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山
村
の

経
済
構
造

財

政

島

恭

彦

t主

し

泊三

き

と
れ
は
咋
M
T

の
秋
か
ら
一
科
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
生
三
十
数
名
と
波
挫
特
研
生
一
L
C

が
行
っ
た
滋
賀
服
高
島
郡
朽
木
村
の
官
態
調
茶
に
基
い
て

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
貿
態
調
奈
の
結
県
は
本
年
一
月
の
は
じ
め
「
山
村
の
政
治
L

乙
経
桝
」
と
い
う
フ
リ
ン
ト
一
一
聞
に
要
約
さ
れ

t

た
。
こ
の
資
料
を
本
年
一
周
故
聞
に
わ
k
る
ゼ
E
ナ
1
作
の
討
議
に
か
け
、
こ
の
中
間
報
品
白
書
に
閲
す
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
会
員
の
意
見
、

感
想
を
ぜ
ミ
の
レ
ポ
ー
ト
左

L
て
抗
川
さ
せ

そ
れ
ら
の
多
く
の
意
見
な
ど
を
悲
一
郎
し
つ
¥

私
は
い
ま
筆
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
こ
の
小
論
は
文
字
通
り
一
九
有
二
作
肢
の
財
政
原
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
共
同
研
究
の
結
資
で
あ
る
。

併
し
こ
の
小
論
は
単
に
賢
熊
調
茶
の
結
果
、
特
に
そ
の
財
政
の
部
分
を
要
約
し
た
し
乙
い
う
も
の
で
は
な
い
。
中
間
報
台
「
山
村
の
政

治
と
経
怖
」
は
、
山
村
に
お
け
る
耕
地
山
林
の
所
有
を
中
心
に
、
階
級
闘
係
を
描
き
出
し
、
更
に
部
落
の
構
迭
を
分
析
し
、
そ
の
上
で

山
村
の
桁
政
と
財
政
の
構
遣
を
明
か
に
す
る
と
い
う
棒
組
で
帯
か
れ
て
い
る
。
然
る
に
所
有
、
階
絞
閥
係
の
観
点
が
少
し
も
山
村
の
財

政
令
析
に
貫
か
れ
て
い
な
い
と
い
ラ
点
が
多
数
の
せ
ミ
ナ
1
ル
生
の
批
判
を
う
け
る
こ
と
〉
な
っ
た
。
こ
れ
は
土
地
所
有
班
と
財
政
艇

と
の
連
絡
が
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
と
か
、
財
政
航
内
部
に
お
け
る
討
論
や
時
間
の
不
足
と
か
ヨ
あ
る
け
れ
ど
も
、
責
任
は
そ
う
い
う

山
村
の
魁
済
構
法
と
財
政

第
七
十
一
巻

四
七

第
四
貌



山
村
の
籾
隣
構
浩
と
財
政

第
七
十
一
省

四
y、
第
四
競

技
術
的
な
問
題
や
財
政
班
に
参
加
仁
た
人
々
に
負
わ
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
基
本
的
に
は
私
の
そ
れ
も
含
め
て
財
政
皐
の
方
法
論
が

確
守
し
て
お
ら
ず
、
明
確
な
槻
点
が
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
牛
に
示
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
村
営
局
か
ら
得
た

予
算
、
決
算
書
等
の
極
大
な
官
照
的
資
料
を
前
に
す
る
と
、
皆
そ
の
魔
術
に
ひ
っ
か
か
っ
て
し
ま
い
、
徒
ら
に
統
計
資
料
の
技
術
的
加

工
に
吋
闘
を
費
す
よ
う
な
結
累
に
終
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
こ
主
が
全
く
無
駄
だ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
私
は
た
Y

地
方

自
治
腿
的
な
立
場
か
ら
、
山
村
財
政
の
健
全
性
や
財
源
の
問
主
性
、
依
有
性
等
九
百
調
べ
る
た
め
に
、
山
村
へ
出
か
け
て
行
っ
た
の
で
は

な
か
っ
た
こ
し
r
を
云
い
肱
い
の
で
あ
る
。
私
誌
の
賢
態
調
夜
の
目
的
は
、
山
村
の
政
治
経
桝
に
闘
す
る
金
問
題
を
つ
か
み
、
そ
の
中
で

財
政
問
題
を
介
析
し
て
行
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
然
る
に
そ
の
政
治
、
少
し
終
消
と
を
媒
介
す
る
財
政
の
理
論
が
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
は
、
資
抽
出
訓
奈
の
臥
陥
を
も
た
ら
し
た
一
つ
の
理
由
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
財
政
翠
の
方
法
論
を
確
立
す
る
こ
と
が
、
質
強
制
夜
の
結

県
を
理
論
的
に
両
め
で
わ
く
「
一
ー
と
に
な
る
だ
ろ
う
L
、
ま
た
農
村
の
政
治
行
政
の
会
析
に
ま
で
進
み
得
た
か
う
た
往
来
の
多
く
の
農
村

宜
強
調
奈
の
快
院
を
も
克
服
す
る
と
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
立
場
か
ら
、
ご
の
小
論
は
h

脅
か
れ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
こ
れ
は
昨

年
か
ら
の
賢
熊
調
茶
の
環
で
あ
っ
て
、
昨
年
度
私
の
ぜ
ミ
ナ

7

ル
に
容
加
L
た
早
生
諸
君
、
ま
?
新
年
度
新
ら
ー
く
参
加
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
開
閉
生
諸
君
を
特
に
意
識
し
て
脅
か
れ
て
い
る
と
と
も
附
言
し
て
お
き
た
い
。

山
村
の
経
済
構
造

山
村
に
お
い
て
は
、
平
坦
農
村
に
お
け
る
よ
り
も
粧
消
カ
の
集
中
に
暴
く
政
治
躍
力
の
集
中
が
顕
著

rあ
ら
わ
れ
て
い
る
。
山
村
に

お
け
る
終
済
力
集
中
の
中
枚
を
な
す
も
の
は
、
一
古
う
ま
で
も
な
く
山
林
の
狽
占
的
所
有
で
あ
る
。
私
達
の
翻
茶
し
た
山
村
は
、
総
面
績

に
謝
す
る
山
林
面
積
の
比
八
三
=
一
%
、
耕
地
面
積
の
比
二

間
鮮
と
い
う
典
型
的
な
奥
山
村
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
と
り
わ
け
以
上
の



特
衡
が
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
私
注
目
↑
訓
在
し
た
山
村
で
は
六
つ
の
部
幕
内
山
林
所
有
快
況
を
綜
合
し
て

み
る
主
二

O
町
歩
以
上
の
山
林
地
主
が
入
戸
(
戸
数
比
四
・
=
一
%
凶
あ
る
が
、
と
れ
だ
け
で
山
朴
面
積
の
同

0
・
同
声
合
濁
占
し
、
一

O
町

歩
以
上
を
と
れ
ば
約
二

0
4月
の
山
耕
地
主
が
七
二
屈
の
山
林
を
糊
占
し
て
い
る
。
一
尺
到
に
-
町
以
下
の
零
細
山
林
所
有
者
は
同
数
に
し

て
三

O
匹
以
上
い
る
が
、
僚
か
一
・
同
封
の
山
を
持
つ

rす
ぎ
な
い
。
山
村
市
い
一
は
、
山
は
用
材
、
薪
炭
林
と

L
て
最
も
重
要
な
現
金
牧

入
誠
で
あ
り
、
そ
の
山
林
所
有
の
以
上
の
よ
う
な
集
中
皮
は
山
村

r
お
け
る
絞
桝
力
集
中
の
有
力
な
括
的
と
み
て
上
い
。
と
れ
に
射
し

農
耕
地
に
お
い
て
は
一
般
に
零
細
な
自
作
、
小
作
閥
係
が
み
ら
れ
る
の
が
山
村
の
常
態
で
あ
る
が
、
そ

5
か
k
い
っ
て
耕
地
に
お
い
て

は
階
殺
封
立
が
少
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
一
式
え
な
い
。
む
L
ろ
耕
地
の
所
有
関
係
も
山
林
の
所
有
闘
係
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
ね

