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地
方
交
付
金
問
分
様
準
と
し

t
の
人
口

第
四
披

四
O 

六
七
六

第
四
十
巻

時

}

論

地
方
交
付
金
配
分
標
準
三
し
て
の
人
口

J

閣
山
中

r. 

ま11::

r=ii 

緒

言

間
家
か
ら
地
方
へ
交
付
金
を
交
付
す
べ
し
と
い
ふ
事
は
、
我
邦
に
で
一
般
に
、
少
〈
と
も
可
な

h
に
康
く
承
認

さ
れ
つ
つ
あ
る
所
で
あ
る
。
共
一
か
山
内
我
園
現
下
の
地
方
、
特
に
農
村
財
政
の
窮
乏
を
救
ふ
の
に
必
要
と
さ
れ
る
ば

か
ち
で
な
く
、
抑
ι
干
又
問
、
岡
家
が
其
本
富
市
の
仕
事
を
ば
地
方
ド
委
任
し
て
居
る
も
の
の
多
い
と
い
ふ
こ
と
の
魚

め
仁
も
之
を
常
然
と
す
る
も
の
が
め
り
、
向
更
に
は
之
等
を
別
と
し
て
も
、
地
方
人
税
(
所
得
税
附
加
枕
、
戸
数

割
、
特
別
所
得
栓
)

の
貧
行
上
の
諸
難
鈷
を
解
消
す
る
矯
め
に
も
、
此
地
方
人
読
を
廃
止
し
て
、
代
る
べ
き
方
法

と
し
て
、
岡
家
の
手
に
於
て
人
税
(
所
得
詑
)
を
増
徴
し
て
得
た
る
増
牧
を
以
て
、
地
方
に
分
配
す
る
の
が
趨
切
だ

と
い
ふ
こ
と
も
あ
っ
て
、
s

努
ι
九
地
方
交
付
金
制
度
が
何
等
か
の
形
に
て
行
は
れ
ぎ
る
を
得
f
d

る
の
気
運
に
あ
る
。

拙、最近地方磁問耳、 111. 以下。



今
直
ち
に
此
が
徹
底
的
の
解
決
は
行
は
れ
予
と
色
、
せ
め
て
は
共
れ
へ
の
第
一
着
手
な
り
と
も
行
は
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
の
運
命
に
あ
る
。
然
り
と
し
て
荻
に
一
の
問
題
は
、
其
交
付
金
の
分
配
標
準
如
何
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

此
に
つ
い
て
は
先
づ
其
地
方
の
人
口
(
住
民
数
)
と
経
樺
力
と
が
、
か
か
る
標
準
と
し
て
は
拳
げ
ら
れ
あ
。
そ
の
人

口
は
、
地
方
の
事
務
及
施
設
の
必
要
の
大
小
を
引
起
す
原
因
左
し
て
は
最
主
要
の
も
の
と
認
め
ら
る
る
炉
矯
め
で

あ
り
、
経
漕
力
は
、
其
施
設
の
完
備
度
を
定
め
る
標
準
と
し
て
は
最
適
切
な
る
も
の
と
認
め
ら
る
る
が
念
め
で
あ

る
。
人
口
に
代
る
も
の
左
し
て
は
、
或
は
、
戸
数
に
依
る
こ
と
も
出
来
れ
ば
、
就
皐
児
童
数
に
よ
る
こ
と
も
出
来
る

が
戸
数
で
は
一
戸
常
hJ
の
一
人
口
の
地
方
に
よ

h
て
可
な
り
に
相
退
め
る
の
貼

rb不
適
皆
と
い
ふ
こ
と
も
あ
り
.

h
v
L
Z
L市

14-Paz-

、、

忌
島
-
R茸
μ
岡
氏
教
育
併
・
~
久
的
仁
は
嵐
官
す
石
が
、

佐
山
〈
地
方
事
務
及
施
設
に
つ
い
て

ω営
ら
ぬ
と
い
ふ
べ
き

で
あ
り
、
盤
情
力
と
し
て
は
、
各
地
方
に
於
け
る
財
産
又
は
所
得
の
総
額
で
も
判
れ
ば
良
い
炉
、
ま
(
を
'
知
る
こ
と

が
面
倒
で
め
る
の
で
.
知
り
日
現
き
経
済
力
標
準
と
し
て
は
、
結
品
、
直
接
税
、
叉
は
所
得
税
の
決
算
額
一
か
用
ゐ
ら

る
る
外
な
い
で
め
ら
う
。
此
等
の
一
標
準
は
伺
れ
も
皆
な
相
官
な
る
意
味
を
有
つ
の
で
は
あ
る
が
、
中
に
就
き
て
も

人
口
数
(
住
民
数
)
こ
そ
は
.
地
方
交
付
金
の
標
準
と
し
て
最
有
意
義
で
あ
h
叉
寅
現
易
の
も
の
で
も
あ
る
。
或
は

之
の
み
に
依
り
て
も
良
い
佼
で
、
少
く
と
も
之
ぞ
中
心
と
し
て
他
の
一
冗
素
'T
加
味
倒
酌
す
る
の
が
壇
賞
と
考
へ
ら

れ
る
。
共
次
第
を
下
に
述
べ
て
見
ゃ
う
。

第
-
段

分
配
標
準
と
し
て
人
ロ
艶
の
重
要

地ト
H
交
付
金
問
分
岡
山
準
と
し
て
の
人
口

第
四
就

第
間
十
谷
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u
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地
方
交
付
金
配
分
標
準
と
し
て
舟
人
日

六
七
八

第
閉
十
巻

第
間
数

四

今
、
岡
家
か
ら
し
て
、
地
方
に
交
付
金
を
交
付
す
る
と
し
て
共
標
準
は
人
口
(
住
民
数
)
に
依
る
の
を
至
嘗
と
す

る
共
理
由
は
左
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

、、.，一
地
方
費
と
の
聞
係
上
か
ら
|
|
地
方
事
務
の
繁
閑
及
地
方
施
設
の
大
小
は
結
局
、
共
地
方
の
住
民
(
人
口
〉
の
多

少
に
か
か
る
事
が
最
多
く
、
そ
し
て
持
地
方
事
務
の
繁
閑
及
地
方
施
設
の
大
小
が
取
も
砲
さ
や
地
方
経
費
い
い
犬
小

を
生
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ぱ
則
も
住
民
が
多
け
れ
ば
多
レ
ほ
ど
地
方
授
が
飴
計
じ
か
か
る
も
の
土
し
て
、

岡山都
h
f
J
ん
し
て
も
一
一
府
指
く
交
付
す
る
の
や
五
常
と
し
ほ
け
れ
ば
な
ら
泊
。

?
1
4
F
，、
J
f
3
E
-
'
h
J
・E
」
百
巴

L
J
、-
9

・

行

MY-σ
一品守救

Y、
3
M
g
rト
メ
バ
ー
を

生
中
る
の
に
は
闘
よ
り
各
地
共
冷
の
地
理
的
、
際
史
的
、
す
な
は
ち
、
自
然
的
立
化
的
な
る
特
異
性
に
よ
る
こ
と

が
あ
る
の
は
回
よ
り
見
落
し
て
は
な
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
共
は
之
を
来
げ
来
る
と
際
限
も
な
，
¥
多
様
で
あ
る
か
ら
.

