
　

大
分
は
三
度
目
に
な
る
の
か
と
思

い
ま
す
。
こ
ち
ら
に
寄
せ
て
も
ら
う

前
に
、
由
布
岳
の
向
か
い
の
山
に
連

れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、

新
緑
が
も
の
凄
く
き
れ
い
で
、
草
原

に
は
小
さ
な
野
草
が
い
っ
ぱ
い
花
を

咲
か
せ
て
い
ま
し
た
。
一
瞬
で
あ
り

ま
す
が
の
ど
か
な
日
曜
を
感
じ
た
の

で
あ
り
ま
す
が
、
情
況
は
急
を
要
す

る
事
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。

 　
「
私
た
ち
は
望
み
を
棄
て
な
い
」

と
い
う
講
題
は
、
主
催
者
の
方
で
選

ん
で
下
さ
っ
た
の
で
す
が
、
危
機
感

が
滲
み
出
て
い
る
も
の
で
、
私
も
そ

の
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。
今
の
状

況
は
こ
の
ま
ま
い
く
と
、
民
衆
の
気

持
ち
と
は
全
く
違
っ
た
方
向
に
走
っ

て
し
ま
う
事
が
危
惧
さ
れ
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
時
期
に
「
私
た
ち
は
憲
法

９
条
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
え
ば
い

い
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
、

私
の
考
え
を
少
し
お
話
し
で
き
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

　

先
程
も
ご
あ
い
さ
つ
の
中
に
あ
り

ま
し
た
が
、
国
民
投
票
法
と
い
う
も

の
が
、
成
立
寸
前
の
と
こ
ろ
ま
で
き

て
、
明
日
に
も
成
立
す
る
で
あ
ろ
う

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、〝
い
よ

い
よ
来
た
か
〞
と
い
う
感
じ
が
し
て

い
ま
す
。
小
泉
内
閣
の
と
き
か
ら
数

年
間
を
か
け
て
、
改
定
に
向
か
っ
て

の
動
き
が
強
ま
っ
て
き
て
い
ま
し
た

の
で
危
惧
は
抱
い
て
い
ま
し
た
が
、

安
倍
政
権
に
な
っ
て
か
ら
も
の
す
ご

い
ス
ピ
ー
ド
で
改
憲
の
動
き
が
進
め

ら
れ
て
参
り
ま
し
た
。

　

昨
年
の
12
月
、
臨
時
国
会
で
教
育

基
本
法
の
改
正
と
い
う
こ
と
が
、
充

分
な
議
論
も
為
さ
れ
な
い
ま
ま
強
行

採
決
と
い
う
形
で
成
立
し
ま
し
た
。

教
育
基
本
法
は
、
教
育
の
、
ま
さ
に

基
本
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
と
同

時
に
、
日
本
国
憲
法
と
双
子
の
兄
弟

の
よ
う
な
位
置
付
け
に
な
っ
て
い
ま

す
。
す
で
に「
旧
」と
な
っ
て
し
ま
っ

た
基
本
法
の
前
文
に
は
「
民
主
的
で

文
化
的
な
国
家
を
建
設
し
て
、
世
界

の
平
和
と
人
類
の
福
祉
に
貢
献
し
よ

う
と
す
る
決
意
（
憲
法
で
）
を
示
し

た
。
こ
の
理
想
の
実
現
は
、
根
本
に

お
い
て
教
育
の
力
を
ま
つ
べ
き
も
の

で
あ
る
」
と
あ
り
、
憲
法
の
精
神
に

従
っ
て
教
育
基
本
法
が
定
め
ら
れ
、

「
民
主
的
で
文
化
的
な
国
家
を
建
設

す
る
」
こ
と
を
実
現
す
る
手
立
て
と

し
て
教
育
が
な
さ
れ
る
の
だ
と
明
記

し
て
い
ま
す
。し
か
し
今
と
し
て
は
、

そ
れ
が
改
悪
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
、
す
で
に
憲
法
が
傷
つ
け
ら
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
憲

法
の
精
神
を
実
現
す
る
た
め
に
定
め

ら
れ
た
基
本
法
が
政
治
的
な
多
数
に

よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
と
い
う
形
で
、

私
た
ち
は
憲
法
改
正
の
プ
ロ
セ
ス
に

は
い
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
異

常
な
事
態
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
う
い
う
事
態
に
な
っ
て

い
る
今
な
お
、
国
民
が
無
関
心
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
改
憲
派

の
思
う
壷
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
の
ま
ま
い
く
と
、
ど
こ

に
行
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
も
う
少

し
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

 

※ 

改
憲
の
手
続
き
法
が
成
立

　

私
は
今
の
プ
ロ
セ
ス
は
９
条
の
改

定
を
最
終
目
的
と
し
て
い
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
を
み
ん
な
の
力
で

止
め
よ
う
と
い
う
の
が
、全
国
の「
９

条
の
会
」
が
共
有
し
て
い
る
認
識
だ

と
思
い
ま
す
。

　