ば
な
ら
ず
、
一
般
に
大
山
林
地
主
は
比
較
的
大
き
な
、
且
つ
反
営
牧
設
の
高
い
耕
地
を
所
有
し
、
た
と
い
小
作
に
仰
す
耕
地
は
催
中
↑
で

も
、
そ
の
意
義
は
山
林
を
背
景
と
し
て
絶
大
で
あ
る
と
一
式
え
る
o
d
か
つ
山
林
地
主
は
山
村
の
耕
地
に
快
く
己
正
の
山
来
な
い
肥
料
、
飼

料
の
給
源
と
し
て
の
採
草
地
を
凋
占
す
る
。
ま
た
勢
働
手
段
、
肥
料
の
給
源
、
現
金
収
入
源
、
と
い
う
三
つ
の
意
味
を
粂
ね
そ
な
え
た
牛

を
所
有
す
る
。
動
力
機
棟
の
所
有
や
利
用
も
山
林
地
主
の
側

r多
く
み
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
山
林
地
主
に
よ
る
生
産
手
段
の
多
角

的
調
占
と
い
う
こ
、
と
か
ら
、
そ
の
反
針
町
一
線
に
は
免
産
手
段
の
一
所
有
か
ら
殆
ん
ど
排
除
さ
れ
、
山
林
地
主
に
封
し
多
様
な
宇
封
建
的
従

属
関
係
に
立
つ
宇
フ
ロ
、
貧
農
暦
と
、
村
外
へ
排
出
さ
れ
る
多
く
の
川
稼
、
離
村
人
占
、
と
が
見
ら
れ
る
〉
一
い
う
の
が
、
山
村
の
経
神
構

成
の
最
も
著
し
い
特
色
と
一
千
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
山
林
地
主
の
抑
制
桝
過
程
に
お
け
る
支
配
的
な
地
位
は
常
然
、
形
を
費
え
て
Y

は
あ

る
が
、
村
の
行
政
面
、
財
政
面
に
現
れ
る
。
と
の
点
を
介
析
す
る
と
と
が
ま
づ
営
雨
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

だ
が
山
村
の
一
経
憐
権
成
の
特
色
は
、
山
林
地
主
の
経
神
的
政
治
的
支
肥
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
い
。
山
村
は
普
通
の
平
坦
長
村
以
ょ

に
、
林
業
、
常
力
、
鎖
業
、
土
建
、
運
撒
等
々
の
外
部
奇
本
の
侵
入
を
う
け
、
商
品
終
消
化
の
方
向
へ
押
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

山
村
の
組
前
橋
治
と
財
政

第
七
十
一
念

四
九

第
四
時
制



山
村
の
同
問
調
栴
活
と
財
政

第
七
十
一
穂

五
O 

第
四
競

四

の
外
部
資
本
は
山
村
費
加
の
開
設
乃
至
牧
奪
を
め
ざ
し
て
、
且
一
九
世
田
な
立
木
の
伐
採
の
た
め
に
一
日
十
数
台
の
下
ラ
ッ
ク
を
往
復
さ
せ
、

大
き
な
流
量
の
趨
化
と
落
品
売
を
も
っ
澗
川
に
宜
大
な

F
A
を
構
築
し
、

7
y
f
y
拡
を
採
掘
し
て
餓
鋼
資
本
の
原
料
に
供
し
、
多
く
の

曲
目
働
者
を
駆
使
し
て
、
道
路
を
切
り
開
き
修
理
し
て
い
る
。
併
し
こ
れ
ら
の
費
本
の
活
動
は
多
か
れ
少
か
れ
、
既
に
遁
ベ
た
山
林
地
主

を
基
軸

ιす
る
山
村
の
終
憐
構
成
と
結
び
つ
き
、
朽
の
行
政
、
財
政

E
直
接
間
長
の
閥
蓮
を
も
た
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
最
も
典
裂
的

な
も
の
は
林
業
費
木
と
山
耕
地
主
と
の
結
び
つ
き
で
あ
り
、
そ
の
結
び
つ
き
の
上
に
現
布
村
営
局
の
手
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
綜
合
開

殻
計
凹
し
な
る
も
の
が
賀
行
さ
れ
上
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
外
部
資
本
の
活
動
が
、
山
村
の
縦
桝
構
成
、
と
行
財
政
の
機
構
に
犬
き
な
影
轡
を
聞
(
え
る
点
を
、
無
税
し
で
は
な
ら
な
い
け
れ
と

も
、
そ
れ
は
村
の
粧
桝
椿
誼
を
棋
本
的
に
簿
一
草
す
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
山
林
地
主
は
商
業
資
本
化
L
一
老
う
寄
生
的
に
な
る

が
、
日
政
化
へ
の
い
迫
を
益
岡
的
に
辿
る
主
レ
う
こ
と
は
な
い
。
農
民
は
賃
勢
働
の
機
脅
を
問
問
え
も
れ
る
け
れ
ど
も
、
全
面
的
に
賃
勢
働

者
化
す
る
と
い
う
こ
主
は
な
い
。
卦
建
的
な
諸
闘
係
は
な
お
部
落
主
、
村
の
行
財
政
を
つ
、
〉
ん
で
い
る
。
外
部
資
木
は
こ
の
封
建
的
諸

閥
係
の
外
に
か
ら
み
つ
き
、
こ
れ
を
利
府
し
よ
う
と
す
る
o

農
民
は
者
本
の
搾
取
と
封
建
的
諸
聞
係
の
底
力
を
二
重
に
う
け
、
宇
プ
ロ

化
、
貧
農
化
、
山
稼
離
村
の
道
を
辿
る
。
以
上
の
よ
う
な
山
村
の
純
桝
構
成
の
特
質
を
つ
か
ん
だ
上
で
、
そ
れ
が
山
村
の
行
財
政
に
ど

の
よ
う
に
反
映
し
、
と
れ
を
V
L
の
よ
う
に
動
か
す
か
を
考
察
し
よ
う
。

山
村
財
政
の
階
級
的
性
格

ま
づ
私
達
は
山
村
の
行
財
政
を
勤
か
す
人
々
の
終
械
的
階
暦
を
芳
察
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
村
の
三
役
、

村
誠
一
六
名
、
同
定
費
産
評
偵
委
員
三
名
を
耕
地
、
山
林
の
所
有
面
積
別
に
削
列
し
た
第
一
表
に
よ
っ
て
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の

(
村
長
、
助
役
、
枚
入
佼
)



三役、村議、固定資産評償委員の土地断有別分類
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開ー衰

山
村
白
極
済
構
造
と
財
政

O 固定繋産計債委員A 三役

ほ
主
ん

X
す
べ
て
が
耕
地
五
反
乃
至
一
町
以
上
、
山
林

十
町
乃
五
寸
五
町
以
上
の
府
で
あ
る
こ
〉
一
に
ま
づ
注
目

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
津
は
山
村
の
経
桝
力
集
中

が
政
治
力
の
集
中
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
様
を
如
賢
に

う
か
Y
う
こ
と
が
川
来
る
の
で
あ
る
。
例
外
の
一
一
一
名

中
、
耕
地
山
科
共
に
無
所
有
の
中
の
村
議
(
村
曾
議
長
)

