
。
ハ
イ
ネ
の

　
詩
で
有
名
な
ロ
ー
レ
ラ
イ
の
風
景
は

　
ま
き
に
圧
巻
で
あ
っ
た
。
風
車
で
名

驚
懇
望
撫

　
　
エ
　
　
　
へ

～
カ
な
ー
ス
エ
ー
デ
ン
は
す
で
に
紅
葉

・
・
山
が
鮮
や
か
で
あ
三
∴

　
ベ
ル
賞
伝
達
式
場
の
コ
ン
ヰ
・
・
ト
ホ
チ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
ー
ル
も
印
象
に
残
る
。
　
　
　
　
　
㍉

　
　
フ
ラ
ン
ス
は
美
術
の
円
花
の
よ

　
り
で
レ
オ
ナ
ル
ド
ダ
ウ
イ
ン
チ
の
モ
へ

灘
羅
讐

の
を
忘
れ
き
せ
る
．
三
ド
・
で
急

　
テ
ー
ム
ズ
河
の
流
れ
、
　
「
，
旅
愁
」
の
　
チ

舞
台
と
な
っ
た
ウ
・
！
f
ブ
リ
恕

鶯
総
髭
遷

な
ロ
ン
ド
ン
塔
。
　
　
　
》

　
　
　
　
　
　
十
五
日
間
の
旅
は
一
瞬
強

表
讐
隠
題
鍵

　
　
　
　
　
一
・
て
思
う
こ
と
は
・
日
幾

想
　
　
　
　
　
の
よ
う
な
島
国
と
ち
が
っ
》

　　

@　

@
ヂ
、
陸
続
き
に
国
境
が
あ
・
　

押
鰍
鰭
纒
鵬
珪
諺
　

　
面
が
あ
っ
た
。
反
目
と
協
力
、
こ
う
母

蹴
蒜
前
議
糟
取
課
麓
》

　
う
で
あ
れ
、
今
後
の
発
展
国
民
の
幸
ヂ

せ
は
・
暖
い
が
立
場
憲
重
し
鋸

鞍
雛
攣
が
大
き
～

＋
裳
階
認
鴬
鑑
昼
、
墓

の
で
あ
る
が
、
示
し
み
じ
み
と
思
う
母

　
こ
と
は
、
日
太
・
に
生
ま
れ
た
喜
び
で
チ

あ
る
・
　
　
　
　
　
　
荊

’
．
．
．
（
隙
弘
浮
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国
民
年
金
制
度
の
改
正
法
案
が
、
こ

の
ほ
ど
国
会
で
成
立
し
、
国
民
年
金
が

素
晴
ら
し
い
制
度
に
改
善
さ
れ
ま
し
た

年
金
・
給
付
の
額
の
大
幅
な
引
上
げ
、

物
価
ス
ラ
イ
ド
制
の
導
入
、
五
年
年
金

の
再
加
入
を
は
じ
め
、
福
祉
年
金
の
支

給
制
限
緩
和
や
、
2
級
障
害
福
祉
年
金

の
支
給
、
老
齢
特
別
給
付
金
の
新
設
な

ど
、
盛
り
だ
く
さ
ん
な
国
民
年
金
の
改

善
内
容
を
、
さ
っ
そ
く
お
知
ら
せ
い
た

し
ま
し
ょ
う
。拠

出
年
金

国
民
年
金
の
拠
出
制
老
齢
年
金
を
受

　
国
民
年
金
制
度
が
発
足
し
た
当
時

五
十
歳
か
ら
五
十
五
歳
夫
満
だ
っ
た

明
治
三
十
九
年
四
月
二
日
か
ら
同
四

十
四
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
れ
た
人

夜
《
鰯
3
た

け
る
た
め
に
は
、
本
来
は
二
十
五
年
の

資
格
（
加
入
）
期
間
が
必
要
で
す
が
、

高
齢
者
の
た
め
に
、
こ
の
期
間
を
十
年

に
短
縮
し
た
、
い
わ
ゆ
る
十
年
年
金
と

よ
ば
れ
る
「
特
別
老
齢
年
金
．
「
が
、
す

で
に
昭
和
四
十
六
年
か
ら
年
金
の
支
給

を
開
始
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
十
任
，
年
金
の
年
金
額
が
大
幅
に

引
上
げ
ら
れ
、
現
在
の
月
額
五
千
円
が

一
挙
に
一
万
二
千
五
百
円
と
、
二
・
五

倍
の
額
に
な
り
ま
す
。

　
引
上
げ
ら
れ
る
の
は
昭
和
四
十
九
年
」

↓
月
毛
か
ら
で
十
年
年
金
の
受
給
者
の

方
々
に
と
っ
て
、
ま
た
と
な
い
朗
報
と

な
り
ま
し
た
。

祉
係
で
手
続
き
を
し
て
い
た
だ
き
ま

す
が
、
保
険
料
は
昭
和
四
十
五
年
六

月
分
か
ら
一
ヵ
月
に
九
百
円
の
割
で

納
め
る
こ
と
に
な
り
、
き
ら
に
今
後

一
五
年
年
金
」
加
入
の
再
開

た
ち
で
十
年
年
金
や
五
年
年
金
に
加

入
し
な
か
っ
た
人
に
再
び
五
年
年
金

に
加
入
す
る
み
ち
が
開
か
れ
ま
し
た

　
加
入
を
希
望
す
る
方
は
、
昭
和
四

十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
町
福

昭
和
五
十
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
、

合
計
五
年
分
の
保
険
料
を
納
め
る
と

昭
和
五
十
年
七
月
分
か
ら
五
年
年
金

が
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

5
年
年
金
は
月
額

二
千
五
百
円
か
ら

八
千
円
に
引
上
げ

　
高
齢
任
意
加
入
で
、
加
入
期
間
が
五

年
で
い
い
、
い
わ
ゆ
る
五
年
年
金
は
、

昭
和
五
十
年
か
ら
支
給
が
開
始
さ
れ
る

特
例
の
老
齢
年
金
で
す
が
、
い
ま
予
定

き
れ
て
い
る
月
額
二
千
五
百
円
の
年
金

額
が
、
八
千
円
に
引
上
げ
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
五
年
年
金
は
、
す
で
に
昭
和
五