暫
ら
く
措
〈
と
し
て
、
大
障
か
ら
い
ふ
L
』
、
各
地
方
の
費
用
の
大
部
分
は
共
人

n数
に
か
か
る
の
で
め
る
。
卸
も

住
民
数
多
け
れ
ば
、
共
地
方
に
は
自
ら
仕
事
も
多
く
な
り
、
施
設
も
ま
た
大
〈
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
例
之
、

岡
氏
の
義
務
教
育
の
施
設
の
如
事
、
最
明
か
に
、
住
民
数
に
か
か
り
、
住
民
多
け
れ
ば
、
自
ら
、
就
皐
児
童
も
多

t
・
皐
校
施
設
も
大
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戸
籍
事
務
、
兵
役
事
務
、
衛
生
事
務
な
ど
も
自
ら
住
民
数
と
大
韓

比
例
す
る
u

枇
曾
事
務
の
如
き
は
、
共
地
方
民
の
間
に
於
け
る
貧
富
懸
隔
の
度
合
、
貧
民
階
級
の
割
合
に
多
き
や

否
や
、
老
幼
婦
女
の
多
少
な

E
に
か
か
り
、
住
民
数
に
比
例
す
る
と
は
限
ら
ぬ
ゃ
う
で
も
あ
る
が
、
併
し
其
も
矢

張
り
大
瞳
か
ら
い
ふ
と
、
住
民
数
多
け
れ
ば
、
貧
困
者
も
自
ら
多
く
な
り
て
、
枇
合
目
的
施
設
の
大
と
な
る
傾
が
あ

る
の
は
争
は
れ
ぬ
。
勧
業
事
務
の
如
き
は
、
地
方
の
繁
祭
度
、
産
業
の
種
類
に
よ
り
て
異
る
べ
き
も
の
の
あ
る
は

Jessen， Finanza凹 gleich.(Wb. d. V w. 4 Aus. J) S. 790. 
Lりt7.. Fw. 2 Aufi. S. 942 
Lotz. eb叩 da.

3) 
4) 
5) 



勿
論
む
が
、
住
民
数
多
け
れ
ば
、
自
ら
奨
聞
す
ベ
〈
、
世
一
話
す
べ
き
産
業
の
多
〈
な
る
傾
が
め
る
。
そ
れ
か
ら
道

路
、
橋
梁
、
河
港
等
に
闘
す
る
土
木
事
業
な
ど
は
共
地
方
の
地
勢
地
形
な

E
に
か
か
る
こ
と
が
多
〈
、
共
施
設
の

金
の
か
け
方
も
可
な
り
に
経
掛
カ
に
臆
じ
て
多
様
と
な
り
得
る
も
の
で
、
人
口
数
に
は
、

h
u
し
ろ
依
ら
ぬ
種
類
の

も
の

rと
も
い
ひ
得
る
が
、
併
し
其
れ
で
も
街
ほ
、
道
路
、
橋
梁
の
知
き
に
て
は
住
民
数
の
多
少
に
か
か
お
事
が

少
く
な
い
o
r
h
y
ら
地
方
施
設
の
中
に
は
住
民
教
に
か
か
ら
ぬ
も
の
は
あ
る
け
れ
E
色
、
此
に
か
か
る
も
の
が
多

〈
あ
っ
て
、
む
し
ろ
共
学
以
上
を
占
h
u
る
で
も
あ
ら
う
。
然
り
と
す
れ
ば
住
民
数
の
多
き
慮
に
て
は
地
方
費
が
多

t
か
か
芯
止
し
て
一
一
勝
多
く
の
交
付
合
す
る
の
が
一
金
常
で
め
る
。
勿
論
、
人
口
と
公
務
費
?
と
の
閥
係
が
精
密
な
る

比
例
閥
係
の
も
の
と
い
ふ
の
で
は
な
〈
、
同
一
人
口
と
し
て
も
、
公
務
費
が
宮
の
度
合
、
共
分
配
の
具
合
、
職
業

産
業
の
種
類
、
年
齢
の
相
違
等
今
に
も
か
か
る
こ
と
は
あ
る
。

二
人
口
の
重
要
性
か
ら
1
1

A
政
治
上
の
重
要
性
|
|
良
か
れ
惑
か
れ
、
今
日
、
一
闘
の
政
策
は
封
外
的
、
岡
際
的
に
は
閑
家
本
伎
と
し
て

之
を
考
へ
る
。
世
界
を
一
闘
家
と
し
、
人
類
を
凡
べ
て
同
胞
と
す
る
の
珂
想
を
以
て
出
夜
勤
と
は
せ
ぬ
。
一
闘
は

野
外
的
に
は
如
何
に
し
て
、
共
闘
戚
闘
樺
ι
T
購
旗
揚
し
得
る
か
を
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
前
提
の
下
に
人
口

問
題
を
考
ふ
る
と
き
に
は
、
人
口
を
増
加
さ
す
べ
き
や
、
崎
明
た
減
少
さ
す
べ
き
や
、
勝
七
不
動
と
す
べ
き
や
と
い

へ
ば
、
出
来
れ
ば
叉
許
す
な
ら
ば
、
人
口
増
加
こ
そ
は
園
戚
の
費
揚
に
必
要
だ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
人
口

数
の
む
し
ろ
増
加
傾
向
に
あ
る
の
が
望
ま
し
い
と
い
ふ
事
は
、
菅
に
軍
事
上
に
於
て
然
る
の
み
で
は
な
く
、
園
民