は
、
山
村
随
一
の
食
料
品
卸
簡
で
あ
り
、
日
取
紅
山
林
十

市
町
歩
を
時
入
し
て
い
る
し
、
他
の
一
名
村
長
は
問
問
者

で
相
首
め
現
令
一
牧
入
を
も
っ
。
耕
帥
三

t
五
反
山
林

-村言語

町

t
王
町
の
、
と
こ
ろ
に
い
る
村
議
一
名
は
マ
ン
ガ
ン
鱗

山
中
で
あ
る
o

こ
れ
ら
の
例
左
と
も
に
他
の
山
林
地
主

的
性
格
を
も
っ
村
議
の
中
に
も
、
木
材
ブ
ロ
ー
カ
ー
、

製
材
社
員
、
士
建
業
を
か
ね
る
も
の
が
ド
め
る
と
と
は
、

前
衛
に
油
ベ
た
外
部
資
本
と
山
林
地
主
任
の
結
び
つ
き

の
賢
例
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。

役
場
。
定
員
も
主
任
殺
は
大
て
い
山
林
、
耕
地
を
所

有
L
、
若
干
の
貸
付
地
、
ま
士
貸
付
牛
き
え
も
持
つ
寄

第
七
十
一
念

五

第
四
時
四

宝玉



山
村
の
経
商
構
謹

ι財
政

第
七
十
一
程

五

第
四
掠

」ノ、

生
地
主
で
あ
り
、
毎
月
も
ら
わ
ノ
俸
給
を
飴
分
の
牧
入
と
感
ず
る
よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
他
の
定
員
も
多
く
は
中
、
小
地
主

で
あ
り
、
一
般
よ
り
公
募
せ
ら
れ
ず
、
欠
員
を
生
じ
た
時
、
三
役
、
議
員
、
吏
員
等
の
親
戚
知
人
か
ら
の
縁
故
採
用
に
阪
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
村
行
政
を
部
落
ま
で
連
絡
す
る
機
闘
に
二
十
一
一
名
の
部
落
駐
荘
員
が
あ
る
が
、
こ
の
中
十
五
名
は
耕
地
五
反

i
一
町
、
山
林

十
町
以
上
の
地
主
で
あ
り
、
木
材
合
祉
員
、
閥
間
程
力
一
世
員
、
其
他
商
業
を
粂
ね
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
み
た
村
議
等
の
場
合
と
同
様

で
あ
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
椿
カ
構
成
を
も
っ
て
れ
わ
品
川
る
山
村
の
行
政
を
財
政
商
か
ら
者
察
し
て
み
よ
う
。
ま
や
っ
こ
の
村
が
特
に
電
点
を
お

い
て
い
る
行
政
は
何
か
と
い
ラ
こ
と
を
、
二
七
年
度
の
炭
山
川
予
算
中
に
占
め
る
各
校
日
の
出
か
ら
数
量
的
に
つ
か
ん
で
斗
る
と
、
土
木

費
円
一
阿
・
八
%
〕
と
勘
業
費
三
四
・
ニ
判
}
と
が
、
そ
れ

F
¥高
島
郡
内
各
町
村
被
山
中
の
阿
費
目
の
千
均
仙
よ
り
も
上
ま
わ
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
右
。
土
木
授
の
殆
ん
ど
金
制
が
道
路
橋
梁
授
で
あ
る
が
、
村
首
局
と
そ
の
背
後
に
あ
る
山
林
地
主
が
如
何
に
道
路
事

業
に
熱
意
を
も
つ
か
は
、
腕
よ
り
高
島
郡
に
来
る
道
路
工
事
認
可
の
お
よ
そ
三
分
の
二
が
木
村
に
獲
作
さ
れ
る
こ
と
、
木
村
の
腕
遣
に

封
す
る
腕
の
改
修
工
事
が
法
ま
な
い
の
で
村
費
で
補
修
し
て
い
る
等
々
の
事
賢
か
ら
知
ら
れ
る
。
道
路
、
林
道
は
そ
こ
を
材
木
、
決
、

マ
ン
ガ

V

等
を
積
ん
だ
ト
ラ
ッ
ク
の
走
る
一
式
わ
ば
山
村
粧
桝
の
勤
服
で
あ
る
。
特
に
本
村
の
央
山
は
戦
吋
中
の
枇
伐
を
ま
ぬ
が
れ
た
代

り
、
職
後
の
木
材
プ

1
ム
、
改
正
森
林
誌
の
影
響
を
う
け
て
木
材
債
格
は
似
上
り
し
、
伐
採
は
念
速
に
挫
み
つ
、
あ
る
o

従
来
ほ
と
ん

ど
無
償
佑
で
あ
っ
た
奥
山
の
立
木
の
偵
格
と
山
林
の
地
慣
は
、
林
道
が
前
進
す
る
毎
に
上
昇
し
、
そ
の
皮
伝
に
莫
ト
へ
な
山
林
地
代
が
山

林
地
主
の
ふ
と
こ
ろ
に
こ
ろ
が
り
こ
む
。
現
布
奥
山
部
帯
の
大
山
林
地
主
の
峡
点
に
向
っ
て
林
道
工
事
が
進
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
に
封

し
て
山
林
地
主
は
勿
論
全
く
無
償
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
受
話
者
負
強
金
の
一
部
を
負
う
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
亡
れ
は
す
で
に

村
と
閥
燃
の
補
助
会
と
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
受
従
者
負
担
余
は
他
の
地
元
農
民
も
負
挫
す
る
佐
賀
の
も
の
だ
し
、
ま



た
彼
等
は
小
工
事
、
改
修
工
事
に
は
勢
働
力
を
提
供
す
る
。

「
地
主
は
木
を
出
し
、
百
姓
は
汗
を
向
す
し
と
い
う
一
貧
農
の
言
葉
は
、

と
の
聞
の
事
情
を
適
切
に
一
式
い
常
て
〉
い
る
。
も
と
よ
り
山
林
の
利
径
は
地
主
だ
け
に
狛
占
さ
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
外
部
よ
り
入
る

「
道
路
愛
設
協
合
」
な
る
も
の
が
、
本
村
を
中
心
と
す
る
数
ケ
村
の
木
材

の
荷
主
、
運
搬
菜
、
土
建
業
等
の
加
県
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
道
路
の
利
用
率
に
よ
っ
て
分
担
金
を
出
し
て
い
る
と
い
う
事
賢
か
ら
推

測
さ
れ
る
o

併
し
こ
の
場
合
も
や
は
り
工
事
そ
の
も
の
は
地
元
の
農
村
青
年
の
勢
働
力
を
供
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
れ
わ
れ
る
o

市
も

ト
ラ
ッ
ク
道
路
の
開
設
に
よ
っ
て
古
い
運
搬
勢
倒
は
排
除
さ
れ
、
失
業
の
機
合
が
ふ
え
る
と
い
う
ネ
安
を
一
訂
作
自
ら
減
ら
し
た
こ
と

か
ら
芳
え
る
と
、
こ
れ
ら
農
村
青
年
連
は
滞
在
的
失
業
人
口
を
撫
大
再
生
産
ナ
る
た
め
に
働
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
o

私
達
は
こ
の
他
動
諜
品
目
に
つ
い
て
も
、
諮
の
利
徒
一
の
た
め
に
、
誰
の
負
担
に
お
い
て
行
わ
れ
る
事
業
で
あ
る
か
を
分
析
す
べ
き
だ
が

紙
聞
の
都
合
上
省
略
し
て
、
最
後
に
村
杭
の
負
担
に
つ
い
て
一
一
一
目
し
ょ

3
0
私
が
こ
、
¥
で
村
税
に
つ
い
て
論
ず
る
の
は
、
既
に
の
べ
た

士
木
行
政
や
そ
の
他
の
行
政
の
財
源
と
い

5
見
地
か
ら
で
は
な
く
、
徴
税
、
従
っ
て
税
負
担
の
配
分
と
い
う
こ
と
は
、
構
カ
の
れ
伎
そ

林
業
費
本
等
も
均
搭
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

の
も
の
で
あ
り
、
椿
カ
構
成
そ
の
も
の
を
あ
ら
は
す
と
い
う
視
点
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
村
の
構
力
構
成
は
第
一
去
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て

