
米審替市 るた取 りよ上政財

財
攻
上
よ
り
観
上
る
市
費
事
業

野

村

賞

三

郎

地
方
公
共
国
照
の
職
能
は
是
を
大
別
し
て
政
治
的
職
能
と
経
済
的
職
能
と
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
政
治
的
職
能
と
は
社
愈

全
部
の
利
益
の
偽
に
な
さ
れ
､
経
済
的
機
能
と
は
虻
禽
全
部
の
鳥
で
は
な
-
紅
食
中
の
特
定
な
る
偶
人
の
利
益
を
目
的
と
し
て

な
さ
れ
る
も
の
を
謂
ふ
.
原
則
と
し
て
.
其
の
職
能
に
要
す
る
費
用
は
前
者
は
租
税
に
よ
少
.
後
者
は
大
部
分
其
の
設
備
よ
少

生
す
る
生
産
物
叉
は
用
役
か
茸
却
に
よ
り
得
ら
れ
る
0
所
謂
市
営
専
業

(M

uTlicipat
Tl･adhlg
J･
LS
tadtisch
er
H

andolsbet-

rieb
)
と
は
後
者
に
関
係
し
.
其
の
都
市
と
云
ふ
も
必
ず
し
も
都
市
に
の
み
局
限
さ
る
･1
も
の
で
な
-
顔
-
地
方
公
共
圃
鰹
を

意
味
し
'
た
i･特
に
都
市
に
於
て
其
の
蟹
達
が
挿
管
で
あ
る
か
ら
か
1
る
語
句
が
使
用
せ
ら
れ
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
J
J

棟
妃
市
営
頚
菜
の
蟹
連
は
質
景
共
に
繁
嘆
す
べ
き
も
の
あ
り
.
現
今
に
於
て
は
是
等
の
偉
大
な
る
市
営
専
業
を
除
外
し
て
は

近
代
都
市
と
云
ふ
も
の
を
想
像
に
捕
-
こ
と
す
ら
不
可
能
に
な
っ
て
来
て
居
る
.

以
下
市
営
葛
業
を
観
察
し
て
如
何
な
る
財
政

的
主
義
の
も
と
に
経
営
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
を
究
明
し
て
見
る
｡

二
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]
殻
に
地
方
公
共
闇
隈
が
其
の
経
済
的
職
能
を
全
う
せ
ん
が
偽
に
作
る
事
業
組
織
を
財
政
主
義
に
迷
っ
て
分
類
す
る
時
は
凶

種
と
成
る
｡
純
支
出
主
義
に
操
る
も
の
､
手
数
料
主
義
に
従
ふ
も
の
~
営
利
主
義
に
支
配
さ
る
1
も
の
及
び
課
税
主
義
を
探
る

も
の
即
ち
足
れ
で
あ
る
O
R
,jb
ert
L
!efm
a7171
は
第

7
を
公
営
造
物

(offtntlicheW
il･tBChafGen
)
と
稲
し
.
第
二
を
公
経
済

(
o
ffen
tl]'ch
e
W
irlsc
haften
)
と
名
付
け
､
第
三
を
公
企
業

(

e)ffentticheUntern
eh
m
u,Llge
:1)
と
呼
び
(
註
1)
第
四
を
租

税
企
業

(
SteuerL11telleh
m
11nLT,el
)
と
謂
っ
た
.
(琴

l)
所
謂
市
営
等
業
は
上
記
の
中

'
何
れ
の
範
境
に
屠
す
べ
き
も
の
で

あ
ら
う
か
｡

1
股
に
市
営
等
菜
と
は
革
に
地
方
公
共
圃
笹
の
経
営
す
る
専
業
と
言
ふ
丈
げ
の
義
で
は
な
-
し
て
､
地
方
公
共
圃
鰹
の
経
営

す
る
専
業
中
.
該
専
業
よ
り
生
す
る
生
産
物
又
は
用
役
の
賛
却
に
よ
り
て
そ
の
維
持
費
用
を
支
排
し
得
る
換
言
す
れ
ば
自
ら
維

持
経
営
し
得
る
状
態
に
在
る
専
業
を
指
稲
す
る
｡
(註
三
)
さ
れ
ば
支
出
主
義
を
標
語
と
す
る
公
営
造
物
は
市
営
専
業
で
は
な
S

随
つ
て
市
営
等
菜
と
は
公
企
業
で
あ
る
か
､
叉
は
公
経
済
で
あ
る
か
､
格
又
租
税
企
柴
で
あ
る
か
何
れ
か
の

ー
で
あ
ら
ぬ
ば
な

ら
ぬ
｡

(註
1
)

R
ob
e-

t

IJief
1

11･m
n
,
D
ie

U
n
ternC
h
m
uno

o･BFOrln
e17,
)92
2
,

冒.
)20

(
註
ニ
)

L
iefm
ann
は
租
税
金
環
を
公
企
業
の
1
棒
と
し
て
放
る
｡
a･
a･
0
,S
L
S0

(註
三
)
D
.ug
】as
K
n
.op
･
P
rin
cif,18B
a
n
d

M

eth｡ds
o
f
M
u
n
ic,'pat
T

radil】g･
)92
1･P
.
i,

斯
-
て
市
営
専
業
の
性
質
に
関
す
る
畢
誼
に
三
沢
を
生
ず
る
故
地
が
あ
る
も
､
茸
際
に
於
て
は
市
営
事
業
は
租
税
企
業
に
し

て
其
の
収
益
は
租
税
な
り
と
す
る
詮

(註
1
)

と
公
益
性
の
厚
薄
程
度
に
よ
り
て
漠
然
と
或
る
睡
市
営
等
業
は
公
企
業
で
あ
り

他
の
種
市
営
専
業
は
公
経
済
な
り
と
す
る
詮

(撃

一)

と
に
大
別
出
来
る
ご

別
者
は
少
数
詮
に
し
て
後
者
は
多
数
詮
で
あ
る
｡
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而
し
て
後
説
の
論
者
は
前
説
に
掠
れ
ば
市
営
専
業
は
国
家
の
尊
蛍
と
同
株
間
接
税
徴
収
の

t
蟹
悪
と
な
る
.-
然
る
に
現
在
等
資

と
し
て
市
営
専
業
は
時
に
は
等
業
を
私
経
営
に
放
置
し
た
る
場
合
よ
り
も
事
業
経
営
に
拙
劣
な
る
馬
利
益
少
-
高
債
に
な
る
こ

と
あ
る
も
地
方
公
共
圃
隈
は
決
し
て
租
税
賦
課
の
意
味
を
以
て
生
産
物
叉
は
用
役
を
放
資
し
て
居
る
の
で
な
-
､
叉

7
椴
人
民

も
租
税
節
付
の
意
思
を
以
て
購
入
し
て
居
る
の
で
な
い
と
の
理
中
を
以
て
是
を
排
撃
し
て
居
る
｡

l

註

1
)

L
eonard
t)arw
in
,
H
ug
o
R

･

M
ey
er,R
ob
ertP
･

P
o
l･ter
等
と
共
に
市
替
事
業
の
反
対
者
た
る
E
.O
i･d

A

v
e
b
.tr
y

は
其
の

著
書

"
O
n
M

un
ic
ip
:L
a
n
d
N
a
tio
natt
ra
d
in
g
"

に
於
て
再
三

｢
市
は
弼
占
措
な
有
す
る
が
故

に
任
意

に
料
金
な
決
定
し
得

る
O
彼
等
が
利
益
と
呼
ぶ
も
の
は
納
税
者

の
懐
中
よ
り
搾
取
し
た
も
の
に
過
ぎ
ぬ
｣
と
述
べ
て
居
る
O
I
b
i
d
･
P
.
]
3;
5
8
;

1
7
4
,

市
瞥
革
装
賛
成
者
た
る

K
no
o
p
す
ら
或
種
巾
瞥
革
菜
は
租
税
企
菜
な
り
と
し
て
屠
る
｡
】
bi
d
･
P
.

421

(
訪
二
)

W

ag
ner,E
h
eb
erg
等
大
概

の
財
改
革
者
は
此
の
詮
に
左
祖
し
て
居
る
.
我
邦
単
著

の
二
三
の
例
を
食
む
れ
ば
次
の
如

し
.

小
林
博
士

地
方
財
政
寧

二
〇
四
貫
以
下

浮
田
謙
成

金
葉
形
意
と
し
て
の
都
市
と
其
の
本
質
的
理
念
と
し
て
の
財
政
構

(
都
市
問
題
第

一
番
第

1
戟
併
載
論
文
)

今
､
此
9
両
詮
何
れ
を

疋
認
す
る
や
の
閃
電
に
答
ふ
る
前
に
租
税
企
業
と
公
企
柴
と
の
関
係
を
管
見
し
て
み
る
｡
地
方
圏
鰐

控
皆
の
等
葉
よ
り
も
国
家
経
営
の
も
の
の
方
が
適
雷
な
る
茸
例
に
富
む
を
以
て
国
営
の
場
合
を
以
て
説
明
す
る
)
形
式
論
は
智

-
之
を
措
き
.
賛
際
上
図
営
畢
薯
等
菜
の
生
産
物
を
購
ひ
｡
用
役
を
利
用
す
る
も
の
は
果
し
て
常
に
納
税
す
る
意
思
を
以
て
之

を
偽
し
て
居
る
で
あ
ら
う
か
｡
叉
国
家
雷
局
も

一
般
間
接
税
を
徴
収
す
る
と
同
様
の
考
慮
を
以
て
比
を
棄
却
し
て
居
る
で
あ
ら

ぅ
か
｡
煙
草
藍

負
っ
て
代
償
を
支
沸
ふ
と
､
国
有
鋳
造
に
乗
車
し
て
賃
金
を
文
殊
ふ
と
､
租
税
と
云
ふ
観
念
に
封
し
て
何
程
の

3

99

相
違
が
あ
る
か
と
間
ひ
た
い
｡
叉
政
府
品

税
姦

課
す
る
と
同
様
の
考
を
以
て
煙
草
を
版
嘗

て
居
る
で
あ
ら
う
か
｡
香
却

㌶
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っ
て
額
等
の
版
章
と
貰
上
米
の
賛
下
と
の
間
の
方
が
よ
-
近
似
し
た
気
痔
を
抱
い
て
は
る
は
し
な
い
か
O
然
る
に
斯
く
追
求
し

再
考
す
る
時
は
.