地
方
交
付
金
配
分
標
準
と
し
て
の
人
口

第
四
十
巻

大
七
九

第
四
時
現

四
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地
方
交
付
金
配
分
標
準
k
し
て

ρ
人
口

第
四
寸
巻

ハ
八

C

第
凶
赦

凶
四

の
責
任
観
、
勇
気
、
克
己
、
努
力
、
非
個
人
主
義
的
精
榊
な
ど
の
修
養
か
ら
見
て
も
、
さ
う
で
あ
ち
、
此
が
教
育

粧
漕
政
策
に
も
A
口
一
致
す
る
の
此
見
地
か
ら

L
て
見
れ
ぽ
、
圃
費
の
地
方
へ
の
分
配
に
つ
い
て
住
民
教
に
よ
忍
の
は

共
の
大
な
る
岡
家
政
策
と
調
和
す
る
の
で
あ
る
。
此
分
配
方
法
に
よ
る
と
き
に
人
口
の
増
加
を
助
長
す
る
こ
と
が

出
来
る
。
閤
家
の
必
要
と
す
る
人
口
を
増
加
せ
し
め
る
こ
と
に
な
り
待
3
0

一
地
方
に
し
て
佐
民
多
き
が
矯
め
の

般
に
割
世
間
て
ら
る
る
も
の
が
多
け
れ
ば
、
共
一
位
命
日
、
及
衛
生
施
設
が
一
層
良
〈
行
届
き
、
然
ら
ザ
ロ
れ
ば
あ
る
よ
り

も
一
層
多
〈
人
口
の
増
加
を
促
ず
で
あ
ら
う
。

を
し
て
也
へ
1
曾
加
均
一

1.E3汁
主

-ノ
l
j
j
』

j
7
d
t

-
f
k
フ
在
ベ
司
こ

7
t
、

判
闘
志
A
J
r
ν

忍
崎
十
日
恒

p
i
-
-
h

Jj:[: 

於
て
の
み
で
な
く
、
所
得
税
の
家
族
係
累
者
宥
恕
の
庭
に
て
通
例
相
嘗
に
守
ら
れ
て
居
る
。
共
と
も
調
和
す
る
の

で
あ
る
。

B
経
掛
上
の
重
要
性

l
人
口
増
加
傾
向
が
経
梼
殺
展
に
資
す
る
も
の
ピ
と
い
ふ
こ
と
は
、
上
に
注
意
し
て
通

り
だ
が
、
克
に
進
ん
で
は
人
口
其
も
の
が
艦
神
文
持
の
童
心
に
る
こ
と
な
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
経
掛
は
賞
円
い

人
の
矯
め
に
存
し
、
其
人
に
よ
り
て
存
立
す
る
。
園
民
経
済
は
盤
調
な
る
人
口
に
よ
り
で
は
繁
栄
せ
守
し
て
、
多

様
な
る
生
業
の
人
口
の
調
和
す
る
寄
合
に
よ
り
て
綾
展
す
る
。
印
ち
共
慮
に
は
農
業
者
も
な
け
れ
ば
な
ら
や
、
商

工
業
者
も
な
け
れ
ば
な
ら
中
、
無
産
者
、
勢
働
者
の
存
在
も
有
意
義
で
あ
り
、
そ
し
て
資
本
家
、
経
替
者
の
存
在

も
重
要
で
あ
る
。
此
等
の
も
の
の
調
和
を
得
て
存
在
す
る
こ
と
が
心
要
で
め
る
。
園
民
経
簡
は
此
等
の
者
の
構
成

す
る
有
機
的
存
在
で
あ
り
、
共
各
員
は
凡
ペ
て
連
帯
的
に
共
存
共
築
す
る
の
で
あ
る
。
有
機
的
金
躍
は
会
〈
其
構

成
各
員
の
矯
め
に
存
し
、
而
し
て
各
員
は
連
帯
の
自
費
を
以
て
互
に
相
助
け
て
全
開
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら

Moll， Lehrbuch d. Fw. S. 61. 8) 



ぬ
。
闘
民
経
梼
中
に
資
本
家
ば
か
り
あ
っ
て
柑
労
働
者
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
運
韓
せ
ぬ
の
で
あ
り
、
持
働
者
の
み
あ

っ
て
資
本
家
が
な
く
て
も
同
じ
様
に
闘
民
経
済
は
動
か
ね
の
で
め
る

J

農
村
の
み
で
も
、
都
舎
の
み
で
も
柱
か
や

都
曾
は
農
村
の
矯
め
に
共
産
物
の
配
給
に
嘗
り
、
農
村
は
都
曾
の
矯
め
に
共
食
料
、
原
料
佐
供
し
、
更
に
都
曾
商

工
業
に
於
け
る
勢
働
者
の
補
充
を
も
錯
す
の
で
め
る
。
だ
か
ら
農
村
も
都
曾
に
負
ふ
所
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
都

舎
も
農
村
に
よ
ち
て
助
げ
ら
る
る
こ
と
の
厚
き
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
特
に
農
村
が
多
大
の
教
育
費
及
養
育

費
を
使
っ
て
仕
上
げ
た
人
閣
が
や
が
て
都
曾
の
構
成
分
子
と
な
っ
て
、

共
後
展
に
資
し
つ
つ
あ
る
こ
と
、

更

は
都
曾
に
於
け
る
敗
北
者
一
か
旧
舎
に
陥
っ
て
共
厄
介
と
な
ろ
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
。

だ
か
ら
夫
の
地
方

交
付
金
を
人
口
数
に
よ
り
地
方
に
交
付
す
る
と
き
に
、
結
局
、
富
者
、
商
工
業
者
の
多
く
集
ま
る
所
の
都
舎
か
ら

取
っ
た
枕
牧
入
を
以
て
、
貧
者
農
業
者
の
集
ま
る
所
の
田
舎
農
村
を
潤
は
す
こ
L
」
に
な
り
、
雨
地
方
聞
に
不
均
衡

な
る
分
配
を
生
宇
る
や
う
に
も
見
ゆ
る
け
れ
ど
も
、
そ
し
て
都
市
住
民
の
立
場
か
ら
し
て
は
不
満
を
戚
中
与
か
も

知
ら
ぬ
が
、
右
に
い
ふ
加
〈
、
都
曾
も
田
舎
農
村
の
助
に
よ
り
て
維
持
さ
れ
、
後
展
し
得
し
め
ら
れ
名
こ
と
、
特