今
回
の
参
議
院
選
で
、
自
民
党
の

安
倍
政
権
は
改
憲
を
掲
げ
、
そ
れ
を

日
本
国
憲
法　

第
9
条

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る

国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の
発
動

た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力

の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と

し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。 

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ

の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
国

の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。

過ちを無かったことに
したり、正当化すれば、
新たな罪を重ねること
になる。
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選
挙
の
争
点
に
し
よ
う
と
言
っ
て

い
ま
す
。
昨
日
は
幹
事
長
の
中
川

さ
ん
が
、「
７
月
の
参
議
院
議
員

の
選
挙
で
当
選
す
る
議
員
は
、
任

期
の
間
に
改
正
の
発
議
が
行
わ
れ

る
。
だ
か
ら
覚
悟
し
て
選
挙
に
か

か
わ
っ
て
欲
し
い
」
と
い
う
こ
と

を
言
い
ま
し
た
。
本
当
に
彼
ら
は

や
る
気
な
ん
で
す
。
日
本
国
憲
法

が
成
立
し
て
ち
ょ
う
ど
60
年
で
す

が
、
そ
の
間
、
改
定
は
な
か
っ
た

ん
で
す
。
安
倍
内
閣
に
な
り
、
憲

法
改
定
の
た
め
の
手
続
き
法
と
し

て
の
国
民
投
票
法
案
が
提
出
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
法
案
に
対
し
て
野

党
か
ら
幾
つ
か
の
手
法
の
提
案
な

ど
が
あ
り
ま
し
た
が
修
正
さ
れ
る

こ
と
も
な
く
、
審
議
を
尽
く
す
と

い
う
こ
と
も
な
い
ま
ま
成
立
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。
国
民
投
票
法
が

成
立
し
て
も
、
３
年
間
は
発
議
が

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す

が
、
手
続
き
法
が
成
立
し
た
こ
と

で
憲
法
改
定
の
準
備
は
で
き
た
の

だ
。
だ
か
ら
今
度
当
選
し
た
議
員

は
憲
法
改
定
に
関
わ
る
の
だ
と
。

そ
こ
ま
で
言
い
切
っ
て
い
る
の
で

す
。

　

改
憲
の
動
き
の
中
に
は
、
環
境

問
題
な
ど
国
民
の
関
心
を
集
め
る

よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
中

心
に
あ
る
の
は
憲
法
９
条
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
世
論
調
査
で
見
ま
す

と
、
残
念
な
が
ら
過
半
数
の
人
が

憲
法
の
改
定
に
つ
い
て
は
賛
成
と

い
う
数
字
が
出
て
い
ま
す
。た
だ
、

改
定
派
の
読
売
新
聞
の
調
査
を
含

め
て
の
メ
デ
ィ
ア
の
調
査
で
、
調

査
の
た
び
に
改
定
派
が
減
り
、
慎

重
派
が
増
え
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
一
つ
の
動

き
と
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
し
て
９
条
の
改
定

に
つ
い
て
は
必
要
が
な
い
と
い
う

人
が
継
続
的
に
過
半
数
で
、
こ
れ

も
改
訂
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
人

が
増
え
て
い
る
と
い
う
事
が
あ
り

ま
す
の
で
、
総
理
の
考
え
て
い
る

こ
と
と
民
衆
の
意
志
と
の
間
に
大

き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

 

※ 

靖
国
の
国
営
化
と
９
条
の
改
訂

　

９
条
の
改
訂
と
、
靖
国
参
拝
の

問
題
は
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な

い
密
接
な
関
係
に
あ
り
ま
す
。
現

代
の
天
皇
は
即
位
し
て
か
ら
一
度

も
参
拝
し
て
い
ま
せ
ん
。
昭
和
天

皇
は
、
戦
後
１
９
７
５
年
ま
で
の

間
に
８
回
の
参
拝
を
致
し
ま
し
た

が
、
そ
れ
以
降
の
参
拝
は
一
度
も

な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
つ
ま
り
天
皇
の
参
拝
は
30
年

以
上
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

遺
族
会
な
ど
の
強
い
要
請
が

あ
る
中
で
、
30
年
以
上
の
間
「
天

皇
の
不
参
拝
」
に
つ
い
て
幾
つ

か
の
推
測
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、

２
０
０
６
年
７
月
、〝
な
ぜ
天
皇

が
靖
国
参
拝
を
止
め
ら
れ
た
の

か
〞
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
経

緯
が
富
田
メ
モ
と
し
て
報
道
さ
れ

ま
し
た
。

　