1
万
の
収
益
が
租
税
に
し
て
他
の
収
益
が
利
益
な
る
こ
と
を
峻
別
す
る
を
要
す
る
所
以
は
該
事
業
の
経
営
方

法
､
収
益
の
使
用
方
法
'
事
業
資
金
た
る
公
債
に
封
す
る
政
夫
等
国
家
の
其
の
等
業
に
封
す
る
虚
理
取
扱
に
蘇
著
な
る
差
異
が

有
る
か
ら
で
あ
る
3
而
し
て
虚
理
取
扱
の
差
異
は
苦
に
其
の
事
業
を
支
配
す
る
根
本
主
義
､
即
ち
課
税
主
義
と
営
利
主
義
と
の

相
異
に
経
由
し
て
居
る
｡
従
っ
て
其
の
主
義
を
研
究
翫
味
す
る
こ
と
に
よ
り
て
の
み
事
業
は
よ
り
経
済
的
に
経
営
せ
ら
れ
'
事

務
は
順
調
に
進
行
し
得
る
と
信
す
る
∪

公
企
業
と
公
経
済
と
の
問
に
も
同
様
の
こ
と
が
謂
ひ
得
る
｡
公
企
業
を
支
配
す
る
営
利
主
義
と
租
税
企
業
を
特
色
付
け
る
課

税
主
義
と
は
共
に
収
益
を
目
的
と
す
る
鮎
に
於
て
類
似
し
て
居
る
が
其
れ
で
も
佃
経
済
性
の
原
則
よ
り
鑑
み
て
厳
格
な
る
置
別

を
必
要
と
し
た
.
然
る
に
今
次
は

7
は
可
及
的
に
飴
刺
の
甚
大
な
る
を
希
求
す
る
に
他
は
能
ふ
限
り
飴
刺
の
僅
小
な
る
を
目
的

と
し
て
居
る
.
隣
っ
て
両
者
等
業
の
経
営
方
法
の
相
違
す
べ
き
は
勿
論
､
極
力
清
寮
を
生
ぜ
し
む
る
が
如
き
取
扱
は
回
避
す
べ

き
で
あ
る
｡

扱
て
前
の
問
題
に
戻
っ
て
多
数
詮
が
市
営
事
業
搾
伏
し
て
課
税
主
義
に
支
配
さ
る
1
も
の
を
柄
す
る
に
非
す
と
す
る
な
ら
ば

何
故

一
歩
進
ん
で
其
の
性
質
は
公
経
済
な
り
.や
公
企
業
な
り
や
を
明
確
に
し
な
い
の
か
｡
所
謂
市
営
等
兼
に
は
公
企
業
の
性
質

を
有
す
る
も
の
と
公
経
済
の
性
質
を
帯
び
た
る
も
の
と
二
種
存
す
る
と
考
ふ
る
な
れ
ば
判
然
と
区
別
し
て
各
自
に
就
き
て
適
確

な
る
取
扱
方
法
を
研
究
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
.
市
営
専
業
な
る
唯

T
の
名
精
の
下
に
性
質
異
れ
る
二
者
を
混
居
せ
し
む
る

は
経
費
率
上
よ
り
見
る
も
拙
劣
極
れ
る
も
の
と
信
す
る
.

軍
に
経
営
上
の
立
場
よ
り
の
み
し
て
論
す
れ
ば
､
市
営
専
業
を
租
税

4-i..菜
の
み
な
り
と
す
る
少
数
説
の
方
が
造
か
に
優
れ
て
居
る
と
云
へ
る
｡
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と
あ
れ
､
所
謂
市
営
等
菜
は

爪
鮫
に
は
前
述
せ
る
如
-
地
方
公
共
圃
鱈
の
控
脅
せ
る
等
禁
中
､
諸
事
業
よ
り
生
す
る
生
産
物

叉
は
用
役
の
棄
却
に
ょ
り
て
維
持
費
用
を
支
非
し
得
る
の
状
態
に
在
る
も
の
を
呼
稀
し
て
居
る
｡
然
ら
ば
此
の
耽
髄
心
は
課
税
主

義
･営
利
主
義
･手
数
料
主
義
の
内
如
何
な
る
主
義
'
精
神
に
よ
り
支
持
さ
れ
て
居
る
の
か
､
或
は
市
営
事
業
に
は
二
伸
の
其
れ

る
主
義
に
支
配
さ
る
1
も
の
換
言
す
れ
ば
二
種
類
存
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
.
以
下
市
営
事
業
費
生
.
蟹
達
の
跡
に
尋
ね
て

探
究
し
て
見
や
う
O

三

現
今
'
電
撃

電
革
･瓦
斯
･水
道
等

1
鮫
に
市
営
等
菜
と
呼
ぼ
る
1
も
の
を
祝
祭
す
る
に
'悉
皆
.
公
益
事
業
に
し
て
其
れ
以

外
の
も
の
は
存
せ
な
い
｡
さ
れ
ば
市
営
等
業
を
述
ぶ
る
に
発
立
っ
て
公
益
事
業
に
就
い
て
簡
革
に
述
べ
る
｡

t
被
に
公
益
事
業
(P
ublic
U
tilit;es)
と
は
余

業
に
し
て
､
其
の
企
業
主
鰹
の
如
何
を
問
は
ず
該
企
業
が
統
合

7
殻
に
緊
杏

な
る
関
係
を
有
し
.
企
業
経
営
の
如
何
が
酷
倉
の
利
害
関
係
に
重
大
な
る
影
響
を
輿
ふ
る
も
の
を
指
稀
す
る
.

先
づ
公
益
事
業

は
介
業
で
あ
っ
て
畢
な
る
事
業
で
は
な
S
U
論
者
或
ひ
は
営
利
主
義
に
よ
り
て
軽
費
さ
れ
て
居
ら
ぬ
公
設
笹
校

･
職
業
紹
介
所

等
の
如
き
も
の
を
迄
､
公
益
事
業
中
に
包
含
せ
し
め
て
居
る
こ
と
も
あ
る
が
両
者
は
全
く
別
の
範
噂
に
屠
す
べ
き
で
決
し
て
混

清
し
て
は
な
ら
な
い
O
次
に
公
益
事
業
の
経
営
は
社
食
の
体
戚
に
緊
密
な
る
関
係
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
特
に
其
の
等
菜

が
社
食

1
擬
の
指
紋
に
不
可
紋
の
も
の
で
有
れ
ば
あ
る
程
其
の
公
益
的
色
彩
が
強
い
.

さ
れ
ば
概
括
的
に
云
へ
ば
生
産
者
に
封

す
る
も
の
よ
り
も
消
費
者
に
封
す
る
も
の
1
方
が
配
合
関
係
が
緊
密
で
あ
る
〕

即
ち
生
産
者
に
必
要
な
る
原
料
又
は
用
役
を
供

す
る
企
巣
よ
･R
も
滑
費
者
に
生
産
物
叉
は
用
役
を
拾
す
る
企
業
の
方
が
公
益
性
大
な
少
と
謂
へ
る
.
電
串

･
永
道
専
業
等
が
公
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各
事
業
な
る
は
此
の
現
由
に
因
る
｡
更
に
等
し
-
消
費
者
に
関
係
す
る
専
業
な
れ
ば
聾
洋
品

･
便
宜
品
よ
り
も
必
需
品
を
供
給

す
る
事
業
が
重
要
な
る
叉
雷
然
で
あ
る
｡
麹
飽

(註
1
)
肉
類

(註
二
)
汰

(
註
三
)

牛
乳

(託
eI)
等
の
袈
聴
,;版
棄
業
が
時
に
は

都
市
に
経
営
さ
る
1
は
比
の
理
由
に
掠
っ
て
居
る
｡
以
上
は

山
の
公
益
専
業
全
般
に
通
じ
て
観
察
し
た
も
の
で
あ
る
が
現
代
の

経
済
界
に
於
て
は

山
の
経
済
革
位
が

叫
等
菜
粂
硯
を
経
営
す
る
こ
と
は
到
底
あ
り
得
な
い
.