に
田
舎
農
村
に
養
教
育
費
枇
命
同
費
を
か
け
た
る
こ
と
な
ど

Je省
み
る
と
き
に
、
決
し
て
之
に
不
摘
を
戚
じ
で
は
な

ら
字
、
か
し
ろ
闘
民
経
済
会
瞳
の
矯
め
に
、
そ
し
て
自
分
等
の
矯
め
に
色
営
然
の
負
擦
を
魚
し
つ
つ
あ
り
と
念
じ

な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
岡
家
よ
り
地
方
へ
の
交
付
金
を
人
口
数
に
よ
り
て
分
配
す
る
こ
と
は
、
人
口
の
、
伶

も
経
漕
上
の
買
力
の
弱
き
人
口
も
の
、
入
五
き
岡
民
経
漕
に
於
け
る
重
要
性
か
ら
見
て
は
入
五
〈
雷
然
の
慮
置
と
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

地
方
交
付
金
醍
分
標
単
と
し
て
の
人
口

第
四
十
巻

六
凡

第
四
被

四
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地
方
交
付
金
配
分
標
準
'
と
し
て
の
人
口

第
四
十
巻

六
八

第
四
競

四
六

日
一
吐
曾
政
策
上
よ
り
l
|元
来
、
各
人
は
凡
ベ
て
其
人
格
が
平
等
の
も
の
と
見
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
有
能
有
力
者

た
り
と
て
、
無
能
無
力
の
者
を
軽
視
し
て
は
な
ら
ぬ
。
他
人
の
人
格
は
自
己
の
人
格
と
等
し
く
之
を
偉
重
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
岡
家
世
舎
も
亦
た
、
無
能
無
力
者
を
有
能
有
力
者
と
均
し
く
平
等
な
る
人
格
者
と
し
て
見
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
我
闘
の
思
想
界
を
通
観
す
る
と
き
に
、
嘗
て
一
時
は
、
人
格
平
等
の
川
山
想
が
風
摩
し
た
の
に
、

、，
D
h
L
3
E

、

，f
e
d
m山
泊
本
・

非
常
時
と
な
っ
て
、
共
反
動

t
し
て
人
格
不
平
等
と
い
ふ
見
方
が
有
力
と
な
っ
七
ゃ
う
じ
見
ゆ
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-
b
k
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、
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E
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σ
-
t
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今
日
で
は
所
問
、

と
、
有
徳
者
と
不
徳
者
と
が
あ

h
、
之
等
を
平
等
と
い
ふ
は
不
自
然
で
あ
り
、
不
平
等
こ
そ
は
嘗
然
の
や
う
に
も

見
ら
れ
る
が
、
併
し
元
来
、
人
は
神
の
前
に
は
平
等
で
あ
り
、
岡
家
も
ま
た
園
民
の
各
箇
を
平
等
と
し
て
見
る
の

が
至
嘗
で
あ
る
。
或
人
が
愚
で
あ
っ
た
と
て
、
不
具
者
で
あ
っ
た
と
て
、
不
徳
者
で
あ
っ
た
土
て
、
共
を
ぱ
彼
の

責
任
に
の
み
蹄
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
彼
が
先
天
的
仁
生
れ
乍
ら
に
し
て
、
か
か
る
素
質
を
も
つ
に
と
い
ふ
こ

E

と
が
少
く
な
い
e

暇
令
ま
に
彼
が
後
天
的
に
か
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
其
れ
も
彼
自
ら
が
斯
〈
あ
ら
し
め
た
と
い

ふ
よ
り
は
、
彼
の
境
遇
僚
件
が
然
ら
し
め
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
如
何
と
も
し
難
か
っ
た
の
に
因
る
こ
と
が
多
い
。

之
を
以
て
被
を
責
め
る
の
は
酷
で
め
り
、
他
人
か
ら
し
て
は
、
園
家
祉
舎
よ
り
し
て
は
、
む
し
ろ
斯
か
る
不
幸
な

る
者
に
劃
し
て
は
、
十
分
に
之
を
同
情
し
、
共
責
任
を
分
ち
、
随
ふ
て
彼
等
の
矯
め
に
一
一
暦
の
世
話
を
す
る
と
い

ふ
こ
と
に
も
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
教
育
の
上
か
ら
、
世
合
同
施
設
の
上
か
ら
、
彼
等
ぞ
向
上
せ
し
め
る
矯
め
に

有
ら
ゆ
る
議
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
平
均
以
上
の
有
能
有
魚
の
人
は
枇
舎
同
家
が
助
力
せ
宇
と
も
、
濁
自
の



力
に
て
向
上
じ
得
る
の
だ
が
、
平
均
以
下
の
無
能
無
力
の
人
た
ち
は
岡
家
世
舎
が
助
力
を
怨
す
の
で
な
け
れ
ば
向

上
し
得
な
い
。
岡
家
枇
舎
は
彼
等
の
本
来
の
人
格
の
平
等
を
認
め
て
、
此
等
の
も
の
に
十
二
分
の
助
力
を
致
し
て

共
向
上
を
計
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
枇
合
同
政
策
と
は
岡
家
が
か
か
る
立
脚
動
か
ら
出
議
し
て
弱
者
階
級
の
矯
め
仁

壷
力
す
る
の
施
急
で
あ
る
。
今
日
の
現
寛
政
治
に
て
は
遺
憾
な
が
ら
此
方
面
に
力
を
用
ゐ
る
こ
と
の
甚
だ
手
薄
な

る
を
戚
ぜ
し
め
る
が
、
他
日
徐
裕
の
生
や
る
時
は
、
も
っ
と
/
¥
此
方
面
に
岡
費
を
使
ふ
こ
と
に
な
る
で
あ
ら

ぅ
。
期
〈
の
如
く
に
世
曾
政
策
は
富
め
る
有
力
者
か
ら
集
め
に
る
金
を
以
て
m

貧
弱
者
の
一
耐
利
の
矯
め
に
施
設
す

る
も
の

rと
し
て
、
今
蕊
に
、
問
題
と
な
る
地
方
交
付
金
を
地
方
に
分
配
す
る
に
蛍
h
ノ
て
、
各
地
方
の
人
口
数
に

依
る
と
き
仁
は
.
自
ら
比
較
的
宮
め
る
都
曾
地
方
か
ら
取
り
わ
L

る
も
の
を
割
合
仁
多
く
.
貧
弱
な
呂
田
舎
地
方
ド

分
典
す
る
の
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
共
は
恰
か
色
此
枇
合
同
政
策
の
趣
旨
に
ム
口
致
す
る
の
で
あ
る
否
な
右
の