靖
国
神
社
は
、
東
条
英
機
を
始

と
す
る
東
京
裁
判
で
Ａ
級
戦
犯
と

裁
か
れ
た
７
人
の
戦
争
指
導
者
を

１
９
７
８
年
に
な
っ
て
靖
国
神
社

の
英
霊
と
し
て
合
祀
し
ま
し
た
。

今
回
の
報
道
は
、
当
時
の
宮
内
庁

長
官
の
富
田
朝
彦
と
い
う
人
の
20

冊
余
り
の
ノ
ー
ト
が
発
見
さ
れ
、

そ
の
〝
メ
モ
〞
の
中
に
、
昭
和
天

皇
は
合
祀
に
か
か
わ
る
相
当
程
度

の
情
報
を
得
た
上
で
、「
合
祀
し

た
こ
と
を
不
快
に
思
っ
て
、
そ
れ

以
来
参
拝
を
取
り
や
め
た
」
と
い

う
記
述
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
が

新
聞
各
紙
で
報
道
さ
れ
ま
し
た
。

報
道
を
契
機
に
靖
国
問
題
が
再
燃

す
る
中
、
麻
生
外
相
は
私
見
と
し

て
「
こ
れ
を
失
う
と
日
本
は
日
本

で
な
く
な
る
」
と
し
、
天
皇
の
参

拝
を
実
現
す
る
た
め
に
、「
靖
国

神
社
を
非
宗
教
法
人
化
し
、
国
営

化
す
る
。
そ
れ
に
伴
い
護
国
神
社

を
行
政
府
に
管
理
運
営
を
移
管
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
朝
日
新

聞
の
「
私
の
視
点
」
の
覧
で
〝
国

家
護
持
〞
の
正
当
性
を
述
べ
、
世

論
に
対
抗
す
る
意
見
を
私
見
と
し

て
開
示
し
ま
し
た
。
そ
の
後
に
、

朝
日
新
聞
が
卜う
ら

部べ

さ
ん
と
い
う
侍

従
の
日
記
を
公
開
し
ま
し
た
。
卜

部
日
記
に
つ
い
て
も
お
お
く
の
メ

デ
ィ
ア
が
取
り
上
げ
て
き
ま
し
た

が
、
こ
の
日
記
に
も
冨
田
メ
モ
と

全
く
一
致
す
る
記
述
が
あ
っ
た
わ

け
で
す
。
２
つ
の
メ
モ
が
出
て
き

た
こ
と
で
、
昭
和
天
皇
の
靖
国
不

参
拝
の
理
由
が
ほ
ぼ
確
定
し
た
と

言
っ
て
い
い
の
か
と
思
い
ま
す
。

　

中
国
や
ア
ジ
ア
諸
国
が
首
相
や

閣
僚
の
靖
国
参
拝
に
反
対
す
る
理

由
も
Ａ
級
戦
犯
の
問
題
で
す
。
Ａ

級
戦
犯
を
合
祀
か
ら
取
り
下
げ
れ

ば
問
題
は
一
応
沈
静
化
す
る
。
し

か
し
靖
国
神
社
と
し
て
は
宗
教
上

の
理
由
か
ら
「
い
っ
た
ん
合
祀
し

た
も
の
を
取
り
下
げ
る
こ
と
は
で

き
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
一
貫
し

て
い
る
。
１
９
６
９
年
以
来
、
幾

度
も
国
会
に
提
案
さ
れ
、
廃
案
と

な
っ
た
〝
靖
国
の
国
家
護
持
〞
と

い
う
こ
と
を
実
現
す
る
た
め
、
今

回
の
メ
モ
や
日
記
の
発
見
と
い
う

こ
と
を
逆
手
に
と
っ
て
〝
靖
国
問

題
の
解
決
法
〞
と
し
て
、
麻
生
外

相
の
よ
う
な
発
言
が
な
さ
れ
て
い

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
靖
国
を
、

国
が
管
理
す
れ
ば
Ａ
級
戦
犯
を
外

す
こ
と
が
で
き
る
。
外
せ
ば
い
い

の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
資
料
に

あ
り
ま
す
よ
う
に
麻
生
外
相
の
発

言
の
お
し
ま
い
の
と
こ
ろ
に
「
こ

こ
ま
で
整
え
て
初
め
て
、
晴
れ
て

天
皇
陛
下
を
靖
国
に
お
招
き
で
き

る
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
天
皇

の
靖
国
参
拝
を
復
活
し
た
い
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
古
賀
さ
ん
や

中
川
さ
ん
あ
た
り
も
言
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
後
、
仮
に
靖
国
神
社
側

が
自
主
的
に
宗
教
法
人
を
解
散

し
、
国
営
化
さ
れ
た
と
し
て
も
、

い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
残
り
、
憲
法

上
の
整
合
性
は
認
め
ら
れ
な
い
の

だ
と
思
い
ま
す
が
、
今
の
段
階
と

し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
政
治
家
が
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国
営
化
を
口
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
に
大
き
な
ね
ら
い
が
あ
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。
端
的
に
言
え
ば
、
靖