十
四
任
，
六
月
で
、
加
入
の
届
出
を
打
ち

切
り
ま
し
た
が
、
改
め
て
加
入
の
道
が

開
か
れ
る
も
の
で
す
。
　
（
「
五
年
任
－
金

加
入
の
再
開
．
一
の
項
参
照
）

〃
夫
婦
五
万
円
年
金
〃
と
い

わ
れ
る
意
味
は
…
…

　
国
民
年
金
の
拠
出
制
老
齢
年
金
は
、

老
齢
年
金
の
定
額
計
算
基
礎
と
い
わ
れ

る
算
式
に
よ
っ
て
計
算
き
れ
ま
す
。

　
例
え
ば
、
二
十
五
年
間
、
保
険
料
を

キ
チ
ン
と
納
め
た
人
の
老
齢
年
金
の
額

は
み
’
三
二
こ
円
×
三
C
O
月
．
∀
で
九
万

六
干
円
が
年
額
と
な
り
、
月
に
八
千
円

に
な
り
ま
す
。

　
そ
れ
が
、
年
金
額
の
算
定
基
礎
額
の

現
行
三
二
C
円
は
、
二
・
五
倍
引
上
げ

ら
れ
て
昭
和
四
十
九
年
一
月
か
ら
八
【
．
）

C
円
に
な
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
前
例
の
算
式
は
《
八
（
》
．
．
）
円

×
三
C
⊂
月
》
と
な
り
、
年
額
二
十
四

万
円
、
月
額
に
す
る
と
二
万
円
で
す
．
．

ま
た
、
こ
の
ほ
か
に
附
加
保
険
料
（
現

行
の
所
得
比
例
保
険
料
）
を
納
め
た
場

合
の
計
算
基
礎
で
あ
る
百
八
十
円
が
二

百
円
に
引
上
げ
ら
れ
ま
す
か
ら
二
十
五

年
間
、
附
加
保
険
料
を
納
め
る
と
年
に

六
万
円
で
月
額
五
千
円
に
な
り
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
夫
婦
が
そ
ろ
っ
て
二
十
五

年
間
、
附
加
保
険
料
を
納
め
て
、
受
け

ら
れ
る
年
金
の
額
は
、

　
へ
2
万
円
×
2
⊥
．
5
千
円
×
2
V
・
と

い
う
計
算
か
ら
、
二
人
分
を
合
わ
せ
て

月
に
五
万
円
に
な
る
わ
け
で
す
。
し
か

し
こ
れ
は
現
在
の
計
算
上
の
話
で
、
実

際
に
は
、
今
後
も
給
付
水
準
の
改
定
が

加
え
ら
れ
て
い
く
の
で
、
き
ら
に
多
い

年
金
の
額
に
な
り
ま
す
。

物
価
が
あ
が
れ
ば

年
金
額
も
引
上
げ
ら
れ
ま
す

　
国
民
年
金
は
、
国
民
の
生
活
水
準
等

．
の
変
動
に
応
じ
て
、
五
年
に
一
度
は
年

金
給
付
の
額
の
改
正
を
は
か
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
今
回
の
改
正
で
き

ら
に
消
費
者
物
価
指
数
が
年
に
五
％
以

上
あ
が
っ
た
り
し
た
と
｝
、
、
に
は
、
こ
れ

に
見
合
っ
て
年
金
の
額
を
引
上
げ
る
と

い
う
物
価
ス
ラ
ィ
ー
ド
制
が
と
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
で
将
来
に
わ
あ
ナ
．
て
安
定
し
た

年
金
の
価
値
が
維
持
き
れ
る
こ
と
に
な

’．

ｽ
わ
け
で
す
。

新たに老齢特別給付金

谷間老人の方に月4，000円・

　
国
民
年
金
の
拠

出
制
老
齢
年
金
が

受
け
ら
れ
な
い

で
、
し
か
も
満
七

十
歳
（
障
害
者
は

六
十
五
歳
）
に
な

る
ま
で
老
齢
福
祉

年
金
．
の
恩
恵
も
受

け
る
こ
と
の
で
斗
、
、

な
い
、
い
わ
ゆ
る

国
民
年
金
の
〃
谷

間
人
口
”
に
あ
る

ご
老
人
た
ち
に
今

度
．
の
改
正
で
「
、
老

齢
特
別
給
付
金
．
」

が
支
給
き
れ
る
こ

♪
」
厚
」
へ
㌧
り
ま
｝
し

た
。　

こ
れ
は
明
治
三

＋
九
年
四
月
↓
日

以
前
に
生
ま
れ
た
人
で
国
民
年
金
の
拠

出
（
保
険
料
納
付
）
が
開
始
き
れ
た
昭

和
三
十
六
年
四
月
一
日
に
、
五
十
五
歳

を
；
一
え
、
現
在
、
六
十
七
、
八
、
九
歳

台
の
ご
老
人
に
も
、
年
金
を
支
給
し
よ

う
と
い
う
も
の
で
、
昭
和
四
十
九
年
一

月
か
ら
月
に
四
千
円
の
老
齢
特
別
給
付

金
．
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
受
給
資
格
の
あ
る
方
は
、
町
福
祉