枇
曾
政
策
か
ら
い
ふ
な
ら
ば
、
貧
弱
者
の
多
き
蕗
に
は
、
頭
割
平
等
以
上
に
も
.
よ
り
多
〈
を
分
奥
し
て
良
い
ほ

ど
で
あ
り
、
頭
割
平
等
に
て
は
貧
弱
者
へ
の
交
付
が
向
不
十
分
に
と
も
い
ふ
を
得
る
の
で
あ
る
。

t
H
L
之
eT
頭
割

卒
等
に
止
め
る
の
は
犬
の
富
裕
者
の
多
き
都
合
地
方
と
て
も
、
共
中
に
は
矢
帳

h
、
相
営
に
貧
弱
者
も
あ
っ
て
、

共
地
方
主
し
て
枇
舎
政
策
施
矯
の
行
ふ
べ
き
も
の
が
少
く
な
い
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
向
日
、
斯
や
う
に
し
て
枇
舎

政
策
と
し
て
富
裕
者
又
は
官
有
地
医
か
ら
し
て
貧
弱
者
又
は
貧
弱
地
方
を
補
給
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
、
共

が
矯
め
に
富
裕
者
叉
は
地
区
が
不
利
を
被
な
る
と
見
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
現
代
の
個
人
主
義
的
財
産
制
度
の

行
は
る
る
限
り
、
矢
張
り
、
優
越
し
た
る
個
人
叉
は
地
匡
は
貧
弱
者
叉
は
地
匝
の
共
力
を
利
用
し
つ
つ
盆
今
共
の

地
ト
刀
交
付
金
配
分
標
準
と
し
て
の
人
口

第
四
十
巻
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地
方
交
付
金
配
分
標
準
と
し
て
白
人
日

第
四
十
巻

阿
ノl、

T
L
H
 

ヲ

ノ

n
F

第
四
競

後
展
向
上
を
遂
げ
る
乙
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

町
一
保
健
及
教
化
政
策
上
よ
り

1

1
地
方
交
付
金
を
人
口
数
に
よ
り
て
分
配
す
る
の
結
果
は
、
従
来
に
比
し
都
市
よ

り
も
田
合
農
村
の
財
政
を
山
豊
か
な
ら
し
め
、
田
舎
の
地
方
施
設
を
一
一
暦
完
備
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
て
、
従
来
の

如
く
に
、
偏
へ
に
都
管
の
繁
栄
営
憧
惜
し
て
、
此
に
往
住
ぜ
ん
と
す
る
も
の
を
幾
分
な
り
と
も
牽
制
す
る
こ
と
が

出
来
、

人
口
の
都
曾
集
中
を
抑
制
し
、

健
康
に
し
て
純
異
な
る
田
舎
生
活
'γ
亭

人
を
し
て
、

よ
り
多
〈
、

f
-
、

ロ
ド
ド
品
冨

zp

r-「
ノ

〉

'
'
:
:
h，、

F
3

セ
1
L
1
4
1
M
:
」

L
L
ド
ド

y
v
f

保
健
政
策
に
も
激
化
政
策
に
も
合
成
す
る
。

他
方

EC 
Irt 

K 

有ド
重F

Jr~ 
げ

o 

曾
的
困
難
を
も
緩
和
し
得
る
こ
と
に
な
り
、
更
に
田
舎
の
超
梼
上
の
発
展
を
助
長
す
る
こ
と
も
出
来
、
閥
民
経
樺

の
内
部
に
於
け
る
普
遍
的
後
遺
を
遂
げ
し
め
、
卸
ち
、
延
い
て
は
駐
曾
数
策
上
、
経
済
政
策
上
に
も
有
益
な
る
殻

呆
を
生
十
る
こ
E
r
s
eか
出
来
る
。

五
財
政
上
よ
り
|
|
-

小
山
田
舎
地
方
か
ら
見
れ
ぱ
、
奮
し
来
の
人
税
(
所
得
税
附
加
積
、
特
別
所
得
税
、
戸
数
割
)
を
各
市
町
村
毎
に
取
る

制
度
の
下
に
は
、
結
局
、
共
人
読
を
割
合
に
重
く
課
す
る
の
外
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
共
住
民
に
は
貧
之
人
の
み

多
〈
、
比
較
的
富
裕
な
る
地
主
と
い
ふ
て
も
、
都
舎
の
一
宮
者
に
比
し
て
は
物
の
数
に
も
入
ら
ぬ
ほ

E
小
さ
な
も
の

に
過
ぎ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
人
税
た
る
聞
読
牧
入
を
各
地
方
に
交
付
金
と
し
て
交
付
す
る
の
方
針
に
改
め
、

而
か
も
主
(
を
ば
人
口
数
仁
よ
り
て
分
配
す
る
と
き
に
、
田
舎
地
方
は
闘
枕
た
る
人
税
と
し
て
取
ら
る
る
も
の
は
少

く
し
て
、
人
日
数
に
よ
り
て
分
興
せ
ら
る
る
所
の
も
の
が
割
合
に
多
い
こ
と
と
な
り
、
従
来
の
財
政
上
の
困
難
は

Li&エhtens1ein，Die ]ドinanzwirtschaftder deutscben Grosstadte von 1925' bis 
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相
営
に
救
は
る
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

小
川
し
か
し
都
曾
地
方
か
ら
い
へ
ば
、
此
新
制
度
の
下
に
、
従
来
に
比
し
て
多
少
、
失
ふ
所
あ
る
の
を
免
れ
ぬ
の

で
ゐ
る
げ
れ

E-色
、
併
し
乍
ら
都
曾
地
方
は
大
盟
、
財
源
が
豊
か
で
あ
り
、
経
理
宜
し
き
を
得
れ
ば
、
此
以
外
の

牧
入
を
探
し
出
す
こ
と
が
田
舎
に
比
し
て
は
一
層
容
易
で
あ
る
か
ら
、
此
に
堪
へ
ゆ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら

-
F

「
ノ
。

、‘F六
調
査
技
術
上
よ
り
|
|
今
問
題
と
な
る
所
の
地
方
交
付
金
の
分
配
標
準
士
る
、
各
地
方
の
住
民
数
は
、
之
を
調

ぺ
上
げ
る
こ
と
が
、
さ
う
六
っ
か
し
〈
な
い
。
経
神
力
な
所
得
又
は
財
産
と
し
て
調
べ
る
よ
り
は
、
容
易
で
あ
る
。