国
の
国
営
化
と
９
条
の
改
定
は
切
り
離

す
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
り
、
表

裏
の
問
題
と
し
て
今
そ
れ
を
政
治
課
題

と
し
て
い
る
と
い
う
状
況
に
あ
る
の
か

と
思
い
ま
す
。

（
天
皇
の
参
拝
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が

あ
る
の
か
は
次
号
で
）

文
責
・
日
野　

詢
城
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現
在
の
教
育
基
本
法
（
法
律

第
百
二
十
号
）
は
、
昨
年
暮
れ

の
12
月
15
日
、
第
百
六
十
五
臨

時
国
会
に
於
い
て
成
立
し
ま
し

た
。
同
月
22
日
付
を
以
て
、
交

付
施
行
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
昭
和
22
年
３
月

31
日
に
成
立
し
た
教
育
基
本
法

（
法
律
第
二
十
五
号
）
は
、
昨

年
の
12
月
25
日
付
を
以
て
、
廃

止
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の

前
文
に
於
い
て
は
、
昭
和
22
年

教
育
基
本
法
の
「
わ
れ
ら
は
、

さ
き
に
、
日
本
国
憲
法
を
確
定

し
、
民
主
的
で
文
化
的
な
国
家

を
建
設
し
て
、
世
界
の
平
和
と

人
類
の
福
祉
に
貢
献
し
よ
う
と

す
る
決
意
を
示
し
た
。
こ
の
理

想
の
実
現
は
、
根
本
に
お
い
て

教
育
の
力
に
ま
つ
べ
き
も
の
で

あ
る
。」
と
あ
る
傍
線
部
を
削

除
し
、「
我
々
日
本
国
民
は
、

た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に
よ
っ
て
築
い

て
き
た
民
主
的
で
文
化
的
な
国

家
を
更
に
発
展
さ
せ
る
と
と
も

に
、
世
界
の
平
和
と
人
類
の
福

祉
の
向
上
に
貢
献
す
る
こ
と
を

願
う
も
の
で
あ
る
。」
と
い
う

文
面
に
し
て
、
憲
法
に
お
け
る

理
想
の
実
現
と
、
教
育
基
本
法

と
の
、
関
係
を
絶
っ
て
お
り
ま

す
。

　

さ
ら
に
「
我
々
は
、
こ
の
理

想
を
実
現
す
る
た
め
、
個
人
の

尊
厳
を
重
ん
じ
、
真
理
と
正
義

を
希
求
し
、
公
共
の
精
神
を
尊

び
、
豊
か
な
人
間
性
と
創
造
性

を
備
え
た
人
間
の
育
成
を
期
す

る
と
と
も
に
、伝
統
を
継
承
し
、

新
し
い
文
化
の
創
造
を
目
指
す

教
育
を
推
進
す
る
。」
と
し
て
、

昭
和
22
年
教
育
基
本
法
に
「
わ

れ
ら
は
、
個
人
の
尊
厳
を
重
ん

じ
、
真
理
と
平
和
を
希
求
す
る

人
間
の
育
成
を
期
す
る
と
と
も

に
、
普
遍
的
に
し
て
し
か
も
個

性
ゆ
た
か
な
文
化
の
創
造
を
め

ざ
す
教
育
を
普
及
徹
底
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
あ
っ
た

「
真
理
と
平
和
」
の
「
平
和
」

を
削
除
し
て
、「
正
義
」
と
い

う
言
葉
に
変
え
ま
し
た
。

　

か
く
し
て
、
憲
法
９
条
と
の

関
係
は
絶
た
れ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。「
普
遍
的
に
し

て
し
か
も
個
性
ゆ
た
か
な
文
化

の
創
造
」
と
い
う
文
面
は
、「
伝

統
を
継
承
し
、
新
し
い
文
化
の

創
造
」
と
い
う
文
言
に
変
え
ら

れ
、
開
か
れ
て
多
様
な
文
化
を

創
造
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ

た
も
の
が
、
国
家
主
義
的
伝
統

文
化
を
創
造
す
る
内
容
へ
と
、

転
換
さ
れ
ま
し
た
。

　

戦
前
の
帝
国
主
義
と
の
歴
史

的
決
別
を
象
徴
す
る
文
言
で

あ
っ
た
「
こ
こ
に
、
日
本
国
憲

法
の
精
神
に
則
り
、
教
育
の
目

的
を
明
示
し
て
、
新
し
い
日
本

の
教
育
の
基
本
を
確
立
す
る
た

め
、
こ
の
法
律
を
制
定
す
る
。」

と
い
う
文
面
は
、
そ
の
「
新
し
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「
教
育
基
本
法
改
悪
の
次
に
来
る
も
の
」

真
宗
大
谷
派
妙
正
寺　

住
職　

小
栗
栖
法
秀　
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い
日
本
」
と
い
う
言
葉
が
削
ら
れ