係
に
お
問
合
わ
せ
．
の
う
え
、
給
付
金
の

請
求
手
続
を
な
き
っ
て
く
だ
さ
い
。
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給
付
の
改
善
で

保
険
料
も
改
定

　
拠
出
制
の
国
民
年
金
は
、
加
入
し
た

だ
け
で
は
年
金
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

保
険
料
を
納
め
忘
れ
た
り
、
怠
っ
た
り

す
る
と
、
せ
っ
か
く
の
給
付
が
受
け
ら

れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
．
。

　
こ
の
保
険
料
に
も
、
任
意
加
入
・
強

制
加
入
の
別
や
、
年
齢
に
か
か
わ
り
な

く
、
国
民
年
金
に
加
入
し
た
人
は
必
ら

ず
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
定
額
保

険
料
」
と
、
よ
り
多
い
年
金
を
受
け
る

た
め
に
上
乗
せ
し
て
納
め
る
「
附
加
年

金
保
険
料
」
　
（
従
来
の
所
得
比
例
保
険

料
）
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
昭
和
四

十
九
年
一
月
分
か
ら
次
の
よ
う
に
改
定

さ
れ
ま
す
。

　
定
額
保
険
料

　
　
月
額
九
C
C
円
に

　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
4
8
年
1
2
月
分

　
　
　
　
　
　
ま
で
は
五
五
〔
）
円
）

　
附
加
保
険
料

　
　
月
額
四
〇
〇
円
に

　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
4
8
年
1
2
月
分

　
　
　
　
　
　
ま
で
は
三
五
〇
円
）

未
納
保
険
料
の
特
例
納
付
が

認
め
ら
れ
ま
す

　
国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
納
め
ず
に

二
年
間
を
経
過
し
た
も
の
は
、
そ
の
後

納
め
た
く
て
も
納
め
ら
れ
な
い
建
前
に

な
一
．
て
い
ま
す
が
、
今
回
の
改
正
で
、

昭
和
四
十
九
年
↓
月
か
ら
昭
和
五
十
年

十
二
月
ま
で
の
二
年
間
に
五
一
ノ
て
、
納

め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
過
去
の

未
納
保
険
料
を
、
月
額
九
百
円
の
割
で

納
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　
未
納
保
険
料
（
期
間
）
の
あ
る
方
は

ア
」
の
機
会
に
納
付
し
て
、
年
金
権
を
確

保
し
ま
し
ょ
う
。

奥
さ
ま
も
付
加
年
金
保
険
料

が
納
め
ら
れ
ま
す

　
い
ま
ま
で
の
所
得
比
例
保
険
料
は
、

所
得
の
あ
る
人
し
か
納
め
ら
れ
な
か
っ

た
も
の
で
す
が
、
今
回
の
改
正
で
、
附

加
保
険
料
は
、
保
険
料
の
免
除
を
受
け

て
い
る
人
を
除
け
ば
、
誰
れ
で
も
納
め

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。　

こ
れ
で
、
よ
り
多
い
年
金
が
受
け
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

マ
イ
ホ
ー
ム
づ
く
り
の
住
宅
資

金
貸
付
制
度
が
で
き
ま
し
た

　
自
分
で
住
む
た
め
の
住
宅
を
建
て
た

り
改
築
し
た
り
、
建
売
住
宅
な
ど
を
購

入
す
る
た
め
の
、
い
わ
ゆ
る
住
宅
資
金

の
貸
付
制
度
が
新
し
く
設
け
ら
れ
ま
し

た
．　

こ
の
資
金
を
借
り
ら
れ
る
の
は
、
国

民
年
金
の
加
入
者
で
あ
る
こ
と
。
ま
た

．
一
の
加
入
（
被
保
険
者
）
期
間
が
五
年

以
上
で
あ
っ
て
、
こ
の
資
金
の
貸
出
し
層

を
申
込
ん
だ
時
か
ら
過
去
二
年
間
の
保

険
料
が
キ
チ
ン
と
納
め
て
あ
る
人
で
、

そ
れ
に
本
人
が
収
入
が
あ
る
こ
と
と
き

れ
、
そ
の
収
入
は
貸
付
金
の
初
回
返
済

額
の
五
倍
以
上
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
　
（
約
三
万
五
、
六
千
円
の
見