純
神
力
も
-
7
ん
や
直
耕
税
同
λ

は
所
科
税
口
町
枇
耕
割
と
し
て
見
れ
ば
、
最
簡
草
且
つ
第
易
仁
調
.
へ
お
ζ
'
と
が
出
来
る
が

共
は
共
準
撮
し
ゃ
う
と
い
ふ
税
制
が
必
中
し
も
臆
能
公
平
上
、
満
足
な
る
も
の
で
な
く
.
之
を
例
之
、
第
三
種
所

得
枕
(
及
第
一
種
所
得
枕
)
に
つ
い
て
見
て
色
、
共
枕
額
だ
り
で
果
し
て
共
地
方
地
方
の
極
構
カ
の
一
割
合
を
示
し
特

る
か
何
う
か
。
特
に
免
税
期
以
下
の
部
分
に
つ
き
て
の
大
な
扶
陥
が
め
り
、
第
二
種
に
る
資
本
所
得
の
抜
け
に
る

の
が
あ
り
、
此
れ
で
仕
方
が
な
い
か
ら
之
に
操
る
の
だ
と
い
へ
ば
い
へ
る
が
、
何
う
も
信
頼
し
難
き
も
の
で
は
あ

る
。
地
租
と
て
・
も
共
課
税
標
準
七
る
賃
貸
債
格
が
十
年
間
不
動
に
る
に
於
て
共
同
の
趣
謹
に
よ
り
て
寅
際
と
去
る

こ
と
の
遠
4
な
る
を
免
れ
な
い
。
共
ド
屈
で
経
神
力
の
標
準
と
し
て
最
公
正
な
る
べ
し
と
認
め
ら
る
る
は
地
方
民
の

所
得
又
は
財
産
だ
と
も
い
へ
る
が
、
併
し
此
は
却
冷
調
べ
る
こ
と
が
六
っ
か
し
い
。
従
っ
て
此
に
は
寅
際
擦
り
難

ぃ
。
住
民
数
と
て
も
、
年
今
調
べ
る
こ
と
は
出
来
十
、
年
冷
の
貫
数
は
剣
ら
守
、
之
が
年
ι
干
の
賓
教
を
取
る
こ
と

地
方
交
付
金
配
分
標
準
と
し
て
の
人
口

六
八
五

第
四
貌

四
丸

第
凶
十
巻

10) PreUSS， Die Finanzverfas5ung der Gemeind刊 undDepartments in Franl.;reich 
und d.e Planc zu ihrer Refor田， S. 137・



地
方
交
付
金
配
分
標
準
と
し
て
の
人
口

第
四
十
巻

大
八
六

第
四
披

五
O 

は
面
倒
至
極
で
あ
る
。
併
し
セ
ン
サ
ス
が
五
年
目
に
一
度
行
は
れ
て
、
此
は
略
ほ
信
損
す
る
に
足
る
の
確
さ
を
有

ち
共
後
の
は
、
年
平
均
増
率
を
か
け
て
年
L
q

の
推
定
住
民
数
を
計
算
し
得
る
。
此
で
は
賓
際
主
は
多
少
遣
う
k
い

ふ
け
れ

E
も
、
此
方
は
所
得
や
財
産
や
納
税
額
ほ

E
大
な
趣
動
の
あ
る
も
の
で
も
な
く
、
某
準
た
る
セ
以
サ
ス
の

結
果
が
確
か
な
も
の
と
し
て
、
之
を
基
と
し
て
増
率
を
加
減
す
る
と
き
に
、
大
し
て
賞
際
と
の
聞
き
は
生
ぜ
や
し

て
静
ま
う
。

rhyら
、
此
は
恕
し
得
る
信
槙
性
伝
有
つ
。
そ
し
て
調
ペ
上
げ
る
と
と
が
容
易
で
も
あ
る
。
だ
か
ら

批
は
駐
掛
力
の
刺
脚
部
じ
叫
ん
し

t
利
用
の
慨
に
も
A
V
f
t

第
=
段

分
配
標
準
と
し
て
鰹
漕
カ
の
慣
値

一
極
端
桝
カ
標
準
の
重
要
|
|

制
施
設
の
完
備
事
務
の
増
加
と
経
済
力
と
の
関
係
|
|
地
方
の
施
設
完
備
の
度
合
、
並
に
地
方
事
務
の
繁
聞
は

一
面
、
住
民
数
に
も
よ
る
が
、
経
済
カ
に
依
る
こ
左
の
あ
る
の
も
之
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
富
の
程
度
の
高

き
地
方
に
て
は
、
自
ら
、
貧
弱
地
方
よ
り
も
、
高
債
に
し
て
完
備
せ
る
設
備
を
有
つ
こ
と
に
な
る
べ
き
で
あ
り
、

地
方
事
務
の
少
〈
と
も
一
部
の
も
の
は
自
ら
.
よ
り
複
雑
に
な
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
貧
弱
な
る
地
方

で
は
共
地
方
事
務
は
出
来
る

rけ
簡
単
じ
済
ま
さ
れ
、
設
備
は
粗
末
な
る
も
の
に
て
辛
棒
さ
れ
る
。
随
ふ
て
岡
家

か
ら
地
方
に
交
付
金
を
分
布
す
る
に
就
て
も
、
極
構
力
に
臆
や
る
の
を
営
然
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

間
交
付
金
の
根
源
・
と
鰹
梼
力
と
の
闘
係

l
l更
に
分
配
き
る
ペ
き
交
付
金
の
根
源
を
考
ふ
る
も
、
共
は
結
局
、



岡
家
の
手
に
て
集
め
一
ら
れ
た
も
の
で
、
其
は
又
、
各
地
方
の
又
は
各
地
方
民
の
一
般
的
人
的
な
る
粧
神
力
に
臆
じ

て
出
さ
れ
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
だ
と
す
れ
ば
之
を
交
付
金
に
よ
り
て
地
方
じ
還
元
す
る
と
い
ふ
な
ら
ば
、
共
A
T

の
地
方
の
其
経
済
力
に
醸
じ
て
交
付
す
る
の
が
営
然
だ
と
い
ふ
こ
と
も
い
ひ
得
る
。

二
経
済
力
標
準
の
不
要

l
l前
に
い
ふ
如
〈
に
し
て
地
方
交
付
金
を
ぱ
地
方
の
経
済
力
に
よ
り
て
交
付
す
る
の
根

擦
が
あ
る
の
で
は
あ
る
が
、
併
し
又
、
之
を
打
消
し
、
之
e
g
不
要

E
す
る
の
瑚
由
-B
あ
る
の
で
あ
る
。
共
ば
下
の

如
〈
で
め
る
。

山
山
地
方
に
は
霊
力
に
臆
や
る
課
税
交
が
別
に
相
官
に
存
す
る
こ
と
|
|
準
ん
で
考
へ
る
と
、
各
地
方
費
と