て
、「
日
本
国
憲
法
の
精
神
に
の
っ

と
り
、
わ
が
国
の
未
来
を
切
り
拓

く
教
育
の
基
本
を
確
立
し
、
そ
の

振
興
を
図
る
た
め
、
こ
の
法
律
を

制
定
す
る
。」と
い
う
文
面
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
理
念
法

で
あ
る
べ
き
教
育
基
本
法
に
、
行

政
施
策
法
と
し
て
の
「
教
育
振
興

基
本
計
画
」
と
い
う
言
葉
が
、
導

入
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
新
し
い
教
育
基
本
法
の
、

全
体
の
構
成
を
み
て
み
ま
す
と
、

ま
ず
、以
上
述
べ
た
前
文
が
あ
り
、

第
一
章　

教
育
の
目
的
及
び
理
念

と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
が
、

第
一
条　

教
育
の
目
的
、

第
二
条　

教
育
の
目
標
、

第
三
条　

生
涯
学
習
の
理
念
、

第
四
条　

教
育
の
機
会
均
等
、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

次
に
第
二
章　

教
育
の
実
施
に
関

す
る
基
本　

と
し
て
、

第
五
条　

義
務
教
育
、

第
六
条　

学
校
教
育
、

第
七
条　

大
学
、

第
八
条　

私
立
学
校
、

第
九
条　

教
員
、

第
十
条　

家
庭
教
育
、

第
十
一
条　

幼
児
期
の
教
育
、

第
十
二
条　

社
会
教
育
、

第
十
三
条　

学
校
、
家
庭
及
び
地

域
住
民
等
の
相
互
の
連
携
協
力
、

第
十
四
条　

政
治
教
育
、

第
十
五
条　

宗
教
教
育
、

と
、
今
度
は
、
か
な
り
詳
し
く
細

分
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

第
三
章
は
、　

教
育
行
政
、
と
い

う
こ
と
で
、

第
十
六
条　

教
育
行
政
、

第
十
七
条　

教
育
振
興
基
本
計
画

と
、
実
施
の
主
体
と
手
法
が
示
さ

れ
ま
す
。
そ
し
て
、
最
後
、

第
四
章　

法
令
の
制
定　

は
、

第
十
八
条
の
み
で
「
こ
の
法
律
に

掲
げ
る
諸
条
項
を
実
施
す
る
た

め
、
必
要
な
法
令
が
制
定
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
い
う
こ

と
で
締
め
く
く
ら
れ
、
末
尾
が
、

附
則
、
で
あ
り
ま
す
。

　

第
一
章
に
お
い
て
は
、
教
育
の

目
的
と
し
て
、
国
家
及
び
社
会
に

「
必
要
な
資
質
」
を
備
え
た
国
民

の
育
成
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
育
成
「
徳
目
」
が
、
達
成
す
べ

き
教
育
目
標
と
し
て
、
第
二
条
の

中
に
、
具
体
的
に
規
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
格
差
社
会
を
生
み
出
す
原

因
で
あ
る
、
新
自
由
主
義
・
能
力

主
義
と
結
び
つ
い
て
、「
個
人
の

価
値
」
が
定
め
ら
れ
て
、
あ
る
べ

き
「
態
度
」
を
養
う
こ
と
が
強
制

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
い
わ

く
、「
伝
統
と
文
化
を
尊
重
し
、

そ
れ
ら
を
は
ぐ
く
ん
で
き
た
我
が

国
と
郷
土
を
愛
す
る
と
と
も
に
、

他
国
を
尊
重
し
、
国
際
社
会
の
平

和
と
発
展
に
寄
与
す
る
態
度
を
養

う
こ
と
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

し
て
、
こ
こ
に
云
わ
れ
る
と
こ
ろ

の
「
伝
統
・
文
化
」「
愛
国
心
」「
国

際
平
和
へ
の
貢
献
」
と
い
う
言
葉

は
、
政
府
と
行
政
を
通
じ
て
、
教

育
の
場
で
は
、
一
体
化
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。
所
謂
、
お
国
の
為

の
個
人
の
価
値
の
育
成
・
創
造
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま

す
。

　
「
義
務
教
育
」
に
お
き
ま
し
て

は
、
９
年
と
い
う
年
限
は
廃
止
さ

れ
、
法
律
で
、
別
に
定
め
て
弾
力

化
を
し
、
能
力
主
義
を
推
進
す
る

た
め
に
、「
水
準
を
確
保
す
る
た

め
」
と
称
し
て
、
全
国
学
力
テ
ス

ト
が
強
制
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
で
し
ょ
う
。
因
み
に
、
去
る
６

月
１
日
に
開
か
れ
た
、
教
育
再
生

会
議
第
二
次
報
告
の
中
で
は
、
大

学
・
大
学
院
の
９
月
入
学
が
検
討

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
３

月
入
試
に
合
格
し
た
国
立
合
格
者

の
、
入
学
時
期
を
９
月
と
し
、
入

学
ま
で
の
半
年
間
に
、
強
制
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
、
奉
仕
活
動
な

ど
の
単
位
メ
ニ
ュ
ー
を
、
必
ず
、

盛
り
込
ん
で
く
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
ら
は
、
履
歴
書
に
記
載

さ
れ
て
、
や
が
て
、
就
職
の
際
の

判
断
要
件
に
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
真
の

ね
ら
い
は
と
い
う
と
、
こ
の
履

修
期
間
に
、
治
安
や
、
軍
事
関
係

者
の
講
義
等
を
、
必
修
単
位
と
し

て
挿
入
す
る
こ
と
で
、
最
終
的
に

は
、
軍
に
参
画
す
る
人
格
の
育
成

を
、
め
ざ
す
所
に
あ
る
と
い
え
ま

し
ょ
う
。
現
に
、ア
メ
リ
カ
で
は
、

軍
事
リ
ク
ル
ー
タ
ー
な
る
人
が
い

て
、
高
校
生
の
５
％
入
隊
を
目
標

に
、「G

O

　