込
み
）

　
貸
出
き
れ
る
金
額
は
五
十
万
円
。
返

済
期
間
十
年
。
元
金
均
等
返
済
で
、
利

子
は
年
に
六
分
二
厘
（
六
・
二
％
）
。

　
申
込
は
住
宅
金
融
公
庫
の
窓
［
［
で
行

な
わ
れ
ま
す
。

国
庫
負
担
の
は
な
し

　
国
民
年
金
制
度
は
国
営
の
制
度
で
す

か
ら
年
金
給
付
費
用
や
事
務
経
費
な
ど

に
つ
い
て
、
国
も
大
き
な
負
担
を
し
て

い
ま
す
。

　
福
祉
年
金
や
、
こ
ん
ど
新
た
に
支
給

き
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
「
老
齢
特
別
給

付
金
」
、
雪
務
費
は
全
額
を
国
が
負
担

し
て
い
ま
す
、
ま
た
、
私
た
ち
が
保
険

料
を
納
め
る
と
、
そ
の
時
、
国
も
、
そ

の
半
額
に
当
る
金
額
を
負
担
し
て
積
立

て
ま
す
。

　
今
度
の
改
正
で
は
、
十
年
年
金
な
ど

経
過
的
老
齢
年
金
の
、
優
遇
部
分
に
つ

い
て
の
国
庫
負
担
の
割
合
を
三
分
の
一

か
ら
二
分
の
一
に
引
上
げ
ま
し
た
。
こ

．
の
こ
と
は
十
年
年
金
の
給
付
費
の
約
四

十
％
を
国
が
負
担
す
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
ま
す
。

箆
増
鰍
月
額
5
千
円
に

福
祉
年
金

　
国
民
年
金
に
は
、
保
険
料
を
納
め
て

受
け
る
拠
出
制
の
年
金
と
、
無
拠
出
の

福
祉
年
金
が
あ
り
ま
す
。

　
今
回
の
改
正
で
、
こ
の
福
祉
年
金
の

額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
つ
ぎ
の
よ
う
に
改
善

き
れ
、
今
年
の
十
月
分
か
ら
引
ヒ
げ
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
．

①
老
齢
福
祉
年
金

　
　
月
額
　
五
干
円

　
　
　
　
　
（
従
前
額
三
千
三
百
円
）

　
②
障
害
福
祉
年
金

　
。
月
額
　
　
一
級
七
千
五
百
円

　
　
　
　
　
（
従
前
額
五
千
円
）

　
　
二
級
（
新
設
）
老
齢
福
祉
年
金
と

　
同
額
・
月
五
干
円
（
実
施
月
未

　
定
）

③
母
子
・
準
母
子
・
福
祉
年
金

　
月
額
　
　
六
工
－
五
百
円

　
　
　
　
（
従
前
額
四
千
三
百
円
）

【
改
善
さ
れ
た
各
種
福
祉
年
金
の
額

　
は
、
す
で
に
支
給
さ
れ
て
い
る
年

　
金
に
つ
い
て
も
同
額
に
引
上
げ
ら

　
れ
る
こ
と
に
は
り
ま
し
た
】

支
給
制
限
も
大
幅

に
緩
和
さ
れ
ま
す

　
福
祉
年
金
は
、
す
べ
て
国
の
負
担
で

支
払
わ
れ
る
年
金
で
す
か
ら
、
支
給
に

は
、
い
ろ
い
ろ
な
制
限
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
支
冶
刊
限
に
つ
い
て
も
大
幅

な
改
善
が
は
か
ら
れ
ま
し
た
。

①
占
得
制
限
の
緩
和

　
扶
養
義
務
者
の
所
得
制
限
は
、
従
前

の
二
百
五
十
万
円
か
ら
、
大
幅
に
改
善

緩
和
き
れ
、
年
収
六
百
万
円
（
六
人
世
帯

の
場
合
）
が
限
度
額
と
き
れ
ま
し
た
。

こ
の
大
幅
緩
和
で
実
際
に
は
、
ほ
ぼ
撤

廃
き
れ
た
と
同
様
の
効
果
が
あ
る
と
い

わ
れ
ま
す
。

　
老
齢
福
祉
年
金
等
の
本
人
所
得
制
限

に
つ
い
て
は
、
非
課
税
限
度
額
を
メ
ド

に
し
て
限
度
額
の
緩
和
が
は
か
ら
れ
、

住
民
税
非
課
税
限
度
額
四
十
三
万
円
に

対
応
し
た
収
入
額
六
十
七
万
円
（
単
身

世
帯
の
場
合
）
の
線
で
き
め
ら
れ
ま
し

た
。　

母
子
福
祈
年
金
の
太
物
所
得
制
限
に

つ
い
て
は
、
年
収
二
百
三
十
万
円
へ
六

人
世
帯
）
が
限
度
額
と
な
り
ま
し
た
。

⑤
恩
給
等
と
の
併
給
の
緩
和

　
普
通
扶
助
料
等
と
の
併
給
制
限
に
つ

い
て
は
限
度
額
が
穴
万
円
か
ら
十
万
円

に
緩
和
き
れ
ま
し
た
。

　
戦
争
公
務
に
よ
る
公
務
扶
助
料
等
に

つ
い
て
は
現
行
の
中
尉
（
そ
の
家
族
）

ま
で
の
限
度
を
大
尉
ま
で
拡
げ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

2
級
障
害
福
祉
年
金
が

新
た
に
支
給
さ
れ
ま
す

　
障
害
福
祉
年
金
の
支
給
対
象
を
拡
げ

て
、
二
級
障
害
の
人
に
も
障
害
福
祉
年

金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

　
支
給
き
れ
る
年
金
の
額
は
、
老
齢
福

祉
年
金
と
同
額
と
き
れ
て
い
ま
す
が
、

実
施
の
時
期
は
未
定
で
す
。
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年
末
の
交
通
事
故
防
止

老
人
と
こ
ど
も
は
赤
信
号

　
例
年
、
年
末
が
近
づ
く
と
自
動
車
と

入
の
動
き
が
一
段
と
は
げ
し
く
な
る
の

で
、
交
通
事
故
が
め
ぜ
っ
て
ふ
え
て
㍉
・
－

ま
す
。
交
通
事
故
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る

〃
交
通
弱
者
”
で
あ
る
歩
行
者
に
多
く

の
犠
牲
者
が
出
る
こ
と
は
、
さ
け
ら
れ

ま
せ
ん
が
、
と
く
に
お
と
し
よ
り
と
こ

ど
も
の
死
亡
事
故
が
そ
の
ほ
と
ん
ど
を

占
め
て
い
ま
す
。

　
マ
イ
カ
ー
を
中
心
と
す
る
自
家
用
乗

用
車
に
よ
る
事
故
も
目
立
っ
て
い
ま
す

が
、
車
両
全
体
の
事
故
原
因
で
み
る
と

交
通
事
故
に
い
ち
ば
ん
関
係
の
深
い
ス

ピ
ー
ド
違
反
と
酒
酔
い
運
転
の
増
加
が

き
わ
立
っ
て
い
ま
す
。

厚
．謬

君
影

・
㍗
臓
・
・聞幽唾

蟻
・
麟罫

　　