随
つ
て
経
済
単
位
の
市
場
統
制
力

換
言
す
れ
ば
市
場
猫
占
力
が
破
け
れ
ば
強
い
程
公
益
に
反
影
す
る
虎
莫
大
と
な
る
0
B
lu
er
が
公
益
事
業
の
基
本
的
要
素
の

T

と
し
て
猫
占
を
馨
げ

(琵
五
)
K
llO
O
P

が
市
営
等
糞
の
梶
本
的
牽
展
要
件
と
し
て
猫
占
を
認
む
る
は

(丑
六
)

此
の
問
の
葛
情
を

闇
関
す
る
も
の
と
信
す
る

｡

(註
1)
伊
大
利
に
於

て
ほ

1
八
八
四
年

P
'･tsian
t
d
i
P

rfLtO
の
i;
替
製

パ
ン
所
,付
慣
矢
と
し
て
多
-
の
賓
姑
を
見
た
｡
殊

に
P

a
term
o

市

で
は

1
日
に
四
寓
五
千
斤
な
袈
造
し
た
と
｡
TITn
oop}
lbid
･
P

74･

(
註
ニ
)

弼
逸

の
大
概

の
都
市
は

F
rcib
an
k
と
稀
し
､
内
海
販
賓

の
公
設
辻
店
が
あ
る
｡
hTn
o
op
,
Ib㌢
1.
P
,

73.

(
詫

三
)

伊
大
利
に
其

の
驚
倒
が
有
り
＼

R
eg
g
;o
E
m
…-ia
が
其
の
最
大
な
も

の
で
あ
る
｡
lr
n
o
o
l)
l
b
iへ).

P.
76.

(
誌
四
)

英
官
制

に
其

の
実
施
を
見

る
｡

(証
五
)
R
Lu
er,
f]ffo
ctiT
C
R
eg
ut:Itiol1

0
f
n
･Lbtic
tJLilitics,
P
I
S
,

(
証
六
)

rl,h
o
ot,,
工
b
id
･
P
,
18
,

要
之
､
或
事
業
が
公
各
事
業
な
り
と
宿
せ
ら
れ
る
の
は
等
柴
其
物
の
性
質
に
淵
瀕
す
る
も
の
で
は
な
-
､
専
業
封
社
食
の
関

係
に
由
来
す
る
の
だ
か
ら
.
杜
倉
状
悪
癖

済
状
悪
等
の
撃
遷
に
よ
り
相
封
的
に
壁
化
す
る
も
の
で
あ
る
｡

異
国
家
間
に
於
て

は
勿
論
.
同
国
家
内
に
於
て
も
都
市
と
町
村
と
は
相
違
す
る
｡

製
組
数
等
菜
は
普
通
営
利
茸
柴
で
あ
る
が
或
る
特
殊
な
る
事
情

3tl;LJl



発車野市るた散 1)よ上政財

の
下
に
在
る
都
市
に
於
て
は
公
益
事
業
と
な
る
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
｡

斯
-
の
如
く
公
益
事
業
の
配
合
に
封
す
る
緊
密
性
よ
り
し
て
其
の
経
営
の
適
否
は
配
合
の
休
戚
福
祉
に
重
大
な
る
影
響
を
腐

ら
す
も
の
で
あ
る
.

さ
れ
ば
公
益
専
業
は
紅
倉
の
要
求
に
膳
じ
て
供
給
す
る
生
産
物
叉
は
用
役
の
慣
格
を
可
及
的
低
廉
に
し
て

其
の
普
及
を
務
む
る
と
同
時
に
其
の
品
質
も
吟
味
し
な
-
て
は
な
ら
ぬ
と
云
ふ
社
食
的
職
能
を
有
す
る
に
至
る
0
之
を
全
然
私

企
業
者
の
手
に
放
任
し
て
自
由
に
経
営
せ
し
む
る
時
は
私
企
業
特
有
の
営
利
心
の
牽
勤
よ
り
し
て
幾
多
の
弊
害
を
伴
ひ
易
い
｡

配
合
公
益
の
代
表
者
た
る
地
方
自
治
国
鰹
が
此
等
の
弊
害
を
軽
減
除
去
す
る
偽
.
其
の
開
業
認
可
の
際
ゝ
又
は
公
有
物

(
例
へ

ば
道
路
等
)
使
用
許
可
の
時
に
斌
っ
て
稜
々
な
る
監
督
取
締
の
僚
件
を
約
す
る
に
至
る
は
監
し
自
然
の
敦
で
あ
る
0
此
場
合
最

高
慣
格
の
指
定
･最
悪
品
質
の
厳
守
･配
雷
金
の
制
限
･窒
本
紙
融
の
認
可
等
が
通
常
僕
件
と
し
て
締
結
さ
れ
る
〕

乍
俳
.監
督
取

締
の
み
に
て
は
何
虚
ま
で
も
消
極
的
に
止
ま
-
何
等
積
極
的
の
意
味
を
有
し
な
い
｡
最
高
慣
格
の
指
定
は
憤
格
の
低
下
を
招
来

し
な
い
し
.
最
悪
品
質
の
厳
守
は
晶
質
の
向
上
を
来
さ
な
い
o
私
企
業
者
は

～
前
述
の
如
-
猫
占
的
強
味
を
有
す
る
-

英

等
の
制
限
内
に
於
て
能
ふ
限
り
の
利
益
獲
得
に
精
進
す
る
で
あ
ら
う
｡
過
大
な
る
猫
占
利
益
を
防
ぐ
月
的
を
以
て
配
常
金
感
を

制
限
す
れ
ば
.
や
が
て
企
業
内
の
保
留
利
益
金
は
新
株
の
募
集
･新
社
債
の
畿
行
･借
入
金
の
増
加
等
の
形
式
に
て
逃
路
を
牽
見

し
て
流
出
す
る
.
旺
盛
な
る
民
間
企
業
を
有
す
る
も
未
だ
市
営
専
業
の
牽
達
を
見
ざ
る
米
国
に
於
て
は
公
益
等
菜
の
C
a
p
ih
T

i
z
.1
t
i
tJ

n
が
朝
野
に
捗
っ
て
暗
諭
さ
れ
現
今
に
於
て
は
資
本
金
の
増
加
･社
債
の
牽
行
･借
入
金
の
増
加
に
1
定
公
設
機
関
の
認
可

を
必
要
と
す
る
州
は
決
し
て
少
-
な
い
状
悪
で
あ
る
O
(註
1)
叉
水
道
･電
革
事
業
等
に
よ
-
起
る
現
象
で
あ
る
が
'営
利
を
主

と
す
る
私
企
業
者
に
は
仮
令
専
業
仝
鰹
と
し
て
は
収
支
が
引
合
っ
て
も
.
需
要
少
-
し
て
利
益
捲
き
場
合
又
は
到
底
牧
丘
相
債

は
ざ
る
地
域
に
は
如
何
に
切
望
さ
れ
て
も
其
の
営
業
の
規
模
や
区
域
を
端
張
し
な
い
快
晴
が
あ
る
｡
之
は
公
益
事
業
の
普
及
と

ββγ



財政上上7)叔たる市昏事業

云
ふ
其
の
紅
倉
的
職
責
に
逆
-
.

か
く
公
益
事
業
を
私
営
の
偉
放
哲
す
る
と
号
は
監
督
上

･
取
締
上
困
難
な
る
鮎
少
な
く
な
い

の
み
な
ら
ず
慣
格
の
低
下
･
品
質
の
改
良
･便
宜
の
普
及
と
云
ふ
改
良
改
善
も
飴
り
期
待
す
る
こ
と
が
出
釆
･な
い
)

殊
に
泉
閥
に

見
る
が
如
-
私
営
公
益
事
業
が
玉
城
の
資
本
を
擁
し
大
規
模
経
営
に
て
行
は
る
･Jl虎
で
は
其
の
企
業
者
の
勢
力
著
大
に
し
て
地

方
公
共
蘭
鰐
の
政
治
的
職
能
迄
侵
犯
す
る
危
険
が
あ
る
o
(撃

一)
此
の
私
営
公
益
事
業
の
政
略
弊
害
は
勝
て
地
方
公
共
蘭
鱈
自

ら
公
益
等
柴
を
経
営
せ
し
む
る
に
至
っ
た
o
市
営
寄
集
は
斯
-
し
て
生
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
.
さ
れ
ば
と
て
皆
が
皆
'
此

の
系
路
を
辿
る
と
言
ふ
の
で
は
な
い
っ
其
の
園
の
社
食
思
想
蟹
達
の
状
態
､
国
民
性
の
相
違
､
国
民
腔
癖
牽
展
の
程
度
.
地
方

政
府
の
勢
力
等
に
よ
-
て
或
る
園
に
於
て
は
公
営
化
す
る
よ
り
も
私
営
の
健
放
置
し
.
監
督
す
る
方
が
良
い
結
果
を
得
る
儀
.