A
RM
Y
(

軍
隊
へ
行

こ
う)

」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

に
、お
お
っ
ぴ
ら
な
学
生
勧
誘
や
、

黒
人
・
女
性
・
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
に

対
す
る
入
隊
勧
誘
な
ど
も
、
実
施

さ
れ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
日
本

で
も
、
フ
リ
ー
タ
ー
や
ニ
ー
ト
の

中
に
は
、近
未
来
の
軍
隊
で
あ
る
、

自
衛
隊
に
、
入
隊
を
希
望
す
る
者

が
多
い
そ
う
で
、
厄
介
な
徴
兵
制

の
導
入
な
ど
は
、不
必
要
だ
ろ
う
、

と
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
く
ら
い
で

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
が
、
格
差
社

会
の
結
果
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
現
に
県
内
で
も
、
自
衛
隊
へ

の
入
隊
勧
誘
の
説
明
が
、
あ
る
方

面
に
対
し
て
は
、
実
際
に
行
わ
れ

て
い
る
と
い
う
最
新
情
報
が
あ
る

く
ら
い
で
す
。

　

不
思
議
な
事
に
、
昭
和
22
年
教

育
基
本
法
に
は
あ
っ
た
「
男
女
共

学
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
文
が

削
除
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
い
う

ね
ら
い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
「
学
校
教
育
」
に
関
し
て
は
「
必

要
な
規
律
を
重
ん
ず
る
と
と
も

に
、
自
ら
進
ん
で
学
習
に
取
り
組

む
意
欲
」
と
い
う
こ
と
を
強
制
し

て
い
ま
す
の
で
、
規
律
に
反
す
る

者
は
、
排
除
さ
れ
る
可
能
性
が
、

示
唆
さ
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　

基
本
法
の
言
及
範
囲
は「
大
学
・

私
立
学
校
」
に
ま
で
及
び
、更
に
、

「
教
員
」
に
つ
い
て
は
、
国
家
に

定
め
る
「
崇
高
な
使
命
を
深
く
自

覚
し
」
て
、
国
家
の
望
む
べ
き
と
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こ
ろ
の
教
員
と
な
る
為
に
、
日
夜

不
断
「
研
究
と
修
養
に
励
」
む
こ

と
が
、
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
か

つ
て
、
教
員
は
「
全
体
の
奉
仕

者
」
と
し
て
、
直
接
、
主
権
者
た

る
国
民
に
対
し
て
、
責
任
を
負
う

も
の
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
責

任
は
、
今
や
、
国
と
行
政
と
に
移

管
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
つ

ま
り
、
国
と
行
政
と
が
望
む
教
員

の
育
成
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
り
ま
す
。
か
く
て
、
教
員

に
つ
い
て
の
、
意
識
と
研
修
の
充

実
と
い
う
こ
と
は
、
教
育
行
政
に

よ
る
初
任
者
研
修
な
ど
の
、
官
製

研
修
の
拡
大
へ
と
、
つ
な
が
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
「
家
庭
教
育
」
に
も
言
及
し
ま

す
。「
父
母
そ
の
他
の
保
護
者
は
、

子
の
教
育
に
つ
い
て
第
一
義
的
責

任
を
有
す
る
」
と
さ
れ
、
国
家
と

行
政
と
が
、
家
庭
の
責
任
を
規
定

し
て
、
そ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

介
入
を
す
る
事
に
な
り
ま
す
。

　
「
幼
児
期
の
教
育
」
に
つ
い
て

も
、
国
と
行
政
と
が
、
口
を
出
せ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
学
校
、
家
庭
及
び
地
域
住
民

等
の
相
互
の
連
携
協
力
」
と
い
う

こ
と
で
、
学
校
・
家
庭
・
地
域
住

民
は
、
各
々
そ
の
役
割
と
責
任
を

自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
相
互

に
連
携
・
協
力
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
祝
日
に
、

隣
の
お
家
が
国
旗
を
掲
揚
し
て
い

な
け
れ
ば
、
そ
の
隣
の
お
家
は
、

市
町
村
に
対
し
て
、
そ
の
旨
、
通

報
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が

起
こ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
で
し
ょ
う
。
学
校
・
家
庭
・
地

域
。
こ
の
三
者
の
、
相
互
監
視
シ

ス
テ
ム
の
完
成
も
、夢
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
「
宗
教
教
育
」
に
つ
い
て
は
「
宗