い
る
。
勿
論
判
税
の
回
配
分
に
つ
い
て
、
こ
の
村
の
槽
力
構
成
が
市
内
接
作
用
す
る
と
は
云
え
な
い
。
村
税
の
わ
く
は
、
そ
れ
が
樹
立
税
で

あ
っ
て
も
、
法
律
に
よ
っ
て
税
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
配
分
の
大
体
も
岡
家
権
力
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
限
I

日
比
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
制
限
つ
き
で
、
村
税
の
負
担
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
、
〉
に
聞
申
生
諸
君
の
苦
心
の
結
果
作
成
せ
ら
れ
た

第
}
表
と
針
比
出
来
る
よ
う
な
第
二
表
を
鵠
げ
る
。

第
一
表
は
山
林
十
町
以
上
の
居
に
村
の
支
血
者
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
一
罰
し
て
い
た
。

第
一
一
表
で
も
従
っ
て
十
町
歩
を
境
に
と

り
、
十
町
以
上
の
戸
数
比
を
み
れ
ば
、
二
四

四
声
で
六
九
・
二
%
の
山
林
を
摘
占
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
然
る
に
こ
の
臨
閣
の
負
担

山
村
の
経
済
構
浩
と
財
政

第
七
十
一
省

主

第
四
焼

七



山
村
の
極
湾
構
造
と
財
政

階層別所有山林面積劉税額比較表 f四郡車車線合〕

所有階暦|戸数 1%1μl林 噌 1%1醐(同)1μld吉弘zldE)
。 22 18.5 。。39，712 5.0 。 1，805 

5反未満 10 8.4 24.0 0.2 37，980 4.8 2.4 3，798 

5反-1町 8 6.9 63.0 0.6 26，473 3.3 7.8 3;309 

1-日町 17 14.2 321. 0 3.1 83，119 10.5 18.9 4，888 

3-5町 17 11.2 660.5 6.3 116，670 14.8 38.8 6，863 

5~Hl町 16 13.1 L 091. 1 10、4110;770 18.0 68.2 8，798 

10-15町 9 7.6 1，464.9 10.2 69，220 8.8 118.3 7，691 

15-2C町 11 9.2 1， 828. 2 17.5 166.2 8，791 

20町以卜 9 7.6 5，395.9 51 175，502 122.4 599.5 19，500 

メ円ミ為 計 I11411凹J山 52.9 1100.1 7風間 111lU

第=表

第
七
十
一
巻

至主

四

第
四
競

y、、

す
る
村
税
額
は
四
三
六
回
に
す
ぎ
な
い
。
逆
に
云
え
ば
、
三

O

八

%

の
山
し
か
持
た
な
い
七
五
・
六
声
の
戸
数
が
五
六

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
山
林
間
積
は
直
に
所
得
の
大
小
を
あ
ら
わ
す
も

四
回
の
税
額
を
負
担

イ市吉号、積梢J、村上司吐卜固定義蓮挽トノ合計

の
で
は
な
い
。
併
し
既
に
辿
べ
た
よ
う
に
、
山
林
は
あ
ら
ゆ
る
山
村
的
首

の
象
俄
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
六
九
・
二
到
の
山
林
が
間
三
六
戸
の
村
税

し
か
負
担
せ
ず
、
三

O

八
芦
の
山
林
が
五
六
四
回
の
村
枕
を
負
担
す

る
と
い
う
事
賢
は
、
村
税
の
負
担
闘
係
が
彬
力
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ト
」
れ
を
一
戸
筒
り
の
山
林
町
積
及
び
荷
額

に
つ
い
て
み
れ
ば
、
無
所
有
府
は
の
ぞ
く
と
し
て
、
エ
ハ
反
未
淵
臨
閣
の
一
戸

hH
山
朴
而
積
二
四
民
に
ニ
五

O
倍
す
る
二

O
町
以
上
府
の
約
五

O
町
歩

は
、
前
者
の
税
制
三
、
七
九
八
円
均
約
一
村
併
の
一
九
、

3
0
0
刊
を
負
強

す
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

程

こ
i
A

に
い
う
山
林
面
積
は
す
べ
て
台
帳
面
積
で
あ
る
か
ら
、
賢
測
面
積
は
そ

れ
に
叡
倍
す
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

併
し
、
山
村
の
貧
農
厨
に
針
す
る
枕
晶
、
持
の
軍
隊
は
こ
れ
だ
付
で
は
な

ぃ
。
悶
民
健
康
保
険
税
、
部
落
費
、
道
d
H
請
拙
?
?
の
自
給
で
あ
る
n

最
後
の

も
の
は
の
ぞ
く
と
し
て
、
あ
る
郡
清
の
貧
農
に
つ
い
て
聞
込
ん
だ
結
果
は



600悶

930 

枕民ヰτ

固定資産税

2.100 枕保間

1，642 

弐
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
o

こ
れ
で
貧
農
惑
は
村
税
よ
り
も
更
に
犬
き
な
か
く
れ
た
負
強
を

5，272 

持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

併
L
私
達
は
あ
ま
り
山
村
内
部
の
階
叡
聞
係
だ
け
に
目
を
う
ば
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
最
後
に

費

一
つ
の
事
貨
を
指
摘
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
村
の
同
定
安
産
税
三
七

O
万
円
の
六
八

回
を
州
内
に
あ
る
闘
凶
箇
h
A
の
二
つ
の
稜
町
所
が
排
っ
て
い
る
と
い
う
事
費
で
あ
る
o

こ
の
事

落

計

官官

賢
だ
け
で
私
達
は
、
ほ
Y

村
内
の
地
主
勢
力
と
い
う
も
の
を
判
定
す
る
こ
と
が
山
来
る
で
あ
ら

う
。
村
の
財
政
は
村
内
の
勢
力
だ
け
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
多
く
外
部
の

勢
力
、
或
は
そ
の
集
中
的
な
あ
ら
わ
れ
と
し
て
の
同
家
格
力
に
左
右
さ
れ
、
そ
れ
に
従
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
第
三
筒
か
ら
第
四

慣
に
か
け
て
明
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

村
、
と
部
落
と
の
財
政
聞
係

前
節
に
の
べ
た
よ
う
な
外
部
資
本
主
結
び
つ
い
た
山
林
地
主
の
政
治
は
、
山
林
に
お
い
て
は
ば
按
村
氏
に
封
し
て
行
わ
れ
る
よ
り
も

部
落
を
媒
介
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
が
か
な
り
多
い
。
何
等
公
的
な
行
政
機
構
で
な
い
韻
い
地
縁
的
共
同
体
で
あ
る
部
務
が
、
村
政
の

末
端
機
構
の
よ
う
な
役
割
を
抗
し
て
い
る
、
と
こ
ろ
に
、
山
村
の
政
治
の
ま
だ
近
代
化
さ
れ
な
い
特
質
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
財
政
を

め
ぐ
る
階
綾
樹
立
は
部
落
機
構
の
内
部
に
封
じ
こ
め
ら
れ
て
村
政
と
直
接
す
る
場
而
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
が
、
そ
の
代
り
郎
帯
同
の
針

立
、
部
落
色
村
と
の
針
立
と
な
っ
て
現
れ
て
来
る
。
村
と
部
終
と
の
行
財
政
的
結
合
を
み
る
場
合
に
、
こ
の
刻
立
町
を
見
落
し
て
は
な