@翰
～
ず

　
そ
こ
で
、
車
の
運
転
者
は
、
こ
れ
ら

の
違
反
を
し
な
い
よ
う
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん

注
意
す
る
と
と
も
に
、
次
の
点
に
気
を

配
っ
て
歩
行
者
ー
ー
と
く
に
こ
ど
も
や

お
と
し
よ
り
を
悲
惨
な
交
通
事
故
か
ら

守
る
よ
う
に
し
て
く
だ
き
い
。

一、

ｷ
い
道
路
で
は
、
こ
ど
も
が
路
地

か
ら
不
意
に
飛
び
出
し
て
く
る
こ
と

が
あ
る
の
で
、
ス
ピ
ー
ド
を
控
え
め

　
に
し
、
こ
ど
も
を
見
た
ら
必
ず
飛
州
、
）

　
出
す
も
の
と
思
い
、
す
ぐ
に
プ
レ
ー

　
を
踏
め
る
用
意
を
す
る
。

二
、
停
車
し
よ
う
と
す
る
車
や
徐
行
し

　
て
い
る
車
の
わ
㍉
、
、
を
通
過
す
る
と
き

　
は
、
横
断
す
る
歩
行
者
が
あ
る
こ
と

　
を
予
測
し
て
十
分
注
意
す
る
。

三
、
バ
ス
停
留
所
で
停
車
中
の
バ
ス
の

　
横
を
通
過
す
る
と
き
は
、
バ
ス
の
前

　
後
か
ら
飛
び
出
す
人
に
注
意
す
る
。

四
、
横
断
歩
道
の
手
前
で
止
ま
っ
て
い

　
る
車
が
あ
る
と
き
は
、
左
右
か
ら
の

　
横
断
歩
行
者
が
あ
る
の
で
、
止
ま
つ

　
て
い
る
車
の
前
に
出
な
い
よ
う
に
す

　
る
。

予
防
接
種
を
受
け

　
近
年
「
ガ
ン
」
の
お
そ
ろ
し
き
が
知

ら
れ
て
く
る
に
つ
れ
て
「
ガ
ン
」
ノ
イ

ロ
ー
ゼ
が
ふ
え
て
き
た
と
同
じ
よ
う
に

最
近
は
予
防
注
射
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
が
ふ
え

て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
年
々
接
種

率
が
減
っ
て
、
誠
に
う
れ
う
べ
き
状
態

に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
接
種
率
が
減

っ
て
き
た
こ
と
は
「
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
」
だ

け
で
は
な
い
よ
う
で
、
そ
の
理
由
を
考

え
て
み
ま
す
と
、
主
と
し
て
次
の
よ
う

な
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
．

L
予
防
接
種
に
は
い
ろ
い
ろ
の
副
作
用

　
が
あ
り
、
そ
れ
が
お
そ
ろ
し
い
の
で

　
受
け
な
か
一
．
た
。

2・

¥
防
注
射
を
受
け
に
行
っ
た
が
、
何

　
ら
か
の
理
由
で
し
て
く
れ
な
か
っ
た

5
予
防
接
種
を
受
け
た
が
、
あ
ま
り
き

よ
》
つ

　
き
め
が
な
い
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
、
お

き
る
か
、
お
き
な
い
か
わ
か
ら
な
い
副

作
用
を
お
そ
れ
て
の
こ
と
の
よ
う
で

す
．

こ
わ
い
伝
染
病

　
予
防
接
種
の
副
作
用
の
う
ち
で
重
大

な
副
作
用
は
、
き
わ
め
て
ま
れ
に
し
か

お
こ
り
ま
せ
ん
、
交
通
事
故
が
こ
わ
い

か
ら
と
い
っ
て
道
路
を
歩
か
な
い
人
は

い
な
い
し
、
ま
た
車
を
運
転
し
た
り
、

乗
車
し
な
い
人
も
い
な
い
で
し
ょ
う
。

交
通
事
故
の
方
が
は
る
か
に
危
険
で
す

　
う
ち
の
子
供
は
受
け
な
く
て
も
、
よ

そ
の
子
供
が
受
け
て
い
れ
ば
伝
染
病
は

予
防
で
玉
・
－
る
ぜ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
人

五
、
こ
ど
も
の
側
方
を
通
過
す
る
と
｝
、
・

　
は
、
こ
ど
も
は
と
く
に
予
測
し
が
た

　
い
動
き
を
す
る
こ
と
を
頭
に
お
い
て

　
特
別
の
注
意
を
す
る
。

六
、
交
差
点
で
の
発
准
は
信
号
だ
け
に

　
気
を
と
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
歩
行
者

　
が
渡
り
終
る
の
を
確
か
め
て
か
ら
発

　
准
ず
る
。

七
、
運
転
を
は
じ
め
る
と
㍉
・
－
は
、
車
の

　
周
囲
を
よ
く
耐
か
め
て
か
ら
発
進
す

　
る
。

八
、
身
体
障
害
者
が
通
行
し
て
い
る
と

　
｝
、
、
は
、
必
ず
徐
行
か
一
時
停
止
を
し

　
て
道
を
ゆ
ず
る
と
と
も
に
、
そ
の
動

　
き
に
十
分
注
意
す
る
。

が
多
．
く
な
れ
ば
、
必
然
的
に
伝
染
病
は

流
行
し
ま
す
。

　
十
年
前
か
ら
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か

っ
た
百
日
ぜ
き
が
、
こ
こ
三
年
前
ご
ろ

か
ら
急
に
増
加
し
て
い
ま
す
。
今
の
よ

う
に
低
い
接
種
率
が
つ
づ
く
と
、
日
本

脳
炎
も
、
ジ
フ
テ
リ
ヤ
も
、
f
ン
フ
ル

エ
ン
ヰ
、
も
再
び
猛
威
を
ふ
る
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
今
年
の
は
じ
め
ご
ろ
か
ら