し
て
其
地
方
の
寅
力
に
鷹
じ
に
も
の
か
ι
出
す

2
い
ふ
児
地
に

τは
‘
壮
一
九
ぜ
ぽ
岡
山
水
よ
り
し

E
の
交
付
合
に
つ
い
て

行
は
や
と
色
‘
肢
に
地
方
自
身
の
手
許
に
て
取
っ
て
居
る
暁
の
中
に
、
恰
か
も
其
経
神
力
度
、
精
密
に
い
へ
ば
物

的
.
客
観
的
経
済
力
度
に
膿
じ
て
取
る
も
の
が
あ
っ
て
、
ー
l
共
は
其
地
方
地
方
の
会
き
経
済
力
は
示
さ
ぬ
と
し

て
も
、
物
的
、
客
観
的
な
る
蛭
樺
カ
皮
は
一
不
す

i
l共
が
叉
、
恰
か
色
地
方
の
固
有
な
る
税
と
し
て
も
趨
営
で
あ

り
、
会
〈
地
方
に
の
み
委
か
さ
れ
る
事
を
薦
む
る
も
の
で
色
め
る
。
此
さ
へ
あ
れ
ば
、
共
に
て
極
構
カ
に
よ
る
分

配
が
自
ら
に
行
ほ
れ
て
、
測
に
岡
家
か
ら
の
交
付
金
に
於
て
経
済
力
に
よ
り
分
布
す
る
の
を
不
要
だ
ら
し
め
る
。

期
の
如
き
経
済
力
に
よ
る
積
で
あ
っ
て
、
地
方
特
別
積
に
る
に
適
す
石
の
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
〈
、
土
地
家
屋
管

業
の
積
で
あ
る
。
我
闘
今
日
の
暁
制
に
て
は
、
家
屋
酷
だ
け
は
地
方
の
み
に
任
か
さ
れ
て
居
る
炉
、
土
地
と
帥
甲
山
業

と
の
稜
は
圃
稜
と
し
て
も
留
保
さ
れ
、
ま
だ
地
方
に
委
譲
さ
れ
て
は
居
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
地
方
附
加
穂
が
此
に

域
方
交
付
金
節
分
標
準
と
し
て
の
入
口

第
四
時
制

第
四
十
巻

ヨ1.

六
八
七



地
方
交
付
金
酎
分
標
準
と
し
て
の
人
口

大
八
八

第
四
球

五

第
四
十
巻

つ
い
て
許
さ
れ
、
而
か
も
地
租
の
如
き
は
附
加
枕
の
方
が
本
枕
よ
り
も
重
く
な
っ
て
居
る
。
そ
れ
で
今
日
に
で
も

土
地
家
屋
叫
営
業
税
が
可
な
り
に
地
方
牧
入
と
し
て
は
重
き
そ
成
し
て
居
る
。
そ
し
て
将
来
は
肯
ほ
之
を
凡
べ
て
地

方
に
委
譲
す
る
か
、
委
譲
せ
ぬ
ま
で
も
.
之

4

伊
ニ
暦
多
〈
地
方
を
し
て
利
用
せ
し
め
る
の
傾
向
伝
示
す
。
そ
し
て

共
の
中
で
も
土
地
家
屋
は
多
〈
の
庭
で
肢
に
己
に
重
〈
な
り
過
ぎ
て
も
居
る
か
ら
、
今
後
は
、
品
営
業
に
一
一
暦
重
〈

保
せ
ら
る
る
や
う
に
な
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
調
渇
の
獄
勢
を
見
る
と
、
普
通
選
翠
の
下
に
於
け
る
地
方
政
治

最直
品官;

於

;

r

-

-

‘
，

.

F

‘

‘

，

E
s
t

・

土
地
(
然
保
符
業
の
持
主
一
炉
畑
一
産
者
に
比
し
て
少
拐
な
る
¢
結
果

此;
λ刊一

";.'f' 

F j 

0) 

よj事:

神1
3 

兎
角
、

れ
る
傾
向
が
強
〈
、
而
か
も
此
の
土
地
家
屋
替
業
の
三
の
者
の
中
に
て
は
、
或
程
度
を
超
へ
て
の
土
地
家
屋
へ
の

課
穂
は
‘
や
が
て
借
家
人
へ
轄
掠
き
る
る
可
能
性
が
強
い
の
で
、

h
u
し
ろ
岬
営
業
課
税
に
割
合
章
一
く
か
け
ら
れ
る
傾

が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

小
川
輝
一
梼
力
に
醸
Ar
る
税
土
地
方
費
と
の
闘
係
|
|
前
記
、
経
梼
カ
に
臆
や
る
積
た
る
土
地
家
屋
替
業
の
税
L
L
、

地
方
に
於
け
る
費
用
中
、
経
済
力
皮
に
臆
じ
て
伸
縮
し
て
然
る
べ
き
も
の
と
の
聞
に
密
接
な
る
闘
係
が
存
す
る
。

卸
ち
か
か
る
経
梼
力
に
臆
じ
て
伸
縮
す
べ
き
費
用
と
し
て
最
も
著
し
き
も
の
は
土
木
、
交
通
の
費
用
で
あ
り
、
其

は
賞
に
土
地
家
屋
替
業
と
密
接
の
閥
係
が
め
っ
て
、
か
の
費
用
が
十
分
に
使
は
れ
る
と
き
に
は
、
自
ら
、
土
地
家

屋
管
業
の
給
付
能
力
営
増
大
す
る
こ
冒
と
に
も
な
る
で
あ
ら
う
。
此
酷
か
ら
見
て
も
、
此
種
の
も
の
へ
の
読
の
牧
入

を
以
て
、
経
済
力
に
醸
じ
て
伸
縮
す
べ
き
費
用
を
充
た
す
の
を
至
嘗
と
し
、
そ
し
て
夫
の
岡
家
よ
り
交
付
さ
る
る

も
の
は
、
共
は
む
し
ろ
人
税
か
ら
出
た
も
の
で
あ
り
、
人
に
属
す
る
費
用
に
充
つ
ぺ
〈
、
住
民
数
に
臆
じ
て
分
配