ら
な
い
。

山
村
の
解
消
挺
浩
と
財
政

第
七
十
一
巻

一
一
五
五

第
四
抗

}c 



• 

山
村
の
経
済
私
浩
と
財
政

第
七
十
一
程

二
五
六

第
四
抗

。

阿
部
落
聞
の
樹
立
や
部
務
と
村
の
針
立
と
い
う
こ
と
は
、
古
い
歴
史
に
そ
の
根
擦
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
o

殊
に
木
村
の
如
き
、

一
六
五
千
方
粁
と
い
う
よ
う
な
千
坦
農
村
有
包
括
す
る
一
郡
に
も
相
首
す
る
院
大
な
面
積
を
も
ち
、
内
部
交
泊
の
聞
け
な
い
山
村
で

は
、
古
い
歴
史
的
要
閣
が
い
ま
な
お
働
し
て
、
行
政
直
劃
た
る
村
が
、
充
分
に
部
落
を
匂
撫
し
待
な
い
よ
う
な
こ
よ
は
多
い
と
思
わ
れ

る
の
併
し
私
達
の
問
聞
は
、
古
い
封
建
的
諸
岡
係
に
規
定
さ
れ
つ
、
二
円
時
に
湖
占
段
階
の
地
域
内
不
均
等
稜
肢
の
法
則
に
よ
っ
て
一

暦
激
化
す
る
封
立
で
あ
る
。

都
市
と
農
村
と
の
封
立
が
、
そ
の
ま
〉
こ
の
康
λ
な
山
村
の
内
部
に
進
展
し
て
い
る
。
役
場
中
心
の
数
部
解
は
外
部
と
の
交
，
迎
も
比

較
的
便
利
で
あ
り
、
商
府
、
製
材
脅
祉
の
出
張
所
、
郵
便
局
、
農
協
や
林
協
の
事
扮
所
も
あ
り
、
商
人
、
吏
員
、
枇
円
同
等
の
寄
生
的
人

口
乞
も
合
む
約
四
割
の
人
口
が
集
中
じ
.
農
業
生
産
の
僚
件
も
よ
く
‘
山
林
の
所
有
も
比
較
的
均
分
化
さ
れ
て
レ
る
。
そ
れ
で
訓
辞
の
予

算
決
算
を
公
表
す
る
「
民
主
的
な
」
壬
ヂ
ル
部
落
も
同
て
来
る
。
こ
れ
に
出
し
て
奥
山
部
詐
は
自
然
的
祉
合
的
保
件
の
一
切
が
劣
悪
で

あ
る
。
商
品
献
血
捕
は
木
村
や
炭
の
市
品
化
等
を
媒
介
し
乙
し
て
奥
山
出
落
に
深
く
浸
入
す
る
が
、
そ
れ
は
山
林
地
主
の
寄
生
的
地
位
を
高

め
る
だ
け
で
、
農
民
を
い

I
P
、
ー
貧
由
民
化
さ
せ
、
従
風
化
さ
せ
る
の
こ
〉
で
は
山
林
地
主
の
萌
部
だ
け
が
「
近
代
化
」

L
て
、
部
落
の

某
底
に
は
同
族
的
封
建
関
係
が
根
川
叫
く
残
存
し
て
い
る
。
こ
の
山
村
内
部
の
い
わ
ゆ
る
都
市
と
農
村
と
の
針
立
は
村
政
の
一
剛
に
あ
ら
わ

れ
る
と
、
村
の
行
政
か
ら
来
る
利
径
は
校
場
中
心
の
敬
部
落
に
淵
占
さ
れ
、
奥
山
部
落
は
そ
の
負
強
の
而
を
多
く
引
受
け
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
勿
論
乙
の
利
害
関
係
を
地
域
的
に
は
っ
き
り
割
切
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
山
林
地
主
は
ど
の
剖
務
に

擦
点
を
持
っ
て
い
よ
う
と
、
外
部
資
本
と
結
び
つ
き
、
村
政
に
直
接
間
経
タ
ッ
チ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

か
う
い
う
行
財
政
の
不
均
等
は
村
ま
た
は
部
終
財
政
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
教
育
施
設
の
間
に
あ
ら
わ
れ
る
o

山
ま
た
山
を
へ
だ
て
〉

八
刀
散
し
て
い
る
多
く
の
部
講
を
も
っ
本
村
で
は
、
小
早
教
育
を
笠
施
す
る
上
に
本
校
分
校
あ
わ
せ
て
十
二
校
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。



交
通
便
利
な
、
人
口
の
比
較
的
淵
街
地
哨
に
あ
る
本
校
と
、
奥
山
郡
北
貯
の
介
敬
場
と
で
は
施
設
や
教
員
の
定
数
に
お
い
て
隔
段
の
相
違

が
あ
る
c

元
来
こ
の
よ
う
に
教
育
施
設
に
不
均
等
を
来
た
し
た
の
は
、
日
常
待
費
や
背
無
間
工
等
の
特
殊
施
設
費
、
院
房
品
目
等
の
支
砕
を

八
訂
校
毎
に
そ
の
匝
域
の
部
落
に
ま
か
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
忽
に
奥
山
制
落
で
教
育
費
も
部
落
曲
目
と
一
絡
に
な
り
、
教
育
施
設

が
あ
と
ま
わ
し
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
o

こ
の
教
育
の
不
均
等
を
H
L
圧
す
る
た
め
に
、
最
も
施
設
の
熱
っ
た
本
校
に
、

T
R
、
六
年
の
上

被
生
を
集
め
て
集
中
教
育
を
賢
加
し
よ
う
土
す
る
計
図
も
、
部
落
の
父
兄
の
反
謝
に
あ
っ
て
挫
折
し
た
o

各
部
市
市
は
む
し
ろ
各
自
の
分

一
名
で
も
多
く
の
教
員
を
引
張
ろ
う
と
す
る
o

こ
の
前
落
の
動
き
を
封
建
的
部
落
根
性
と
一
古
い
き
る
こ
と
は
山
来
な
い
c

け
ど

し
は
げ

L
い
山
仕
事
に
小
原
児
童
の
手
で
も
か
り
た
い
奥
山
部
落
の
父
丸
山
誌
が
子
供
の
遠
距
離
通
皐
の
犬
山
討
を
憂
レ
、
は
き
も
の
や
衣

類
の
こ
、
と
ま
で
心
配
す
る
の
は
常
然
の
己
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
二
五
年
度
か
ら
敬
育
施
設
費
は
村
費
一
本
と
な
っ
た
。
例
し
こ
れ
で
数

校
V
L

、

育
の
地
域
的
不
均
等
と
部
辞
川
の
樹
立
は
解
泊
し
そ
う
に
な
い
r
o

な
ぜ
な
ら
村
の
財
源
で
、
必
要
な
施
設
を
す
べ
て
の
介
数
拐
に
お
よ

ぼ
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
村
長
自
身
云
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
著
し
い
例
は
、
保
険
行
政
、
特
に
同
民
健
康
保
険
の
場
合
で
あ
る
。
本
村
の
閥
民
健
際
保
険
は
二
四
年
の
春
か
巳
村
営

で
議
員
し
、
関
療
機
関
と
し
て
戦
時
中
無
野
村
針
策
の
一
つ
と
し
て
設
立
さ
れ
た
燃
皆
の
診
療
所
を
ゆ
ず
り
う
け
た
。
併
し
木
村
の
中

の
北
海
道
と
一
式
わ
れ
J

長
い
期
間
を
写
に
主
ぢ
こ
め
ら
れ
る
奥
地
の
部
都
で
は
、
村
氏
は
千
生
官
山
や
奈
良
か
ら
来
る
礎
資
り
の
厄
介

に
な
り
、
よ
ほ
ど
の
軍
態
の
場
合
に
診
療
所
に
か
つ
ぎ
込
む
ど
い
う
賓
情
で
あ
る
。
同
保
の
加
入
率
は
各
部
落
と
も
あ
ま
り
疲
ら
な
い