●

私
営
の
ま
ゝ
残
存
す
る
か
も
知
れ
な
い
O
け
れ
ど
も
.
少
-
と
も
現
在
の
歓
洲
諸
国
に
於
け
る
市
営
等
業
は
以
上
の
系
路
を
経

て
憩
生
･蟹
屈
し
て
釆
た
も
の
で
あ
っ
た
〕

(
註
1)

小
倉
庫
次
成

分
金
串
菓
食
紅
の
配
常
制
限
と
資
本
化

(都
市
間
魔
界

一
巻
第
六
錬
併
載
論
文
)

R
ow
e,
P
r
o
b
t
e
tn
B
O
f

C
ity

G
o
ve】n
rnent.
P
･

2
LG･
以
下

(註
ニ
)
米
国
に
於

け
る
殆
ん
ど
大
概

の
都
市
は
其
の
政
滴
に
迄

'
之
等
大
骨
紅
の
干
渉
を
受
け
て
其
の
葬

に
悩
ん
で
居
る
｡

R
o
w
e,I
b
id
.
P
.
2

74
.
以
下
｡

現
今
市
営
等
業
の
最
も
牽
達
せ
る
は
英
富
利
及
び
濁
逸
で
あ
る
が
此
等
の
国
に
於
て
は
電
燈
･水
道
･電
車
･瓦
斯
畜

場
等
主

要
な
る
公
益
等
業
の
市
営
せ
ら
る
1
は
勿
論
'
英
に
附
醸
し
て
主
嬰
等
業
の
教
具
を
よ
り
大
な
ら
し
む
る
事
業
或
は
種
々
の
浜

生
等
業
の
市
有
化
を
さ
へ
見
て
居
る
｡
例
者
､市
場
等
葉
に
封
す
る
屠
場
･冷
蔵
事
業
･
瓦
斯
事
業
に
封
す
る
ク
ー
ル
､
ア
ン
モ
ニ

ヤ
'
コ
ー
ク
ス
製
造
業
の
如
き
是
れ
で
あ
る
.
d
T:
英
国
に
於
げ
ろ
葦
例
を
求
む
る
に
既
に
T
九
〇
八
-
九
年
に
於
て
す
ら
英
筒

338



薬事曹市 るた親 V)よ上政財

及
び
ウ
エ
ー
ル
ス
の
三
七
二

B
oroughs
(M
ctropotitan
Bo

r
Gu
g
h
を
除
-
)
に
於
げ
ろ
主
要
な
る
市
営
事
業
数
は
次
の
如
く

多
数
に
昇
っ
て
居
る
)
(証
一
)

水

道

事

業

二
三
二
~

電

力

事

菜

一
四
八

瓦

斯

事

業

〓
ハ
六

軌

道

事

業

七
四

此
の
数
字
は
全
英
図
に
於
け
る
水
道
等
業
の
殆
ん
ど
六
分
の
T
t

電
気
及
電
事
等
業
は
年
数
以
上
'
瓦
斯
事
業
は
約
三
分
の

1
計
差

し
て
居
る
｡
而
し
て
現
在
に
て
は
更
に
増
加
し
て
居
る
こ
と
は
撃
言
を
要
せ
な
い
.

(a

l
)

K
n
c
o
p
,
I
b
id
.
P
･
1
0
)
.

叉
澗
逸
に
於
て
は
殆
ん
ど
大
概
の
都
市
は
水
道
･
瓦
斯
･電
力
事
業
を
経
営
し
て
居
る
と
云
へ
る
.
即
ち
戦
前

丁
九
〇
四
-
五

年
に
於
て
さ
へ
'
人
p
f
衰

以
上
を
有
す
る
二
丁
九
都
市
の
事
業
経
営
数
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
)

(

琴

一)
此
も
現
在
に
於
て

は
蓬
か
に
増
加
し
て
居
る
は
勿
論
で
あ
る
ー

水

通

事

柴

瓦

斯

事

柴

電

気

事

業

(
鼓

ニ
)

E
h

eb
erg
,
F
i
m

n
2:W
軒

e
n
雫

h

f
t
c
n
,
)
9
9J
2
･
S
.
6
8
1
,

四

凱

更
に
比
の
市
営
事
業
費
達
の
傾
向
を
助
長
せ
し
め
た
も
の
隻
別
世
紀
末
輩
よ
り
起
れ
る
地
方
公
共
園
賠
財
政
の
急
激
な
る
膨

β



財政上 よy)取たる市昏事業

肢
で
あ
っ
た
｡

先
づ
英
国
に
於
げ
ろ
膏
例
を
徴
す
る
に
t

T
八
六
七
-
六
八
年
に
は
同
園
地
方
自
治
国
憶
の
絶
支
出
些

二
千
五
百
三
十
高
藤

に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が

二
八
八
三
-
四
年
に
は
六
千
三
百
十
寓
諺
､
更
に
7
九
〇
四
-
五
年
に
は

7
億
六
千
三
百
八
十
高
砂

の
王
威
に
達

し
.
同
年
に
於
け
る
中
央
政
府
の
絶
歳
出

7
億
二
千
七
百
七
十
苗
辞
を
遥
か
に
凌
駕
し
て
居
る
｡

軌
ち
三
十
七
年

間
に
約
五
倍
に
膨
脹
し
た
と
云
へ
る
O
(
註
一
)
悌
関
西
で
は

一
八
三
八
年
の
地
方
公
共
国
照
の
根
控
常
支
出

(臨
時
預
算
に
含

ま
る
ゝ
諸
項
目
を
除
-
)

1
倍

一
千
八
百
嵩
法
二

八
九
〇
年
に
は
六
倍
七
千
五
百
高
儀
二

九
〇
六
年
に
は
八
億
三
千
八
百

寓
法
.
更
に
一
九

二

1年
に
は
九
億
九
千
八
百
寓
法
に
達
し
'
7
八
三
八
年
に
比
較
す
る
と
殆
ん
ど
八
倍
牢
に
な
っ
て
居
る
｡

(琴

一)
猫
逸
で
は
プ
ロ
シ
ャ
に
於
け
る
地
方
圏
膿
の
歳
出
は

T
八
七
六
年
に
は
二
億
二
千
七
百
五
十
寓
麻
だ
つ
た
が
'

1
八
八

≡
-

四
年
に
些

二
倍
八
千
五
百
高
藤
､

叫
九

〇
七
年
に
は
人
口
十
嵩
以
上
の
都
市
に
於
け
る
支
出
の
み
に
て
も
十
川
倍
二
千
五

百
寓
麻
に
な
っ
て
ゐ
る
｡
(
琴
ニ
)

(
註
7
･
ニ
･
三
)
以
上
の
数
字
は

II
a
n
d
w
6rterbuch
d
eI
S
ta
a
tsw
山BS3nS
3h
a
ften
･
4
･
A
u
ft･
の
項
目
｢
地
方
財
政
｣
中
よ
り
抽
出
し
た
｡

上
例
何
れ
も
最
近
の
数
字
な
掲
げ
な
か
っ
た
の
は
'

今
次
の
欺
洲
大
域
単

に
よ
り
各
国
経
碑
界
が
祝
乱
し
た
鵠
'
其
の
登
達
傾
向

が
襲
態
的
に
な
っ
た
の
と
極
度
の
通
貨
膨
脹
に
由
る
貨
幣
慣
侶
下
落

の
港
'

其
の
歌
学
が
徒
ら
に
彪
大
に
な
り
'
膨
脹
状
態
を
記

明
す
る
に
は
非
常

に不
正
確

に
な
っ
た
が
故
で
あ
る
0
例

(
ぼ
備
図

に
於
け
る
戦
後
'

1
九
二
〇
年

の
地
方
公
共
国
鰹
の
践
出
決

算
額
は
八
十
九
位
八
千
五
官
寓
法
と
云
ふ
英
大
な
る
街
に
達
し
､

燭
逸
共
和
国

に
於
て
は

一
九
二
四
年
の
プ

ロ
シ
ャ
地
方
圃
鰻

の

粗
支
出

の
み
に
て
も
一二
十
五
倍
高
庇
と
云
ふ
驚
嘆
す
べ
き
数
字
払
由

は
し
て
居
る
O
英
国
地
方
自
治
開
放
で
さ

(
も

1
九
二
〇
年

度

の
絶
経
費
支
出
は

C
o
u
n
try

boroughsの
み
で
救
貧
法
に
よ
る
支
出
私
含
ま
ず
し
て

一
鴨
経
済

に
於
て
六
千
二
首
九
十
濁
帝
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特
別
経
済

に
於

て
五
千
三
百
九
十
清
孝
を
元
し
て
居
る
｡

比
の
膨
脹
状
態
は
唯
に
上
述
の
三
国
の
み
奉
ら
ず
欧
米
各
図
に
見
る
現
象
で
あ
る
｡

次
に
我
国
に
於
げ
ろ
状
憩
を
見
る
に
洗

う
本
邦
地
方
圏
億
に
於
け
る
最
近
十
ヶ
年
に
亙
る
歳
出
膨
脹
の
鷲
敷
及
び
其
の
指
数
を
抽
出
し
て
見
る
O
(以
下
我
国
の
統
計
は

内
務
省
地
方
財
政
概
要
に
撮
る
｡
)

(
峯
位
千
国
)

大

正

四

年

大

正

六

年

大

正

八

年

大

正

十

年

大
正
十
三
年

実

数

三

一
七
･
.八
七
二

三
八
七
･
八
〇
二

六
オ

二
･
五
七
四

指

数

1
C

O
･

一二二

･

二
〇

八
･

1
･
〇
九
二
･
五
三
〇

7
･
三

一
九
･
一
四
二

三
四
三

･

四

一
五
･

此
の
表
に
よ
る
と
大
正
凹
年
よ
-
十
三
年
迄
僅
か
十
ケ
年
間
に
葦
に
四
倍
牛
の
膨
脹
を
示
し
て
居
る
0
た
と
へ
是
に
物
慣
指