県
内
に
流
行
し
て
い
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
、
は
そ
の
後
も
各
地
で
発
生
し
て
い
ま

す
。

　
本
町
4
、
は
十
一
月
か
・
リ
イ
ン
フ
ル
エ

ン
甚
の
予
防
接
種
を
計
画
し
て
い
ま
す

が
、
町
で
年
間
計
画
実
施
き
れ
る
各
予

防
接
種
、
検
診
に
は
住
民
が
そ
ろ
っ
て

参
加
し
、
あ
ら
ゆ
る
病
原
菌
の
撲
滅
に

協
力
し
て
明
る
い
環
境
づ
く
り
に
努
力

し
ま
し
ょ
う
。
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、
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，
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．
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冒
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W
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冒
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下表小の全校児童

役場や中央公民舘を見学

　
十
月
二
十
四
日
、
越
表
小
学
校
の
翁

校
児
童
五
十
八
人
が
役
場
や
中
央
公
民

館
の
見
学
を
し
ま
し
た
。

　
小
学
校
で
は
三
年
生
の
社
会
科
で
郷

L
⊥
の
発
展
し
て
い
く
す
が
た
を
学
び
、

・
こ
．
つ
し
を
豊
か
に
し
、
一
、
し
と
り
唱
、
）
と
り

が
幸
せ
に
な
り
、
住
み
よ
い
郷
土
に
す

る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
を
勉
強
し

一
、
い
ま
す
。

　
こ
の
日
は
、
秋
の
遠
足
を
利
用
し
て

役
場
の
仕
察
や
中
央
公
民
館
の
役
割
な

ど
を
見
学
し
た
も
の
で
、
町
長
室
、
議

場
、
各
課
の
事
務
室
、
曇
日
公
民
館
を

見
て
ま
わ
り
、
熱
心
に
係
の
説
明
を
聞

い
て
い
ま
し
た
。
こ
の
あ
と
、
東
郷
二

曽
、
ト
丁
場
、
日
向
市
駅
、
ヵ
…
フ
ェ
リ

；
々
i
ミ
ナ
ル
な
ど
を
見
学
し
、
伊
勢

ヶ
浜
で
楽
し
い
一
日
を
す
ご
し
ま
し
た

東
郷
橋
交
差
点
に
水
銀
灯

ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
が
寄
贈

饗
羅

鐡
籍
弼一

鏡
ぞ
、
雛

7

　
東
郷
「
フ
ノ
ー
オ
ン
ズ
ケ
ラ
ブ
　
（
佐
藤
正

美
会
長
ら
二
十
人
）
は
、
東
郷
橋
交
差

点
に
交
通
安
全
と
防
犯
の
た
め
、
高
き

七
督
の
大
型
水
銀
灯
を
几
又
置
し
、
町
に

寄
贈
す
る
こ
と
に
な
り
、
九
月
三
十
日

の
午
前
七
時
三
十
分
か
ら
現
地
で
贈
呈

式
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

　
水
銀
灯
の
設
置
斗
・
・
れ
た
場
所
は
、
国

道
三
二
七
輝
線
か
ら
県
道
人
士
［
一
日
向

禄
へ
通
じ
る
交
差
点
で
、
以
前
か
ら
喜

故
が
発
生
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
明
る
い

水
銀
灯
の
た
め
に
こ
れ
か
ら
こ
の
付
近

で
の
妻
故
は
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。

　
東
郷
う
で
オ
ン
ズ
ヶ
ラ
ブ
は
こ
の
他

に
も
町
内
の
バ
ス
停
に
い
す
を
寄
贈
し

則
り
、
老
人
や
青
少
年
団
体
に
育
成
資

金
を
寄
附
し
た
り
し
て
、