が
、
利
用
率
か
ら
見
る
と
奥
地
部
講
は
役
場
附
近
の
部
落
に
較
べ
て
三
分
の
一
乃
至
四
分
の
一
少
い
。
而
も
院
に
述
べ
た
よ
う
に
、
闘

保
税
は
奥
地
部
落
の
貧
農
厨
に
も
村
校
以
上
の
軍
邸
を
典
え
亡
い
る
の
で
あ
る
。
役
場
中
心
の
近
代
行
政
が
お
く
れ
た
部
落
の
笹
怖
か

ら
遊
離
す
る
い
ま
一
つ
げ
例
は
二
七
年
度
に
お
け
る
消
防
自
動
車
の
購
入
で
あ
る
c

こ
の
た
め
村
歳
出
中
に
お
け
石
斡
防
費
の
が
は
郡

山
村
の
粧
済
構
浩
と
財
政

第
七
十
一
巻

二
五
七

第
四
山
田



山
村
の
纏
組
問
燐
迭
と
財
政

第
七
十
一
念

ヨ王
y、
第
四
披

内
且
取
高
と
な
っ
た
が
、
消
防
自
動
車
は
役
場
か
ら
七
黒
も
断
れ
た
山
聞
の
部
落
に
利
用
さ
れ
る
と
も
加
わ
れ
な
い
。

主
、
村
政
は
村
内
よ
り
村
外
に
む
か
つ
て
そ
の
近
代
性
を
ほ
こ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
し
、
村
の
財
政
は
村
内
の
勢
力
よ
り
も
村
外

の
勢
力
に
よ
っ
て
弐
第
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
之
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
o

村
と
部
都
と
の
封
立
の
原
悶
の
一
つ
は
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
モ
う
い
う
針
立
を
は
ら
み
乍
ら
、
部
詐
は
村
政
を
、
更
に
村
政
と
結
び
つ
く
版
政
や
同
政
宏
村
氏
に
浸
透
さ
せ
る
機
関
に

な
っ
て
い
る
こ
止
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
う
み
て
来
る

一
般
に
村
は
閣
の
出
先
機
闘
の
性
格
を
弐
第
に
浪
く
L
、
そ
の
代
り
に
部
落
は
村
民
の
日
常
の
要
求
を
み
た
す
自
治
機
能
を
果
た
し

て
い
る
よ
う
に
一
式
わ
れ
て
い
る
o

併
叶
レ
私
建
が
部
落
財
此
を
澗
議
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
た
し
か
に
山
刑
務
と
い
う
機
構
は
春
秋
の
祭
閥
、

批
寺
の
修
繕
、
共
他
多
少
の
農
民
の
文
化
的
経
掛
的
要
求
を
み
た
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
他
方
で
作
叫
抑
制
茶
供
出
訓
廿
刊
に
闘
す
る

費
聞
、
鯨
の
土
木
誠
長
、
村
の
土
木
委
員
等
の
蹴
察
闘
の
接
待
費
等
を
も
支
捕
し
、
詩
を
中
心
と
す
る
都
落
の
合
合
は
部
落
費
の
限
付

や
関
西
電
力
の
毘
力
料
金
の
俊
牧
と
い

5
役
訓
ま
で
県
た
し
、
村
と
い
わ
ず
部
辞
の
末
端
に
至
る
ま
で
深
く
官
僚
機
構
の
重
雄
と
外
部

資
本
の
カ
に
便
さ
れ
て
い
る
笠
情
が
明
か
に
な
っ
た
。
モ
の
他
幣
道
村
道
の
改
修
工
事
、
災
害
復
餌
工
事
は
部
詐
機
構
を
油
ず
る
村
民

の
夫
伎
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
敬
育
施
設
費
の
一
部
も
部
落
の
負
拾
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
貨
を
脅
え
て
も
、
山
村
財
政
の
全

容
を
と
ら
え
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
の
岡
家
格
力
に
射
す
る
従
属
関
係
に
つ
い
て
二
一
目
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

四

山
村
財
政
の
闘
家
樺
力
に
劃
す
る
従
属
関
係

山
村
財
政
を
め
ぐ
る
山
林
地
主
の
支
配
は
、
た
Y

そ
れ
だ
け
を
切
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
外
部
の
勢
力
、
特
に
闘

家
檎
力
に
従
属
し
て
初
め
て
可
能
に
な
る
。
地
主
の
利
害
閥
係
に
ふ
れ
る
よ
う
な
村
道
乃
至
林
道
の
工
事
に
し
て
も
、
災
害
復
醤
に
し



て
も
‘
ま
た
村
の
植
林
.
畜
産
事
業
に
し
て
も
、
闘
や
廓
か
ら
の
財
政
的
補
助
が
な
け
れ
ば
何
一
つ
ゃ
れ
な
い
吠
態
で
あ
る
。
こ
の
財
政

的
補
助
の
ル

1
下
を
っ
た
っ
て
岡
豚
か
ら
村
へ
、
村
か
ら
制
帯
ヘ
敬
々
の
委
任
事
務
が
脚
嫁
さ
れ
て
来
る
。
こ
う
い
う
行
政
閤
休
の
縦

の
支
配
綻
同
閣
の
閥
係
は
、
村
内
の
支
配
勢
力
が
更
に
上
な
る
支
配
勢
力
に
従
属
し
、
支
即
さ
れ
る
閥
係
で
も
あ
る
。

ま
づ
私
津
は
山
村
財
政
の
徒
同
閣
を
諭
子
る
時
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
極
々
な
る
批
合
的
、
自
然
的
惑
候
件
に
つ
い
て
ふ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
ι

経
桝
闘
係
に
つ
い
て
云
う
な
ら
ば
、
山
村
在
源
が
外
部
品
官
本
の
力
に
よ
っ
て
開
殺
さ
れ
N

ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
却
っ
て
山
村
の
官

が
流
山
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
財
政
関
係
か
ら
み
る
と
村
の
自
主
財
源
の
枯
渇
と
な
っ
て
現
れ
る
o
-
V
十一内
J

プ
改
革
に
よ
っ
て

確
か
に
歳
入
中
に
お
け
る
樹
立
税
の
地
位
は
昭
和
二
四
作
度
の

-
O

ま
っ
て
い
る
が
、
こ
の
中
第
二
怖
に
の
ベ
た
閥
同
市
力
一
つ
の
耕
ラ
回
定
資
産
税
の
大
き
さ
を
考
え
る
と
、
制
度
的
に
は
樹
立
財
訴
で

あ
っ
て
も
果
し
て
そ
う
か
疑
わ
し
い
。
他
方
昭
和
二
冗
一
年
度
の
村
氏
所
得
の
附
府
直
八
刃
を
見
る
と
年
額
十
万
円
以
下
の
低
所
得
者
が
六

四
一
声
、
作
額
↓
五
万
円
以
下
を
と
れ
ば
九

C
戸
と
い
う
献
態
で
あ
る
。
山
村
に
お
け
る
木
材
の
取
引
は
大
き
な
か
く
れ
た
所
得
を
生
み

出
し
、
そ
れ
こ
そ
自
主
財
源
で
あ
り
、
湖
特
の
課
税
封
タ
と
云
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
外
部
費
本
と
結
び
つ
い
て
屍
も
と
ら
え

に
く
い
も
の
で
、
木
材
取
引
税
は
二
七
年
度
予
算
で
は
百
万
円
、
湖
立
税
中
の
儲
か
一
三
再
を
占
め
る
に
温
ぎ
な
い
。
樹
立
税
と
い
う

土
う
な
名
に
と
ら
わ
れ
ず
、
民
く
村
税
か
ら
手
数
料
、
寄
付
金
、
村
債
等
村
氏
の
負
指
に
な
る
牧
入
と
関
脇
支
山
山
金
、
配
付
税
、
平
衡