数
を
加
減
し
て
も
非
常
な
増
加
で
あ
る
｡
更
に
此
を
同
期
間
に
於
け
る
中
央
財
政
歳
出
の
鷲
敷
及
び
指
数
と
比
較
す
る
と
如
何

に
膨
脹
力
の
急
激
な
る
か
を
知
る
こ
と
が
粥
来
る
.
(
軍
使
千
国
)

大

正

四

年

大

正

六

年

箕

教

五
八
三
二
一
六
九

七
三
五
･
〇
二
四

指

数

一〇
〇
･

1二六
･

此
の
傾
向
は
都
市
だ
け
に
つ
い
て
見
る
と

1
暦
著
し
い
r)

大

正

六

年

大

正

八

年

大

正

十

年

一
二

七
二
二
二
二
八

一
･
四
八
九
･
六
五
五

二

〇
丁

二
五
五
･

実

数

指

数

一
一
八
･
〇
九

〇

一
n
〇
･

火
正
十

一
年

三
八
七
･
五
七
一二

三
二
八
･

大
正
十
三
年

四
六
二
二

五
四

三
九

三

･

大
正
十
三
年

丁

三
四
七
･
一
七
四

二
三
〇
･

昭
和
元
年
度
濠
務

六
七

1
･
九

〇
八

五
六
九
･
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而
し
て
か
･･･

る
地
方
歳
出
の
膨
脹
は
現
代
都
市
の
異
常
な
る
豪
速
並
び
に
之
に
随
伴
す
る
職
能
の
牽
展
に
基
-
こ
と
勿
論
で

あ
っ
て
其
の
職
能
を
讃
す
偽
に
要
す
る
諸
経
費
即
ち
行
政
費
･教
育
費
･保
安
費
･道
路
費
等
は
何
れ
も
数
倍
.或
は
其
れ
以
上
の

増
加
を
示
し
て
ゐ
る
｡
其
の
内
殊
に
著
し
い
も
の
は
挽
近
急
激
に
費
達
し
た

敵

倉

事
業
及
び
都
市
計
葺
に
関
す
る
費
用
で
あ

る
.
各
国
の
分
類
'
置
別
の
方
針
を
異
に
す
る
と
通
常
な
る
統
計
が
得
ら
れ
な

か

っ
た

馬
に
.
例
証
と
し
て
は
本
邦
の
み
に

止
め
る
｡

我
が
国
全
図
百

7
ケ
市
の
歳
出
項
目
た
る
合
議
費
･役
所
費
･衛
生
費
･社
命
事
業
費
･警
備
費
･勧
業
費
･公
債
費
･都

市
計
劃
費
･教
育
費
･電
気
･瓦
斯
事
業
費

(証
1)
等
に
就
い
て
大
正
六
年
末
よ
り
十
三
年
度
末
迄
八
年
間
の
増
加
額
を
調
査
す

る
に
大
概
の
も
の
は
数
倍
に
な
っ
た
に
過
ぎ
な
い
が
其
の
中
､
都
市
計
劃
費
は
約
十

7
倍
､
(琴

7)
社
命
事
業
費
に
至
っ
て
は

二
十
五
倍
飴

(註
三
)
と
云
ふ
驚
嘆
す
べ
き
数
字
を
示
し
て
居
る
0

敢
倉
事
業
費
は
市
以
外
の
町
村
に
於
て
す
ら
二
十
倍
を
勉

へ
て
居
る
｡

(
証
四
)

(証
こ

此
の
項
目
も
二
十
数
倍

の
膨
脹
率
を

不
し
て
居
る
が
こ

は
自
ら
そ
の
費
用
を
支
沸
し
得
る
,J
の
な
れ
ば
除
外
し
て
考
ふ
べ
き
で
あ

る
○

∫.1Ll

(
註
二
)

旺指

(託
三
)
耳指

(詮
四
)
貸指

軒 数 敷 教 取 取

大

正

六

年

一･
三
四
七
･九
二
八

一〇
〇
･

四
〇
七
･四
7
九

lO
〇
･

1
二
五
･七
九
五

)〇
〇
･

大
正
十
三
年

】
五
二二
八
〇

･
八
七

八

一
･〇
八

二

7
0
こ
1四
六
二

四
九

二
･
五
丁
四
･

二
･五
六
四
･七
三
七

二
･〇
三
九
･

都

市

計

割

安

(
単
位
鳳

)

都

市

に
於
け
る
敢
脅
事
業
史

町

村

に
於
け
る
敢
愈
串
環
餐
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か
1

る
地
方
公
共
圏
鰹
歳
出
の
激
し
い
膨
脹
趨
勢
に
封
し
て
､

7
万
歳
入
は
果
し
て
容
易
に
順
癒
し
て
行
け
た
で
あ
ら
う
か

荒
し
帽
鮭
し
て
行
け
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
其
の
財
瀕
を
何
虚
に
求
め
持
た
で
あ
ら
う
か
'
是
は
直
ち
に
生
す
る
糞
関
で
あ
る
｡

英
国
に
於
て
調
ぶ
る
に
元
木
同
国
の
地
方
公
共
圏
握
は
其
の
財
瀕
を
主
と
し
て
.
P
oor
rate,G
e
n
e
l
al
d
istl･ic
trate,B
L,rough

m
te
等
の
地
方
税
(証
1)
T
ot1B,
()ueS
等
の
手
数
料
'国
庫
よ
-
の
補
助
金
及
び
公
有
財
産
よ
り
の
収
入
に
覚
め
て
居
た
が
'そ

の
調
達
は
到
底
急
速
に
増
加
す
る
歳
出
に
廠
す
べ
-
も
な
い
O
此
の
地
方
財
政
の
不
足
が
勝
て
市
営
事
業
を
し
て
其
の
財
源
の

1
に
利
用
せ
し
む
る
に
至
る
は
明
ら
か
に
想
像
し
得
る
過
程
で
あ
る
O
市
営
事
業
創
設
の
規
由
を
昧
ぶ
る
に
雷
つ
て
明
白
に
比

の
意
思
を
表
明
し
た
最
初
の
も
の
は

B
il･m
ingh
aln
で
あ
っ
た
.

何
等
の
公
有
財
産
な
-
課
税
物
件
に
乏
し
く
人
口
の
み
過
剰

だ
っ
た
同
市
が
瓦
斯
等
葉
を
経
営
し
た
の
は
全
-
地
方
税
の
貧
弱
よ
り
生
ぜ
る
財
政
難
を
緩
和
せ
ん
が
鳥
で
あ
っ
た
｡
(
註
こ
)

●

而
し
て
現
在
の
英
国
に
於
て
は
市
営
事
業
収
入
は
地
方
税
と
共
に
極
め
て
有
力
な
る
地
方
圏
鰭
の
財
瀕
と
な
っ
て
居
る
O

次
に

最
近
数
十
年
間
に
於
け
る
同
国
地
方
圏
醍
歳
入
高
(公
債
を
除
-
)
と
其
の
主
な
る
項
目
の
収
入
鱗
を
記
し
て
市
営
等
農
収
入
の

其
の
内
に
占
む
る
地
位
の
成
長
を
示
し
て
見
る
.
(堅
こ
)

年

度

】

八

六

八

一

八

九

一

】

九

〇

二

l
九
〇
五

1
六

(
草
統
i
･
昏
)

絶

歳

入

二
四
･
七
四
〇
･

五
〇
･六
六
二
･

九
三
･九
三
五
･

一
三
7･七
7
七
･

地

方

税

〓
ハ
･五
〇
〇
･

二
七
･
八
一
八
･

五
〇
･三
二
八
･

五
八
･
二
五
五
･

手

数

料

三
二
八
五

二･

二∵
四
七
四
･

四
･四
五
四
･

四
･六
八
六
･

市
昏
事
菓
故
人

六
･
八
三
六
･

7
七
･〇
五
六
･

二
〇
･
二
九
八
･

但
し
宙
曹
事
集
は
瓦
斯
･
水
道
･電
気
及
び
市
街
繊
道
と
す
｡
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(
狂

一
)

現
在
に
於
て
は

一
九
二
五
年

の
改
正
11
よ
り
唯

一
の

g
eltela
t
rate
に
統

一
き
れ
て
屠
る
｡

(
註

二
)

U
n
i
e
r
th
e
B
irnl
;n
g
h
a
m
(
C

o
lW
l･atI.O
n
)
G
a
s
A
c

t･
(
8
7

5
･
&

K
n

o
o
p
,
l
bid
･
p

･
4
0
･

(
話
三
)

Grice,
N
{Lt
i
o

n
･J.1
a
n
d

L
o
ca
t
F
iIta
n
Ce
,
)9
10
,
P
.

uQ
6
7
.