地
域
社
会
へ

の
奉
佳
活
動
を
つ
づ
け
て
い
ま
す
、

ー
ー
～
～
b

郷
土
の
あ
ゆ
み
（
1
1
）

塩
月
儀
市

九
　
安
土
桃
山
時
代

　
安
土
桃
山
時
代
は
室
町
幕
府
が
亡

ん
ゼ
天
正
元
年
（
一
五
七
三
）
か
ら

慶
長
八
任
－
　
（
一
六
（
）
二
）
　
に
徳
川
家

康
が
江
戸
幕
府
を
開
く
ま
で
を
呼
び

ま
す
。

　
室
町
幕
府
の
末
期
、
食
毒
割
拠
し

て
の
乱
世
を
織
田
信
長
が
統
世
し
て

居
城
を
安
土
に
作
り
、
信
長
の
死
後

を
つ
い
で
豊
臣
秀
吉
が
全
国
を
統
一

し
て
政
治
を
行
’
．
た
時
代
で
織
豊
時

代
と
も
呼
び
ま
す
，
秀
士
［
は
大
阪
城

を
築
い
て
居
城
と
し
た
が
晩
任
⊥
界
都

の
桃
山
に
豪
壮
な
邸
宅
を
建
ま
し
た

　
秀
吉
は
天
下
を
統
一
し
て
多
く
の

改
革
を
行
っ
た
が
、
そ
の
中
全
国
的

に
行
わ
れ
将
来
の
社
会
に
重
要
な
関

係
を
生
じ
た
も
の
は
、
郷
村
制
度
の

確
立
、
石
高
割
の
実
施
、
五
人
組
制

度
の
設
定
等
で
す
。

　
郷
村
は
既
に
荘
や
院
か
ら
分
立
し

’
、
種
々
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
郷

村
の
制
度
を
統
一
し
て
、
国
の
下
に

郡
を
置
｝
、
－
、
郡
の
下
に
村
を
置
㌧
、
・
、

村
を
最
下
級
の
行
政
区
画
と
し
、
従

来
か
ら
の
院
、
郷
、
荘
、
保
、
色
、

里
そ
の
他
一
切
の
名
称
を
廃
し
ま
し

た
。　

秀
吉
は
全
隊
．
の
土
地
を
測
量
し
て

従
来
．
の
不
規
則
な
田
制
を
改
め
て
十

地
の
制
度
を
繭
旨
し
ま
し
た
。
太
閣

検
地
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

　
今
ま
で
土
地
を
何
貫
と
い
う
銭
高

で
呼
ん
だ
．
の
を
改
め
て
石
高
（
米
の

量
）
と
し
ま
し
た
．
、
ま
た
大
宝
令
以

来
だ
仔
わ
れ
ハ
」
ゐ
ハ
［
へ
四
方
一
坪
、
　
＝
一
百
H

六
十
坪
一
反
を
改
め
て
六
艮
一
一
．
寸
四

方
一
坪
、
三
百
坪
一
反
と
し
ま
し
た

　
土
地
を
上
村
、
中
村
、
下
村
、
下

々
村
の
四
等
に
分
け
、
田
を
上
田
、

中
田
　
下
田
の
一
．
．
級
と
し
、
畠
も
上

中
、
下
の
三
級
と
し
て
租
税
賦
課
の

差
等
を
定
め
ま
し
た
、
こ
れ
を
斗
代

ま
た
は
石
盛
と
い
い
ま
し
た
。

　
上
村
は
上
田
一
反
が
↓
石
六
斗
、

中
田
一
石
四
斗
、
下
田
一
石
二
斗
、

上
畠
一
石
二
日
、
中
墨
↓
石
、
下
畠
八

斗
と
定
め
、
中
村
は
上
村
よ
り
各
二

斗
減
、
下
村
は
中
村
よ
り
二
斗
減
、

下
セ
材
は
下
村
よ
り
．
↓
斗
減
と
定

め
、
こ
れ
に
よ
｛
．
て
そ
の
村
の
石
高

を
定
め
ま
し
た
。
本
町
が
ど
の
石
高

で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
す
。

　
五
人
組
制
度
．
は
隣
保
制
度
で
、
五

戸
あ
る
い
は
六
戸
で
組
を
組
織
し
、

組
に
は
組
頭
と
い
う
組
の
代
表
責
任

者
が
い
て
、
犯
罪
者
な
ど
が
あ
れ
ば

そ
の
組
員
の
連
帯
貝
任
で
共
に
処
罰

き
れ
ま
し
た
。

　
石
割
高
の
記
録
は
坪
谷
区
長
宅
に

五
人
組
は
羽
坂
沖
水
流
五
人
組
の
記

録
を
町
教
委
が
保
管
し
て
い
ま
す
が

い
ず
れ
も
江
戸
時
代
の
も
の
で
す
。
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お知らせ