教
に
関
す
る
寛
容
の
態
度
、
宗
教

に
関
す
る
一
般
的
な
教
養
並
び
に

宗
教
の
社
会
生
活
に
お
け
る
地
位

は
、
教
育
に
お
い
て
尊
重
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
さ
れ
、

靖
国
神
社
・
護
国
神
社
な
ど
を
は

じ
め
と
す
る
、
国
家
神
道
の
、
学

校
教
育
導
入
へ
の
道
が
、
開
か
れ

て
い
ま
す
。
現
に
、
東
京
な
ど
で

は
、
学
校
の
社
会
見
学
に
、
靖
国

神
社
の
参
拝
が
大
は
や
り
、
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ

れ
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
、
靖
国

参
拝
を
す
る
よ
う
な
学
校
こ
そ

が
、国
の
評
価
対
象
と
な
り
得
る
、

と
い
う
時
代
に
入
っ
た
、
と
も
云

え
ま
し
ょ
う
。

　
「
教
育
行
政
」
に
つ
い
て
は
、

本
来
「
教
育
は
、
不
当
な
支
配
に

服
す
る
こ
と
な
く
、
国
民
全
体
に

対
し
直
接
に
責
任
を
負
っ
て
行
わ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。　

二　

教
育
行
政
は
、
こ
の
自
覚
の
も
と

に
、
教
育
の
目
的
を
遂
行
す
る
に

必
要
な
諸
条
件
の
整
備
確
立
を
目

標
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。」
と
、
あ
く
ま
で
も
「
教

育
の
目
的
を
遂
行
す
る
に
必
要
な

諸
条
件
の
整
備
確
立
を
目
標
」
と

さ
れ
て
い
た
昭
和
22
年
教
育
基
本

法
に
対
し
、
そ
の
第
二
項
は
削
除

さ
れ
、「
教
育
は
、
不
当
な
支
配

に
服
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
法
律

及
び
他
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

り
、
教
育
行
政
は
、
国
と
地
方
公

共
団
体
と
の
適
切
な
役
割
分
担
及

び
相
互
の
協
力
の
下
、
公
正
か
つ

適
正
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」
と
い
う
文
面
に
変
え
ら
れ

て
、
事
実
上
、
そ
の
内
容
は
、
教

育
行
政
に
対
す
る
、
不
当
な
支
配

を
排
除
し
、「
我
が
国
と
郷
土
を

愛
す
る
」
態
度
を
養
う
教
育
を
、

具
体
的
に
推
進
し
得
る
内
容
へ

と
、
大
き
く
変
化
し
て
し
ま
っ
た

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、

教
育
行
政
に
対
す
る
批
判
が
で
き

な
い
よ
う
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
り
ま
す
。
か
く
し
て
、
国
は
、

教
育
に
関
す
る
施
策
を
、
総
合

的
に
策
定
・
実
施
す
る
も
の
で
あ

り
、
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
振

興
を
図
る
た
め
に
、
地
域
の
実
情

に
応
じ
た
教
育
に
関
す
る
施
策
を

策
定
・
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。
格
差
社
会
は
、
さ
ら
に
促
進

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

新
た
に「
教
育
振
興
基
本
計
画
」

を
定
め
た
の
は
、
予
算
措
置
を
以

て
、
国
が
、
教
育
内
容
へ
介
入
し
、

新
自
由
主
義
改
革
を
ス
ピ
ー
ド

ア
ッ
プ
す
る
た
め
で
あ
り
ま
す
。

地
方
公
共
団
体
は
、国
の
計
画
の
、

予
め
用
意
さ
れ
た
、
必
要
と
思
わ

れ
る
と
こ
ろ
を
選
択
す
る
と
、
そ

の
地
方
公
共
団
体
の
実
情
に
応
じ

た
、教
育
振
興
の
た
め
の
計
画
が
、

定
ま
る
よ
う
に
、
努
め
る
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

以
上
、
今
回
成
立
の
教
育
基
本

法
は
、
従
来
の
、
個
人
価
値
の
尊

重
か
ら
、
国
家
に
と
っ
て
有
用
な

人
材
育
成
へ
と
移
行
し
た
、
と
い

う
こ
と
で
、
主
権
者
国
民
に
と
っ

て
の
教
育
で
は
な
く
な
り
、
教

育
行
政
と
政
府
と
に
と
っ
て
の
教

育
、
と
い
う
こ
と
に
変
わ
っ
た
の

で
す
。
格
差
社
会
化
を
推
進
す
る

理
念
と
制
度
を
持
っ
た
こ
の
法
律

は
、
新
自
由
主
義
・
国
家
主
義
と

相
俟
っ
て
、
こ
れ
を
全
域
化
し
、

幼
児
教
育
か
ら
生
涯
学
習
、
果
て

は
、
家
庭
か
ら
地
域
社
会
に
至
る

ま
で
を
、
隈
な
く
支
配
・
指
導
し

て
、
念
願
の
、
平
和
憲
法
の
改
憲

へ
と
、
進
む
道
理
で
あ
る
、
と
云

え
る
と
思
い
ま
す
。

※
こ
の
講
演
は
去
る
６
月
３
日

（
日
）
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル
に
お
い

て
、
市
民
講
座
と
し
て
、
行
わ
れ

た
も
の
で
す
。
大お
お

内う
ち

裕ひ
ろ

和か
ず

氏
（
40

歳
）は
、高
橋
哲
哉
氏
と
共
に
、『
教

育
基
本
法
「
改
正
」
を
問
う
』（
白

澤
社
）
と
い
う
本
を
、
最
近
、
出

版
し
て
い
ま
す
。
東
大
大
学
院
卒

で
、
現
在
、
松
山
大
学
助
教
授
。
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今
�
語
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�
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連
続
談
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第
一
回