滴
逸
の
地
方
公
共
圃
鰐
の
財
政
組
紐
は
各
聯
邦
に
よ
り
国
々
に
し
て
統

1
は
な
い
が
大
鰐
照
常
的
収
入
は
租
税
･手
数
料
･分

捨
金
･補
助
金
･交
附
余
及
び
公
有
財
産
よ
-
生
す
ろ
収
入
よ
り
な
っ
て
居
た
7
其
の
中
最
重
要
な
る
も
の
は
租
税
に
よ
る
牧
人

で
之
が
大
部
分
を
占
め
'
手
数
料
収
入
は
之
に
次
い
で
居
っ
た
.
(註
1
)
市
営
等
菜
は
英
国
に
比
し
遅
-

1
八
九
〇
年
代
にニ
起

っ
た
の
だ
が
､
其
の
後
急
激
に
進
歩
し
て
現
今
で
は
手
数
料
と
並
び
重
要
な
る
役
割
を
.CjS
じ
て
居
る
o
少
し
古
い
が
正
確
と
信

ぜ
ら
る
1
か
ら

内
t100P
よ
り
引
用
し
て
'
7
九
〇
五
年
の
プ
Jl
シ
ャ
の
市
営
等
業
の
利
益
砿
を
奉
げ
て
置
-
0
(証
二
)

314

瓦

斯

等

菜

電

気

事

業

水
道

事

業

市
場
及
屠
殺
場
事
栄

港

湾

桟

括

事

栄

二
･〇
〇
〇
･〇
C)〇
番

四

〇
〇
･〇
〇
〇

八

】

〇
･〇
〇
〇

一
七

〇
･〇
〇
〇

一
八

〇
･〇
〇
〇

(
註

こ

T
九
二
〇
年

の
狗
逸
帝
国
財
政
改
革
に
よ
り
従
来

の
不
統

一
且
地
方
分
柾
に
し
て
'

国
家
は
主
と
し
て
間
接
租
で
精
足
し
て
胎
た

の
み
改
め
て
統

l
的
､
且
中
央
姦
雄
的

に
な
し
主
な
る
直
接
税
は
国
家

に
取
上
げ
た
か
ら
現
雀
で
は
補
助
金
孝
義

に
近

い
｡

(
註
こ
)
K
n
o
o
p
,
l
b
i
d
･

P
･

3

33
,

椀
南
西
の
地
方
公
共
囲
硯
は
､
其
の
急
激
に
膨
脹
せ
る
歳
出
に
主
と
し
て
租
税
･手
数
料
･公
有
財
産
取
入
を
以
て
桔
抗
し
て
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来
た
)

其
の
内
､
租
税
は
附
加
税
主
義
を
採
用
L

C
entim
es
と
串
す
る
地
租
･門
窓
枚

人
頭
的
動
産
税
･営
業
税
の
四
直
税
に

封
す
る
附
加
税
が
大
部
分
を
占
め
て
居
る
が
到
底
歳
出
入
相
債
は
ぬ
偽
に
､
昔
時
の
入
市
税
の
復
興
を
見
た

(
註

こ

そ
れ
で

さ
へ
佃
財
政
撃
之
の
篤
嚇
い
で
居
る
ゥ

一
濃
､
簡
閲
で
は
水
準

電
気
･瓦
斯
等
の
公
益
事
業
は
主
と
し
て
.
私
経
営
の
債
に
し

て
地
方
圏
鰹
は
唯
其
の
監
督
取
締
に
止
ま
る
も
.
著
し
公
営
に
な
っ
て
居
れ
ば
必
ら
す
其
の
収
益
は
歳
入
上
根
要
の
地
位
を
獲

琴

)
と
と
信
ず
る
.

史
に
地
方
財
政
の
窮
乏
を
訴
ふ
る
我
国
に
於
て
市
営
専
業
収
益
が
租
税
･国
庫
補
助
と
共
に
格
好
の

7
財

瀕
と
せ
ら
れ
て
居
る
は
世
人
の
熟
知
す
る
虎
で
あ
る
か
ら
其
の
説
明
は
省
略
す
る
O
(

註

二
)

(
註

1
)

現
在
で
は
地
租
以
外
の
三
密
栓
は
願
止
さ
れ
た
が

C
ent山nleS
は
僻
地
本
税
を
本
と
し
て
存
続
し
て
居
る
｡

(
証
二
)

故
幽
地
方
財
政
に
於
け
る
市
営
部
柴
収
入
の
頚
要
な
る
は
左
記
論
文

に
可
成
詳
細

に
託
し
て
あ
る
0

小
川
市
太
郎
氏

都
市
財
源
と
し
て
の
土
地
課
税

(都
市
間
難
解

一
巻
第
五
鍵
併
載
論
文
)

不
備
で
は
あ
る
が
以
上
述
べ
た
諸
国
の
賛
例
に
よ
-
て
前
世
紀
末
よ
り
の
地
方
財
政
の
急
激
な
る
膨
鮭
が
市
営
事
業
の
牽
達

に
賓
し
た
虎
の
些
少
を
ら
ざ
-
L
を
了
解
さ
れ
た
と
思
ふ
.

が
此
慶
に
注
意
を
要
す
る
は
市
営
等
乗
車
生
並
び
に
存
在
の
楳
本

的
理
由
は
飽
-
ま
で
も
公
益
事
業
を
私
営
に
放
任
す
る
よ
り
生
す
る
弊
害
快
晴
を
矯
正
し
.
公
益
専
業
自
照
の
統
合
的
職
能
を

牽
揮
せ
し
む
る
に
在
っ
て
.
地
方
公
共
間
腔
の
財
政
膨
脹
と
云
ふ
財
政
上
の
理
由
は
既
に
生
成
せ
ら
れ
た
る
市
営
専
業
が
其
の

蓬
行
上
利
益
を
奉
げ
る
鮎
に
着
眼
し
て
生
れ
た
る
附
属
的
第
二
次
的
の
も
の
た
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る

此
の
鮎
に

於
て
唯
革
に
財
政
上
収
益
の
大
な
る
を
第

7
次
的
の
目
的
と
す
る
租
税
企
業
と
根
本
的
に
興
っ
て
居
る
｡
然
る
に
茸
際
上
租
税

企
業
は
弼
占
を
特
徴
と
し
て
居
り
､
市
営
専
業
も
猫
占
状
態
に
あ
る
も
の
が
多
い
o
此
の
両
者
の
外
観
が
類
似
す
る
虚
よ
り
し

て
危
-
動
も
す
れ
ば
同

7
物
な
り
と
考

へ
ら
れ
易
い
が
其
の
資
質
は
全
然
似
而
非
な
る
も
の
で
あ
る
J
租
税
企
業
の
猫
占
は
可

Sis
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能
的
収
益
を
大
卒
ら
し
む
る

1
手
段
と
し
て
国
家
又
は
公
共
観
照
が
公
権
を
以
て
民
間
企
業
者
の
麓
率
を
禁
止
せ
る
よ
り
惹
起

す
る
結
果
で
あ
る
が
.
市
営
等
菜
は
決
し
て
収
益
を
よ
り
大
な
ら
し
め
ん
が
鳥
に
番
生
し
た
の
で
は
な
S
｡
寄
集
の
性
質
上
既

に
猫
占
的
で
あ
っ
た
公
益
事
業
を
公
営
化
し
た
る
も
の
な
る
が
故
に
市
営
事
業
と
し
て
も
旬
猫
iTLl的
な
の
で
あ
る
｡
世
上
往
々

市
営
市
稗
鉄
道
の
存
す
る
都
市
に
於
て
新
た
に
私
産
皆
の
も
の
の
敷
設
を
禁
ず
る
規
粗
が
あ
る
が
此
も
決
し
て
利
益
を
甚
大
な

ら
し
め
ん
が
篤
に
規
定
し
た
の
で
は
な
い
O
私
設
鋳
造
問
に
就
き
て
も
競
琴
線
の
敷
設
を
許
可
せ
ざ
る
と
同
理
に
し
て
.
不
必

要
の
競
率
を
抑
制
し
資
本
･努
力
の
浪
費
を
防
ぐ
と
共
に
公
益
事
業
の
基
礎
を
安
国
に
せ
ん
が
鳥
に
外
な
ら
な
い
O
か
-
て
I市

営
事
業
は
租
税
企
業
に
非
ざ
る
結
果
'
縦
令
覇
占
な
る
場
合

に
於
て
も
専
膏
の
場
合
と
興
り
､
其
の
猫
占
よ
り
生
す
る
最
大
利

益
は
公
益
事
業
の
社
食
的
職
能
を
境
充
す
る
ペ
-
常
に
合
理
的
な
る
程
度
に
止
め
ら
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
｡

五

由
是
取
之
､
近
世
の
所
謂
市
営
事
業
は
中
世
紀
以
来
封
建
国
家
の
遺
風
た
る
単
な
る
収
入
主
義
の
鳥
に
な
さ
れ
た
る
地
方
公

共
圏
堤
所
有
の
森
林
･公
有
地
等
の
経
営
や
近
世
閲
豪
成
立
常
初
.
メ
ル
カ
ン
チ
リ
ズ
ム
全
盛
時
代
の
模
範
工
場
等
と
は
全
-
生

成
の
原
因
を
異
に
す
る
｡

前
者
軸
ち
公
有
地
森
林
等
を
地
方
公
共
商
標
が
経
営
す
る
こ
と
は
､欧
洲
諸
酪
殊
に
猫
準

怖
蘭
西
に
於
て
末
だ
盛
ん
に
行
は

れ
.其
の
牧
人
は
現
在
地
方
圏
鰹
歳
入
の
可
成
重
要
部
分
を
占
め
て
居
る
が
比
は
狭
義
の
D
o
n
an
ell即
ち
王
室
の
土
地
及
び
森