勤

結
核
検
診
の
お
知
ら
せ

　
結
核
検
診
は
毎
年
一
回
定
期
的
に
実

施
し
て
い
ま
す
が
、
近
年
結
核
に
よ
る

死
亡
率
が
低
下
し
た
の
に
と
も
な
い
、

結
核
に
対
す
る
関
心
が
う
す
れ
て
い
く

傾
向
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
毎
年
の

定
期
検
診
で
何
人
か
の
新
し
い
患
者
が

発
見
き
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
減
少
し

た
と
は
い
え
ま
せ
ん
、
特
に
、
健
康
診

断
の
機
会
に
恵
ま
れ
な
い
地
区
で
、
老

人
層
に
多
く
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
の
で

一

必
ず
受
診
す
る
よ
う
に
つ
と
め
て
く
だ

き
い
。

　
こ
と
し
の
結
核
検
診
は
次
の
と
お
り

実
施
し
ま
す
。
な
お
、
各
世
帯
に
受
診

票
、
日
程
表
を
配
付
い
た
し
ま
す
．
の
で

も
よ
り
の
場
所
で
受
診
し
て
く
だ
き
い

昭48．11．1

す

・
〉
　
ま

カ時代約穿

き

灘顧1

〔
1
2
日
〕
下
渡
川
”
甲
斐
久
四
郎
官
署

・
午
前
1
0
時
～
1
0
時
5
0
分
◇
越
表
一
1
児

洗
公
民
舘
下
・
午
前
1
1
時
～
1
2
時

◇
同
1
1
楠
商
店
前
・
午
後
1
時
5
0
分
～

2
時
　
　
〔
1
3
日
〕
坪
谷
、
瀬
平
口
吉
田

和
幸
二
三
。
午
前
9
時
豹
分
～
1
0
時

◇
同
1
1
坪
谷
小
学
校
・
午
前
1
0
時
3
0
分

～
1
1
時
5
0
分
◇
浅
深
”
三
浦
庄
一
宅
前

・
午
後
1
時
～
2
時

〔
1
4
日
〕
田
野
目
田
野
公
民
舘
・
午
前

9
時
5
0
分
～
1
0
時
豹
分
◇
羽
坂
“
羽
坂

公
民
舘
・
午
前
1
1
時
～
1
2
時
◇
小
野
田

1
1
中
央
公
民
舘
・
午
後
－
時
1
0
分
～
2

＼
0

　
陸

《

務
た

ぎマ蓼

墜
時
1
0
分
◇
同
“
零
．
瀬
清
美
宅
前
・
午
後

2
時
3
0
分
目
3
時

〔
1
5
日
目
鶴
野
戸
口
鶴
野
内
公
民
舘
。

午
前
9
時
3
0
分
～
1
0
時
3
0
分
◇
迫
野
内

一
迫
野
内
公
民
舘
。
午
前
1
1
時
～
1
2
時

◇
八
重
原
型
稲
田
幸
男
宅
前
・
臼
後
1

時
～
1
時
5
0
分

〔
1
6
日
〕
福
瀬
』
仲
野
原
第
三
公
民
舘

・
午
前
9
時
5
0
分
～
1
0
時
3
0
分
◇
同
コ

石
瀬
区
公
民
舘
・
午
前
1
1
時
～
1
2
時

◇
同
時
広
瀬
渡
船
場
・
午
後
1
時
5
0
分

差
2
時
　
　
〔
1
7
日
〕
寺
迫
一
1
寺
迫
公
民

舘
・
午
前
9
時
3
0
分
～
1
0
時
3
0
分
◇
同

1
1
吉
牟
田
婦
人
ホ
ー
ム
前
・
午
前
1
1
時

～
1
2
時

1
1
月
2
7
日
、
　
日
向

地
区
保
健
推
進
大
会

　
こ
の
大
会
は
、
日
向
保
健
所
管
内
の

一
望
二
十
五
村
に
よ
る
公
衆
衛
生
活
動

に
た
ず
さ
わ
る
も
の
が
一
同
に
集
ま
り

よ
い
環
境
の
中
で
、
健
康
で
明
る
い
生

活
づ
く
り
を
強
力
に
推
進
発
展
き
せ
る

こ
と
を
目
的
に
開
催
き
れ
る
も
の
で
、

今
年
は
本
町
で
開
催
き
れ
ま
す
。

　
最
近
特
に
さ
け
ば
れ
て
い
る
公
害
で

食
品
公
害
、
ゴ
ミ
公
害
、
交
通
公
害
な

ど
ど
れ
一
つ
と
っ
て
も
全
て
私
た
ち
に

直
接
関
係
し
て
い
る
こ
と
ば
か
り
で
、

こ
れ
ら
の
聞
題
を
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通

じ
て
解
決
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
と
き
に
、
第
六
回
大
会

が
本
町
で
開
か
れ
る
こ
と
は
問
題
解
決

に
一
脈
を
通
じ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
の

で
、
当
日
は
町
民
こ
ぞ
一
．
て
参
加
き
れ

今
月
の
納
税

国
民
健
康
保
険
医
　
四
期

　
　
納
期
　
十
一
月
三
十
日

ま
す
よ
う
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▽
日
時
十
↓
月
二
十
七
日

　
　
　
　
午
前
十
時
よ
り
午
後
三
時

▽
場
所
　
中
央
公
民
舘

ロ
香
典
返
し

　
◆
寺
迫
区
の
黒
木
岩
雄
さ
ん
か
ら
故

悦
子
委
、
、
ん
の
忌
明
け
に
◎
鶴
野
内
区
の

福
谷
玉
男
ふ
・
、
ん
か
ら
故
．
正
幸
き
ん
の
忌

明
け
に
◆
同
区
の
那
須
幸
雄
き
ん
か
ら

故
ス
エ
ノ
山
・
、
ん
の
忌
明
け
に
香
典
返
し

と
し
て
・
〃
、
れ
そ
れ
町
社
会
福
祉
協
議
会

に
ご
寄
付
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
こ
こ
に
慎
ん
で
故
人
の
ご
冥
福
を
お

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

艸＿＿人　口＿＿‘
≡　　　48年10月1日現在　　垂

≡　　　　　　‘　）は兎前月比　　　≡

≡　　男　3，371人　≡

i　女，，繍i

i総数，磁i
≡　　　　　　（＋1）　≡
1世帯数　　1，771世帯1

…　　　　　　　　　（＝0）　曇
む凹■闘題1欄1Imm■開閥胴1曾1闘1■闘Iil四閥鱒髄lm髄11鵬．r冊幽llll幽騨m．胃

響
難
灘

　
　
　
　
　
九
月
届
出
分

出
生
お
め
で
と
う

　
赤
ち
ゃ
ん
の
名
　
父
の
名
部
落
一

奈畝下佐結
　　　　氏婚
須原田藤
　　　　　お
　　　　　め
市辰久　　で
　　仁　名と
子雄子久　 う

日鶴南迫部

購舗落

小一甲福塩塩海

林山斐望月月野

潤泰　孝和一博

司光強弩憲人一
遍孝拓　憲清清
　　　修一
司道蔵　郎久文
福鶴福羽鶴福寺
　野　　野
瀬内瀬坂内瀬迫

咳　
　
　
墳

　
　
　
　
　
朝
　
　
吉
　
迫
野
内

糾
　
　
潤
　
　
由
美
子
一
小
野
田

繍瀦鷺百嬬氏甕

吏1；蓋誇単：瑠昇1。慧

　　　　　　　　　　一を
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