交
付
金
等
閑
臓
に
依
存
す
る
牧
入
と
の
制
令
走
、
戦
前
と
戦
後
と
で
比
較
し
て
み
る
と
、
昭
和
イ
五
年
前
者
六
三
百
旬
、
後
者
三

O
M
F、

明
和
二
六
年
前
者
四
八
戸
、
後
者
四
七
回
で
、
む
し
ろ
財
狐
の
尚
か
ら
す
る
閥
牒
へ
の
依
存
性
は
高
ま
っ
て
い
る
と
さ
え
云
え
よ

5
0

併
し
こ
の
村
の
脆
弱
な
依
存
的
地
位
は
、
財
政
牧
入
を
表
而
的
に
あ
れ
こ
れ
と
考
察
し
て
い
る
よ
り
も
、
村
〕
行
政
の
基
底
と
な
っ
て

い
る
自
然
的
、
社
合
的
感
傑
件
を
考
察
し
た
方
が
明
確
に
な
る
。
行
政
両
域
の
民
大
、
役
場
と
部
落
と
の
遠
隔
離
、
交
通
、
通
信
の
不

七
間
同
か
ら
二
七
年
度
(
予
算
)

の」ハ

O

三
四
回
に
ま
で
高

山
村
の
約
商
構
造
と
財
政

第
七
十
-
溢

五
九

第
四
掠



山
村
の
極
酒
栴
造
と
財
政

第
七
十
一
省

三
六

O

第
四
披

四

使
、
山
村
特
有
の
冷
害
、
雪
持
、
獣
帯
、
そ
れ
か
ら
最
小
水
量
毎
秒
一
九
立
方
米
、
段
大
水
量
得
秒
二
千
二
百
立
方
米
と
い
う
四
百
倍
以

上
の
水
量
差
を
一
市
す
谷
聞
の
河
川
、
そ
こ
か
ら
来
る
水
害
の
は
げ
し
さ
等
々
の
保
刊
は
、
行
政
能
市
を
恐
化
さ
せ
、
央
費
を
高
め
、
村

行
政
を
水
準
以
下
に
低
下
さ
せ
る
原
悶
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
村
の
弱
い
地
位
は
、
却
に
自
然
と
の
斗
い
だ
け
に
で
も
、
宜
額
の

岡
山
哉
の
助
力
を
必
要
と
す
る
佐
官
で
あ
る
。

一
例
を
二
四
年
七
月
の
ヘ
ス
グ
1
台
風
に
よ
る
災
害
に
と
っ
て
み
よ
う
。
〈
ス
タ
1
災
害
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
昭
和
十
三
年
よ
り

急
に
増
大
し
た
水
告
の
頻
度
よ
り
み
て
戦
時
戦
後
白
山
林
の
温
伐
や
、
更
に
関
西
協
力
の
グ
ム
の
影
響
に
よ
る
河
取
の
隆
起
も
考
え
ら

れ、

r
I

に
こ
の
山
村
の
絞
桝
開
発
の
賞
展
の
中
に
モ
の
一
因
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
災
寄
り
大
き
さ
は
、
約
八
千
万
円
以

上
、
現
在
村
の
財
政
税
枝
よ
り
す
る
と
約
八
年
分
の
村
の
予
算
を
の
み
こ
ん
だ
計
怖
に
な
り
、
二
五
年
度
は
災
害
復
醤
土
木
費
が
急
激

に
ふ
く
れ
上
っ
て
他
の
椛
常
費
を
躍
迫

L
、
こ
の
山
村
に
は
め
っ
ら
し
い
八

O
万
円
の
村
債
が
渡
行
さ
れ
、
災
害
復
醤
閥
係
の
国
憲
負

担
金
、
収
支
出
金
は
八
四

O
万
円
と
い
う
村
税
に
侍
す
る
額
と
な
り
、
こ
れ
に
終
常
剖
仰
の
平
衡
交
付
金
平
岡
γ

収
支
出
金
を
加
え
る
と
一

千
四
百
万
阿
以
上
と
な
り
、
経
常
部
臨
時
部
歳
入
、
合
計
二
千
六
百
万
円
の
半
分
以
一
上
が
同
家
に
依
有
す
る
と
い
ラ
欣
態
を
あ
ら
わ
し

た
。
八
千
万
円
と
い
う
令
棋
は
全
閥
的
規
模
か
ら
み
れ
ば
決
し
て
大
き
く
は
な
い
が
、
而
も
台
風
が
一
吹
き
吹
け
ば
「
村
の
奥
地
を
い

わ
ば
間
十
年
前
の
未
聞
吋
代
L

(
村
長
の
言
葉
}
に
迫
い
込
み
、
村
財
政
を
以
上
漣
べ
た
よ
う
に
大
混
乱
と
従
過
と
に
お
と
し
入
れ
る
と

い
う
と
と
は
、
村
財
政
の
脆
弱
さ
を
端
的
に
あ
ら
は
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
弱
さ
が
、
台
風
に
か
ぎ
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
機
合
に
閣
取

に
劃
す
る
村
の
従
属
関
係
を
強
化
し
て
行
く
。
村
民
が
災
害
復
醤
に
必
死
に
な
っ
て
い
る
時
、
仰
相
官
局
の
閥
係
官
、
腕
合
議
員
、
中
央

官
憾
の
開
係
官
等
の
見
舞
や
観
察
が
一
ヶ
月
ほ
ど
共
々
と
引
続
き
、
村
首
局
は
底
接
に
い
と
ま
が
な
か
っ
た
と
い
ラ
光
尻
市
は
賢
に
特
徴

的
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
官
僚
機
構
の
茸
み
は
、
財
政
的
従
岡
崎
閥
係
の
深
化
よ
と
も
に
加
や
っ
て
来
る
。



戦
前
、
村
長
助
役
牧
入
役
の
=
一
役
の
他
に
戸
籍
係
、
兵
事
係
、
税
務
係
等
あ
わ
せ
て
十
一
名
だ
っ
た
村
の
吏
員
が
、
現
在
二
三
名
に

も
な
っ
て
い
る
こ
と
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
相
州
立
税
の
強
化
と
と
も
に
戦
前
の
税
務
係
二
名
が
戦
後
の
財
政
課
七
名
に
増
加
し
て
い
る

の
を
筆
頭
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
閥
政
事
務
の
村
へ
の
再
嫁
と
と
も
に
定
員
は
増
大
す
る
。
村
の
吏
員
の
増
大
は
決
し
て
村
組
側
向
の
原
因

だ
け
で
お
こ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
村
の
各
積
の
工
事
に
劃
す
る
補
助
金
串
平
衡
交
付
金
町
議
得
運
動
に
お
い
て
、
村
賞
局
は
図
版

の
多
様
な
各
部
局
主
縦
に
つ
な
が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
甲
橘
の
筏
醤
は
農
道
闘
係
の
工
事
と
し
て
脇
町
農
地
課
に
、
乙
橋

の
復
醤
は
土
木
関
係
の
工
事
と
し
て
土
木
課
に
と
い
う
風
に
。
そ
う
な
れ
ば
村
の
牧
場
組
織
も
蹴
憾
の
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
費
更
し
、
専

門
職
員
を
お
か
ね
ば
按
街
が
効
果
的
で
な
い
。
抑
制
は
燃
で
、
村
へ
ま
わ
す
4
1
を
岡
か
ら
と
る
場
合
に
は
、
例
え
ば
建
設
省
ヮ
の
河
川
局
と

か
、
道
路
局
と
か
に
つ
な
が
る
よ
う
に
、
新
に
部
局
を
編
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
中
央
の
官
僚
組
織
の
多
様
化
と
複