林
よ
-
牽
生
し
基
が
封
建
制
度
に
よ
-
て
諸
侯
に
投
対
さ
れ
史
に
都
市
等
の
地
方
公
共
圏
鮭
に
移
る
に
到
っ
た
も
の
で
あ
る
｡

(註
l
)
然
る
に
十
九
世
紀
の
初
葉
.
土
地
は
私
人
に
分
割
し
自
由
に
経
営
せ
し
む
る
が
有
利
な
-
と
設
ふ
る
ア
ダ
ム
･
ス
ミ
ス

.7i6



兼都督市 るた凝りよ上政財

並
び
に
其
の
流
れ
を
汲
む
自
由
主
義
畢
誰
の
影
響
は
官
有
地
と
共
に
公
有
地
及
び
森
林
の
柿
下
の
流
行
を
現
出
し
た
｡

現
在
地

方
公
共
圏
倍
の
所
有
に
繋
か
る
も
の
は
其
の
竣
存
物
に
過
ぎ
な
い

'

従
っ
て
仮
令
同
じ
牧
釜
主
義
に
支
配
さ
る
1
と
昼
茶
へ･､

市
営
事
業
と
は
全
然
成
立
の
縁
国
を
相
違
し
て
居
る
0
又
後
者
即
ち
十
七
世
紀
.
西
献
諸
国
を
乳
歴
せ
る
メ
ル
カ
ン
テ
リ
ズ
ム

時
代
に
国
家
が
其
の
経
済
政
策
賛
行
の
蕗
に
綿
糸
紡
績
･毛
蟹
･陶
磁
器
･椅
子
･穀
粉

･
鎖
等
の
模
範
製
造
工
場
或
ひ
は
模
範
的

銀
行
･商
等
禽
敵
を
濫
設
せ
る
に
倣
ひ
地
方
公
共
図
倍
が
設
立
経
営
せ
る
此
等
の
工
場
等
と
も
其
の
成
田
を
異
に
し
て
ゐ
る
O
此

の
種
の
も
の
は
全
然
財
政
上
の
目
的
を
持
っ
て
ゐ
な
い
､)
た
と
ひ
'
多
少
其
の
目
的
を
有
し
て
居
た
と
し
て
も
此
の
方
の
理
由

は
薄
弱
で
.
寧
ろ

7
図
の
工
業
を
奨
静
し
､
宮
廷
の
需
要
に
艦
ず
る
こ
と
が
主
な
る
も
の
で
あ
っ
た
O
(託
ニ
)
さ
れ
ば
十
八
世

紀
の
後
学
､
民
間
に
企
業
心
畿
達
し
工
業
技
術
の
進
歩
や
仰
人
資
本
の
増
大
と
共
に
産
業
上
国
家
の
指
導
奨
轍
を
仰
ぐ
の
要
な

き
に
至
る
や
.
是
等
は
其
の
任
務
を
終
り
今
日
で
は
二
三
の
例
外
を
除
き
､
多
-
は
渡
止
さ
れ
或
は
民
間
の
手
に
譲
渡
さ
れ
た

の
で
あ
る
】
民
業
よ
り
草
生
せ
る
近
世
の
市
営
専
業
と
比
較
す
る
時
は
其
の
蟹
蓬
莱
路
が
丁
度
道
な
る
を
知
る
O

(
託

一
)

E

h
eb
erg
一
a
,
a
･

OS･7
6
･

(
誰
二
)
E

heberg}
a･
p･
0
･S
･
8)
･

現
今
の
所
謂
市
営
専
業
は
再
三
述
べ
た
る
通
り
民
間
企
業
よ
り
誕
生
し
た
も
の
で
あ
る
O
其
虎
に
縦
令
外
観
は
相
似
た
り
と

は
云

へ
.
亡
び
行
-
前
両
者
の
運
命
と
興
り
て
栄
え
行
く
末
葬
が
存
す
る
｡
然
し
叉
此
は
決
し
て
紅
倉
主
義
者
の
所
謂

｢紅
昏

化
に
成
熟
せ
る
も
の
｣

(SL,Ziatisiem
Tlg

reif)
と
柄
し
現
在
の
資
本
主
義
経
済
よ
り
敢
禽
主
義
軽
癖
に
至
る
雷
然
の
牽
梶
階
段

で
あ
る
と
考

へ
る
か
ら
で
は
な
い
.

(

謹
一)
白
分
も

l
Jiefnlann
と
同
様
に
革
に
企
菜
主
鰭
が
私
人
よ
り
公
共
観
鰭
に
推
移
し

た
の
み
で
'
其
の
生
産
物
の
分
配
.
相
互
的
努
務
の
供
給
が
何
等
新

し
S
見
地
に
嬢
っ
て
行
は
れ
ぬ
な
れ
ば
.
英
等
少
数
の
専
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財政上 より親丁:る市営事業

貴
の
敵
骨
化
は
放
し
て
杜
倉
主
義
経
済
に
進
歩
し
た
も
の
で
は
な
い
と
信
じ
て
居
る
0
(撃

7)
現
今
の
市
営
事
業
は
決
し
て
社

命
主
義
の
高
遠
な
る
理
想
よ
り
し
て
費
生
し
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
､
叉
新
た
な
る
分
配
原
則
を
採
用
し
て
出
来
上
っ
た
も
の

で
も
な
い
o
否
唯
だ
革
に
戎
種
公
益
事
業
は
之
を
私
経
営
の
健
放
置
す
る
時
は
弊
害
甚
だ
し
け
れ
ば
､
其
の
弊
啓
を
矯
正
し
.

其
の
職
能
の
蟹
揚
に
務
む
る
に
は
公
営
に
移
す
が
便
宜
で
あ
る
と
云
ふ
極
め
て
卑
妃
な
る
型
由
よ
り
費
生
蓉
展
を
見
た
の
で
あ

る
っ
さ
れ
ば
市
営
等
業
の
経
営
は
公
営
と
な
つ
て
も
､
私
衆
菜
で
あ
っ
た
湯
合
に
常
然
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
同
様
な
る
地
位

に
於
て
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
.
企
業
主
髄
が
公
共
圃
鱈
だ
か
ら
と
て
決
し
て
営
利
を
度
外
視
し
て
'
手
数
料
主
義
や
支
出
主
義

に
支
配
さ
る
1
公
経
済
や
公
営
造
物
の
局
蹄
さ
れ
た
範
囲
に
縮
退
す
る
必
要
が
な
い
O
同
じ
資
本
主
義
経
済
の
紅
倉
に
於
て
軍

に
企
業
の
主
髄
が
交
替
し
た
と
云
ふ
理
由
の
み
で
何
虎
に
営
利
主
義
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
要
が
あ
ら
う
0
従
来
の
如

-
営
利
を
目
的
と
し
て
経
営
さ
れ
て
何
等
不
都
合
は
無
い
と
信
す
る
.
香
'
斯
-
経
営
せ
な
け
れ
ば
却
っ
て
他
の
同
種
私
営
公

益
事
業
と
の
問
に
調
和
を
放
き
之
を
不
雷
に
贋
迫
す
る
弊
あ
る
の
み
な
ら
ず
､
累
を
該
事
業
に
密
接
な
る
関
係
を
有
せ
な
い
公

共
圃
醍
組
綴
員
に
迄
及
ぼ
す
嫌
ひ
が
あ
る
O
更
に
専
業
能
率
増
進
の
上
よ
り
考
ふ
る
も
結
果
が
悪
い
O
後
述
す
る
が
此
は
該
事

業
の
公
益
性
緊
密
と
な
り
社
食

7
蚊
よ
り
し
て
手
数
料
主
義
或
は
支
出
主
義
経
営
を
要
求
さ
る
1
場
合
と
は
全
然
場
合
を
異
に

す
る
は
云
ふ
迄
も
な
い
o

同
様
の
理
由
に
依
っ
て
従
来
か
1
る
私
営
公
益
事
業
の
存
せ
な
か
っ
た
地
に
於
て
'
他
に
倣
ひ
市
営

事
業
を
創
設
す
る
場
合
に
於
て
も
雷
然
営
利
主
義
に
凍
る
べ
き
で
あ
る
｡

(
鼓

7
)

.53Cial
D
e
n
.｡r
a
tic
F
e
d
e
r
=Lti.
･･.,I
n
d
o
p
Lln
tlcn
t
L
a
b
.
u
r

P
a
r
tj,
･,
F
a
b
ia
n
S
oc
ie
ty

の
人
々
は
市
替
寄
集
を
穀
倉
主
義
経

済

(
の
踏
石
と
し
て
唱
導
し
て
居

る
｡
teOm
･L･d
I)arw
in
,
M
unicid
at
T
rade,
P
,
28
以
下
参
照
.