1 1) Lichtenstein， Y. a. O. S. 9・
12) MoU， a. a. O. S. 412 



さ
る
る
を
至
営
と
す
る
こ
と
に
な
る
。

山
内
地
方
費
の
増
加
に
臆
す
る
上
か
ら
の
考
・

8za--地
方
の
粧
費
は
地
方
の
礎
蓬
に
よ
り
て
盆
や
増
加
す
る
と
し

て
、
共
は
共
地
方
の
経
漕
力
の
殺
展
に
よ
り
で
も
嘗
然
に
増
加
す
べ
き
も
の
で
あ
る
の
に
、
此
経
済
力
の
度
を
ば

地
方
交
付
金
分
配
標
準
に
て
考
慮
せ
ぬ
と
い
ふ
に
於
て
、
共
で
は
其
地
方
の
増
費
に
膳
や
る
に
足
ら
ぬ
と
い
ふ
こ

と
に
な
っ
て
、
特
に
毅
展
や
ま

Y
る
大
都
市
な
ど
で
は
大
に
困
る
こ
と
に
な
る
ゃ
う
で
も
あ
る
が
、

、、.，，h
w
併
し
一
方
に
は
、
か
か
る
大
都
市
に
て
は
或
は
、
竣
展
止
ま
ま
る
地
方
に
て
は
、
自
ら
に
、
土
地
家
屋
管

業
の
給
付
能
力
が
盆
や
塙
加
し
つ
つ
色
あ
っ
て
、
共
の
積
牧
入
に
よ
り
、
共
の
現
牧
入
の
増
加
に
よ
り
て
、
夫
の

増
品
川
に
胞
や
る
'f
得
P
O
で
め
ら
う
し
、

日
他
方
、
地
方
交
付
金
の
人
目
標
準
共
も
の
が
自
動
的
に
伸
縮
し
て
桂
く
こ
と
に
も
な
る
。
共
に
よ
り
て
一

部
は
夫
の
増
費
に
臆
守
る
こ
左
が
出
来
る
。
帥
も
、
停
止
肢
態
に
あ
る
不
進
歩
な
る
地
方
に
て
は
、
此
交
付
金
は

不
動
と
な
り
、
後
展
の
勢
の
大
な
る
大
都
市
に
て
は
、
盆
冷
住
民
数
が
増
大
し
、
随
ふ
て
交
付
金
色
盆
冷
増
加
し

て
、
岡
庫
よ
り
の
分
配
に
も
一
層
多
〈
興
か
る
こ
と
が
出
来
る
や
う
に
な
っ
て
、
夫
の
紹
費
増
加
に
臆
じ
得
る
や

う
に
な
る
の
で
あ
る
。

結

論

以
上
要
之
、
岡
家
か
ら
地
方
へ
の
交
付
金
の
分
配
標
準
と
し
て
は
大
盟
、
住
民
数
左
経
済
力
と
の
こ
大
標
準
が

地
方
焚
付
金
田
分
標
準
と
し
て
の
人
口

第
四
十
念

六
八
九

第
四
務

五



地
方
交
付
金
問
分
標
準
と
し
て
の
人
日

第
四
十
巻

六
九
O

第
四
時
刷

五
四

問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
仔
細
に
考
察
す
る
と
、
住
民
数
こ
そ
は
、
共
の
最
適
切
至
営
な
る
標
準
で
あ
り
、
英

貫
行
も
六
っ
か
し
く
な
い
も
の
に
属
す
る
。
経
済
力
に
至
て
は
賓
際
の
捕
捉
も
六
っ
か
し
〈
、
叉
別
に
此
仁
て
考

察
サ
宇
と
も
差
支
な
き
調
由
も
存
す
る
。
勿
論
、
住
民
数
の
み
に
よ
り
で
は
、
何
ほ

E
か
不
満
の
嫌
は
残
る
。
共

れ

rけ
じ
で
は
、
経
掛
力
標
準
ケ
或
皮
ま
で
何
等
か
の
一
方
法
に
て
加
味
す
れ
ば
良

t
、
だ
だ
主
た
る
標
準
を
ぱ
住

民
散
と
す
る
事
だ
け
は
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
共
結
果
は
結
局
、
経
済
力
の
大
な
る
都
市
ド
経
糟
力
の
乏
し

唱
さ
間
合

Jr枇
桝
し
杭
附
す
る
こ
!
に
な
れ

r、
山
村
枇
摘
の
時
前
い
も
合
致
す
M
U

尚
南
地
一
考

ω焔
め
し
γ
~
M
G
兆
閣
の

先
例
に
見
る
に
、
此
も
右
と
大
間
同
じ
で
、
人
口
数
を
主
と
し
て
居
る
。
た

r子
供
の
多
き
場
合
、
地
債
の
低
き

場
合
失
業
者
の
多
一
き
場
合
道
路
延
長
の
人
口
の
割
合
に
長
き
場
合
等
金
融
一
酌
し
て
配
嘗
率
を
良
く
す
る
こ
と
に
し

て
居
か
。
そ
れ
か
ら
捕
逸
に
て
は
普
、
バ
イ
1
u
y

ン
、
げ
ユ
U
Y

テ
ン
ペ
M
Y

ヒ
な
ど
に
て
収
引
説
会
由
民
上
積
)
の
交
付

に
つ
き
専
ら
人
口
数
に
よ

L
、
傭
闘
の
飲
料
税
の
平
準
基
金
が
火
酒
に
つ
い
て
は
市
町
村
に
其
人
口
数
に
よ
り
交

付
し
て
居
り
、
悌
岡
の
タ
ン
新
聞
の
一
九
二
一

O
年
九
月
二
十
七
日
に
現
は
れ
た
る
論
文
も
、
所
得
税
の
一
部
を
人

口
数
に
よ
り
て
地
方
に
分
配
せ
よ
と
主
張
し
た
。
但
し
濁
逸
の
所
得
穂
及
法
人
視
の
交
付
標
準
と
し
て
は
、
主
と

し
て
は
む
し
ろ
各
地
方
に
於
け
る
共
枕
牧
入
額
に
よ
り
、
之
を
緩
和
す
る
の
に
人
口
数
を
加
味
し
て
居
る
と
い
ふ

べ
き
で
あ
る
。

13) I-Ieyer， Das britische .Finanzsyslem， S. 110， B1Jrt川 1，Th (:' finance of local go-
vernment autho口tles，p. 190-I91. 
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