推
化
に
歩
調
を
あ
わ
せ
て
、
村
の
肯
僚
機
構
も
膨
脹
す
る
。
そ
の
た
め
に
村
民
一
入
賞
り
の
人
件
費
は
増
加
し
、
反
針
に
吏
員
一
人
賞

h
ノ
の
村
氏
の
教
は
減
少
し
て
、
官
僚
機
構
の
定
み
は
加
は
り
、
行
政
能
率
は
低
下
す
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
燃
に
河
川
謀
宇
土

木
課
が
出
来
る
と
、
そ
れ
の
財
政
的
な
外
廊
固
体
で
あ
る
河
川
協
合
と
か
、
土
木
協
宵
と
か
が
出
来
て
、
村
は
そ
れ
作
¥
に
負
担
金
を

出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
在
こ
の
よ
う
に
村
財
政
が
負
担
し
、
無
賞
味
に
上
部
の
官
僚
機
構
や
そ
の
外
廓
圏
体
に
く
わ
れ
る
負
担
金

は
、
一
一
七
年
皮
予
算
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
も
、
消
防
協
脅
負
担
金
、
近
江
治
安
協
曾
負
担
金
、
腕
土
木
協
脅
負
担
金
、
開
宇
校
給

食
協
品
目
費
、
体
育
協
合
費
、
腕
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
負
担
金
、
農
業
委
員
合
の
取
郡
協
議
合
負
担
金
、
税
務
協
議
合
負
担
金
等
々
加
よ
そ
四

十
種
以
上
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
村
財
政
の
従
属
化
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
見
て
よ
い
。

五

む
す
び
、
山
村
自
治
へ
の
道

山
村
の
経
済
構
造
と
財
政

第
七
十
一
容
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山
村
の
紹
済
構
造
と
財
政
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山
村
財
政
の
こ
の
よ
う
な
従
屈
を
た
ち
切
っ
て
、
山
村
佳
民
の
材
料
憐
生
活
を
、
自
主
的
に
向
上
さ
せ
て
行
く
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
よ
い

か
。
一
つ
の
道
は
現
在
村
富
局
の
推
進
し
よ

5
と
し
て
い
る
綜
合
問
稜
計
画
で
あ
る
。
と
の
計
画
の
内
容
に
立
入
る
徐
裕
は
な
い
が
、

そ
れ
は
ま
づ
康
大
な
山
林
の
計
画
浩
林
、
雑
木
林
の
杉
浩
林
へ
の
叫
換
、
山
林
1

乙
採
草
地
と
償
生
産
と
を
結
合
し
た
農
家
の
多
角
経
営

化
、
こ
れ
ら
村
の
産
業
に
必
要
な
勢
働
力
確
保
の
た
め
の
保
険
術
生
文
化
施
設
、
村
内
循
柏
崎
道
路
と
通
信
網
の
完
成
、
そ
れ
か
ら
最
後

に
か
、
る
生
産
力
の
上
井
の
上
に
、
木
材
引
取
積
、
村
民
税
、
者
産
税
を
あ
わ
せ
て
千
術
交
付
金
を
不
要
と
す
る
よ
う
な
問
主
財
源
を

生
み
出
し
.
そ
の
上
な
お
一
千
万
円
の
徐
裕
財
源
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
み
て
.
こ
の
計
画
は
山
村
の
財
政
的
自
治
の
強
化

を
も
あ
わ
せ
て
狙
っ
て
い
る
と
一
式
え
る
。
併
し
こ
れ
は
い
わ
ば
中
央
或
は
各
府
燃
で
行
わ
れ
て
い
る
綜
合
開
務
方
式
の
ミ
エ
1

1

4

7

ャ

ー
で
あ
り
、
生
産
計
闘
は
あ
っ
て
介
配
計
一
聞
が
な
く
、
山
村
純
憐
を
規
定
す
る
階
級
構
造
の
飢
点
が
全
く
な
い
と
い
う
佐
格
の
も
の
で

あ
る
。
し
い
や
そ
れ
が
な
い
と
い
う
こ
と
同
休
が
、
綜
合
問
稜
計
画
が
現
有
の
山
村
の
組
桝
構
成
の
上
に
押
進
出
，
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
o

か
〉
る
川
同
時
班
方
式
の
推
進
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す
か
は
第
一
筒
第
二
儲
で
ふ
れ
た
。
村
長
自
身
こ
の
開
発
計
困

の
ぶ
つ
か
る
壁
を
多
少
意
識
し
て
、
二
十
作
ほ
ど
の
期
聞
に
山
淋
、
田
畑
の
地
上
植
の
交
換
八
方
合
を
計
り
度
い
と
一
耳
っ
て
い
る
。
更
に

開
殻
計
両
は
護
金
計
一
四
を
か
い
て
い
る
o

村
は
同
出
な
純
情
主
体
で
な
く
、
問
燃
と
連
結
し
た
行
政
主
休
で
あ
る
か
ら
、
か
〉
る
計
画

を
進
め
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
完
全
な
財
政
的
自
治
に
到
濯
す
る
前
に
、
村
財
政
は
い
よ
/
1
従
嵐
閥
係
の
中
に
ま
き
込
ま
れ
る

で
あ
ろ
う
し
、
「
山
に
木
は
植
え
度
し
、
木
材
引
取
税
は
取
り
度
一
し
」
と
い
う
矛
盾
に
お
ち
入
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
山
村
自
治
へ
の
も
う
一
つ
の
道
は
何
鹿
に
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
具
休
的
に
つ
か
み
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
私

達
の
翻
在
方
法
そ
の
も
の
か
ら
来
る
依
院
で
あ
っ
た
。
併
し
新
し
い
向
治
へ
の
芽
生
え
は
到
る
と
こ
ろ
で
と
ら
え
ら
れ
た
こ
と
は
事
賀

で
あ
る
。
そ
れ
は
「
他
人
の
山
に
木
を
植
え
ら
れ
る
か
」
と
云
っ
て
村
営
局
の
計
画
に
時
脆
な
貧
農
厨
や
「
逝
路
が
聞
け
る
と
失
業
す



る
」
と
い
う
不
安
を
も
ら
し
た
青
年
建
や
、
計
画
数
字
の
不
備
を
指
摘
し
て
い
る
数
員
濯
で
あ
る
。
或
は
こ
の
村
で
の
農
地
改
革
が
ひ

き
お
こ
し
た
地
主
に
よ
る
土
地
取
上
げ
に
謝
抗
し
て
組
織
さ
れ
た
小
作
人
組
合
で
あ
る
。
或
は
あ
る
部
曲
舶
の
財
政
筑
間
を
も
た
ら
し
た

で
あ
ろ
う
中
農
暦
の
カ
で
あ
る
o

己
れ
ら
の
力
は
か
ま
の
と
こ
ろ
制
講
の
封
建
的
諸
聞
係
の
中
に
埋
も
れ
て
、
村
政
に
針

L
て
有
力
党

務
古
橋
を
も
つ
に
到
っ
て
い
な
い
。
併
し
部
落
の
封
建
性
こ
そ
山
林
地
主
の
棋
で
あ
り
、
新
し
い
村
誼
巾
ソ
を
阻
げ
て
い
る
設
で
あ
る
。

部
落
の
中
で
こ
れ
ら
の
新
し
い
勢
力
が
胎
動
L
始
め
る
時
、
初
め
て
村
長
の
一
耳
う
山
林
、
耕
地
の
地
上
梓
だ
け
で
は
な
し
に
、
そ
の
所

有
権
の
集
中
、
従
っ
て
叉
こ
の
山
村
に
お
け
る
終
消
力
の
集
中
が
打
破
ら
れ
、
村
の
自
主
財
源
が
増
大
し
、
山
村
の
自
治
が
新
し
い
基

礎
の
上
に
確
立
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

山
村
の
組
関
嬬
浩
と
財
政

第
七
十
一
越
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J、

第
四
掠

七