(
鼓

二
)

ZJie声
吉
n
,
a,
a1

0,a.
i(6,
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何
れ
に
し
て
も
市
営
専
業
は
封
建
時
代
の
都
市
等
巣
の
如
-
収
入
の
み
を
目
的
と
し
な
い
と
同
時
に
メ
ル
カ
ツ
チ
リ
ズ
ム
時

代
の
都
市
専
業
の
如
-
損
失
を
覚
悟
し
て
迄
賓
施
す
る
必
要
が
な
い
｡
其
虚
に
は
営
利
主
義
の
自
由
な
天
地
が
蹄
け
て
居
る
｡

地
方
公
共
圃
鰹
は

一
挺
摂
単
位
と
し
て

一
般
私
企
業
と
同

1
の
立
場
に
基
礎
を
置
い
て
市
営
等
業
を
経
営
す
れ
ば
よ
い
｡
併
し

同

T
の
立
場
に
立
つ
と
云
ふ
こ
と
は
同
時
に
同

1
債
件
の
支
配
を
蒙
る
と
云
ふ
こ
と
を
意
味
す
る
O
既
に
私
営
公
益
事
業
に
希

求
さ
れ
た
健
件
は
企
業
主
鰐
が
愛
東
し
て
公
営
と
な
っ
た
後
も
雷
然
要
求
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
｡
さ
れ
ば
地
方
公
共
圏
髄

は
能
ふ
限
り
､
憤
格
の
低
廉
･
品
質
の
吟
味
･便
宜
の
普
及
な
る
敢
倉
的
職
能
を
充
苦
す
る
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
漫

然
と
営
利
心
の
自
由
奔
放
な
る
活
躍
を
期
待
し
て
は
な
ら
ぬ
.
内
地
博
士
が
公
企
翠
を
支
持
せ
ら
る
1
理
由
と
し
て
敢
然
生
産

営
利
統
制
主
義
を
塊
唱
せ
ら
る
1
は
比
の
鮎
よ
り
大
い
に
賛
同
す
る
虎
で
あ
る
｡

(
註
)

註

内
地
博
士
は
生
産
管
制
統
制
主
義
に
就
き
て
､｢
現
代
に
於
け
る
個
人
的
昏
利
的
生
産
組
織
私
記
む
る
と
共

に
金
銀
之
か
自
由
に
放
任
す

る
よ
り
生
ず

べ
き
各
般
の
弊
者
を
痛
感
し
'
且
個
人
的
管
制
的
生
産
組
織
の
み
に
て
は
到
底
生
産
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
経
済
箆
物
中
に

弗
多
の
融
合
的
僧
侶
あ
る
こ
と
を
信
じ
.
前
者
を
除
去
L
､
後
者
を
捕
充
て
る
日
的
な
似
て
塵
産
組
織
を
株
制
せ
ん
と
す
る
も
の
｣
と

説
明
し
て
屠
ら
れ
る
｡

同
博
士
著
財
政
拳
概
論

二

八
貫
以
下
｡

然
し
斯
-
市
営
等
業
は
営
利
主
義
に
支
配
さ
る
1
公
企
業
な
り
と
云
ふ
こ
と
は
必
ず
し
も
常
に
飴
刺
を
生
す
る
と
云
ふ
こ
と

1

7
致
し
な
い
｡
目
的
と
結
果
と
は
決
し
て
混
同
し
て
は
な
ら
ぬ
O
縦
令
鉄
損
緯
き
に
て
も
目
的
営
利
に
在
-
と
す
れ
ば
共
は

公
企
業
で
あ
る
.

鉄
損
朕
怒
な
る
結
果
よ
-
判
断
し
て
公
離
碑
文
は
公
営
造
物
な
り
と
誤
解
し
て
は
な
ら
ぬ
.

六

349



斯
-
て
市
営
等
業
を
営
利
主
義
に
従
ふ
公
企
業
な
り
と
す
る
立
場
よ
り
自
分
は
次
の
如
-
市
営
等
業
は
経
営
さ
る
ペ
L
と
思

611

惟
す
る
｡

先
づ
､
異
れ
る
財
政
主
義
の
下
に
あ
る
総
て
の
碓
方
公
共
圏
醸
経
営
の
寄
集
を

1
に
包
括
す
る
こ
と
に
よ
.り
合
計
状
髄
心
の
不

明
瞭
を
来
す
を
逝
-
る
馬
.
市
営
事
業
を
有
す
る
地
方
公
共
困
鰹
に
於
て
は
二
重
合
計
式
の
採
用
を
必
要
と
す
る
｡

英
閥
に
於

て
各
地
方
公
共
圏
鰐
が
市
営
等
業
に
封
し
て
二
重
禽
計
式
を
採
用
し

(註

一)

我
園
に
於
て
も
特
別
替
計
と
し
て

T
麟
合
計
よ

り
猫
立
せ
し
め
､
取
入
の

T
部
を
普
通
合
計
に
編
入
す
べ
き
を
規
定
し
て
居
る
は
誠
に
正
鵠
を
得
た
る
取
扱
で
あ
る
と
思
ふ
｡

(
肇

〇
其
他
市
皆
事
業
に
於
げ
ろ
財
産
詐
債
･減
債
消
却
･原
憤
計
算
･他
局
課
と
の
交
渉
問
題
も
私
経
営
と
同
様
の
見
地
よ
り

考
究
さ
れ
な
-
て
は
な
ら
ぬ
)

財
産
評
債
も
貫
入
原
債
の
健
を
永
久
に
摺
襲
す
る
階
習
を
破
る
と
共
に
減
債
す
べ
き
財
産
は
橿

拷
な
-
減
債
消
却
し
て
置
正
な
る
損
益
の
孔
明
に
務
め
な
-
て
は
革
ら
な
い
.
又
確
賓
な
る
公
債
政
策
の
植
立
も
其
の
供
給
す

る
生
産
物
.
用
役
の
慣
格
決
定
も
矢
張
り

1
般
公
益
事
業
同
様
営
利
主
義
に
則
っ
て
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
0
枚
安
倍
は
ざ
る
如

き
不
雷
の
安
債
に
て
其
の
生
産
物
.
用
役
を
供
給
L
t
叉
不
安
定
な
る
公
債
政
策
を
劃
策
す
る
こ
と
に
嬢
っ
て
韻
を
該
事
業
に

35VL'

財政上よtj親たる市営事業

密
接
な
る
関
係
を
有
せ
ざ
る
公
共
圏
醍
組
紐
員
に
迄
及
ぼ
し
'
叉
多
感
の
負
債
を
後
世
に
遺
す
の
静
を
避
け
な
く
て
ほ
な
ら
ね

と
同
時
に
其
の
経
常
の
方
面
に
於
て
も

｢
官
営
は
却
っ
て
高
憤
な
り
｣
と
の
攻
撃
を
免
れ
る
様
能
率
の
増
進
に
崩
め
な
-
て
は

挙
ら
ぬ
lJ
即
ち
従
来
の
如
き
技
術
的
･法
律
的
教
養
は
あ
る
も
企
業
者
的
才
能
を
快
-
者
の
代
り
に
箕
菜
的
才
幹
･計
算
に
長
ぜ

る
も
の
を
採
用
し
､
時
に
よ
っ
て
は
既
に
茸
業
界
の
経
験
あ
る
も
の
を
も
重
用
し
て
其
の
控
営
方
法
に
改
良
を
加
ふ
る
と
共
に

公
吏
の
昇
進
毎
に
職
務
の
轡
動
す
る
を
駿
止
し
て
.
其
の
事
務
に
通
達
熟
締
せ
し
む
る
方
策
を
抹
-
.
又
其
の
雇
員
努
働
者
の

執
務
･従
業
に
封
し
て
は
科
嬰
的
経
営
法
等
を
採
用
し
て
銃
意
其
の
能
率
増
進
を
期
す
と
共
に
.
給
料
･賃
鎚
を
増
額
L
t
執
務



業事皆市るた観 りよ上政財

時
間
の
改
正
を
馬
す
等
共
の
待
遇
を
も
改
善
に
孜
む
る
が
必
要
で
あ
る
O

(
註

1
)

蘇
終
蘭
に
於
て
は
両
者
全
銀
別
個
に
攻
及
び
､
其
の
故
益
を

7
般
骨
計
に
移
す
を
許
さ
な
い
｡

(
註

二
)

東
京
市
電
車
事
莞
督
計
健
側
第
三
俵
O
名
古
種
市
上
水
道
特
別
食
計
規
程
第
三
俵
｡

遮
英
'

公
益
専
業
な
ス
観
念
は
既
述
の
如
-
事
業
固
有
の
性
質
に
淵
瀕
す
る
も
の
で
は
な
-
事
業
封
社
命
の
関
係
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
､

7
定
不
動
で
は
な
-
､
常
に
相
封
的
に
し
て
時
と
場
所
と
に
よ
り
饗
化
す
る
も
の
で
あ
る

従
っ
て
現

在
の
市
営
専
業
の
或
短
の
も
の
も
紅
倉
の
要
求
に
よ
っ
て
は
時
に
は
公
企
業
の
範
囲
を
放
し
毎

日
は
公
経
済
･公
営
造
物
と
化

す
か
も
知
れ
な
い
O
併
し
其
の
時
は
既
に
営
利
主
義
の
支
配
を
逃
れ
収
支
相
慣
又
は
無
償
主
義
の
城
に
突
入
し
て
居
る
が
故
に

最
早
市
営
専
業
の
性
質
を
失
っ
た
も
の
で
あ
る
U
偽
っ
て
其
の
取
扱

･
経
営
方
法
も
襲
更
し
な
-
て
は
な
Jhr
ぬ
O
が
世
間
に
所

謂
市
営
専
業
と
云
ふ
閲
は
基
は
公
権
業
で
あ
り
.

一
般
私
営
公
益
事
業
と
同
地
位
に
在
っ
て
其
の
証
倉
的
職
能
の
凍
充
に
努
力

す
る
も
の
を
指
宿
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
J

SSI