今
回
か
ら
の
学
習
会
は
、
公
開
討
論
会
の
形
を
取
り
ま
す
の
で

多
数
の
参
加
者
を
募
集
し
、
自
由
な
意
見
交
換
を
求
め
ま
す
。

 

期　

日　

９
月
６
日
（
木
）   

２
時
よ
り

テ
ー
マ　
「
多
数
決
と
い
う
暴
力
に
つ
い
て
」

会　

場　

 

大
分
キ
リ
ス
ト
教
会

　
　
　
　
　

大
分
市
城
崎
町
２
ー
６
ー
22

電　

話　

０
９
７ｰ

５
３
２ｰ

４
２
４
０

　

梅
雨
明
け
と
同

時
に
ど
っ
と
夏
の

暑
熱
が
押
し
寄
せ
は
じ
め
ま
し
た
。

　

子
供
た
ち
は
バ
ッ
ト
や
グ
ラ
ブ
を
捨
て

て
、
セ
ミ
と
り
に
走
り
ま
す
。

　

こ
の
子
等
の
未
来
の
た
め
に
も
、
大
人

た
ち
は
、
暑
気
払
い
に
ひ
と
つ
鰻
で
も
食

そ
う
な
ど
の
考
え
は
ひ
と
ま
ず
お
い
と
い

て
、涼
し
い
顔
を
し
て
（
冷
静
に
な
っ
て
）

選
挙
に
行
き
ま
し
ょ
う
！

 　
「
今
こ
そ
国
会
へ
！
」
の
旗
印
の
も
と
、

旧
小
泉
政
権
に
む
け
教
育
基
本
法
と
憲
法

改
悪
阻
止
の
意
思
を
貫
き
通
し
た
教
育
学

者
大
内
裕
和
氏
に
よ
る
市
民
講
座
が
先
月

大
分
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル
で
開
か
れ
ま
し

た
。
こ
の
旗
印
は
六
十
年
安
保
当
初
、
清

水
幾
太
郎
氏
が
す
べ
て
の
労
働
者
・
市

民
に
安
保
反
対
の
国
会
請
願
行
動
を
呼
び

か
け
た
論
文
の
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
り
ま
し

た
。

　

教
育
基
本
法
改
悪
が
遂
げ
ら
れ
て
し

ま
っ
た
現
在
、
私
た
ち
の
関
心
は
憲
法
改

悪
阻
止
に
向
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
内
氏

の
講
演
は
、
前
者
の
改
悪
に
よ
っ
て
目
論

ま
れ
て
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
そ
の
も
の
の
発

動
に
対
し
て
十
分
留
意
し
、
常
に
注
意
と

関
心
を
む
け
る
必
要
性
を
私
た
ち
に
喚
起

す
る
も
の
で
し
た
。

　

講
演
に
参
加
さ
れ
た
会
員
の
小
栗
栖
法

秀
氏
か
ら
詳
細
な
講
義
録
を
頂
き
ま
し

た
。
法
務
多
忙
の
中
ご
執
筆
頂
き
有
難
う

御
座
い
ま
す
。

投
票
�
�
�
�
�

         
認
�
�
�
�
�
� 

!!

　

今
度
の
参
議
院
選
挙
で
投
票
を
放
棄

す
る
と
す
べ
て
を
認
め
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。
誰
に
入
れ
る
の
か
以
前
の
問
題

と
し
て
、
私
た
ち
の
意
志
が
問
わ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
年
金
問
題
な

ど
「
呆
れ
て
も
の
が
言
え
な
い
」
か
ら

こ
そ
、
私
た
ち
は
放
棄
し
て
は
な
ら
な

い
の
で
す
。

　

最
近
に
な
り
、
安
倍
総
理
は
「
９
条

の
問
題
を
選
挙
の
争
点
に
し
な
い
」
と

い
う
コ
メ
ン
ト
を
出
し
て
い
ま
す
が
、

勝
て
ば
良
い
の
だ
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

良
識
の
あ
る
人
の
言
動
と
は
思
え
ま
せ

ん
。
Ｎ
Ｏ
!!
と
い
う
の
か
、
し
っ
か
り

せ
よ
、
と
い
う
の
は
国
民
の
判
断
で
す
。

で
も
、
意
思
表
示
を
放
棄
す
る
こ
と
が

一
番
危
な
い
の
だ
と
言
え
ま
す
。
そ
れ

だ
け
は
避
け
た
い
も
の
で
す
。

　
「
宗
教
者
９
条
の
会
・
大
分
世
話
人
会
」

ホ
�
ム
ペ
�
ジ
開
設
し
ま
し
た
�

http://9jo-oita.com

大分県庁大分県庁

至
別
府

大分駅

府内城府内城

市営陸上競技場 平
和
市
民
公
園

大
分
川

大
分
市
役
所

大
分
市
役
所

大分商業高校
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新大分球場

至大分インター

まき
駅

西
大
分
駅

至
米
良
イ
ン
タ
�

コンパルホールコンパルホール
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大分キリスト教会

大分銀行大分銀行

舞鶴
橋

舞鶴
橋

年会費納入・カンパ を
よろしくお願いします。


