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一
、
比
較
と
い
う
作
業

　

比
較
と
は
一
定
の
基
準
に
し
た
が
っ
て
収
集
さ
れ
た
複
数
の
対
象
を
、
統
一
的
に
把
握
す
る
た
め
に
、
対
象
間
の
類
似
と
差
異
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
作
業
で
、
あ
ら
ゆ
る
科
学
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
日
本
民
俗
学
に
お
い
て
も
そ
の
重
要
性
は
早
く
か

ら
認
識
さ
れ
、
比
較
と
い
う
作
業
は
常
に
試
み
ら
れ
て
き
た
。
異
な
る
地
域
間
の
民
俗
す
な
わ
ち
伝
承
文
化（

1
（

の
類
似
と
差
異
発
見
の

新
鮮
な
驚
き
が
、
多
く
の
人
に
比
較
す
る
意
欲
を
か
き
た
て
、
民
俗
学
の
成
立
を
促
し
発
展
さ
せ
て
き
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
民
俗
学
の
場
合
に
は
、
主
と
し
て
異
な
る
地
域
間
の
類
似
と
差
異
を
い
わ
ば
共
時
的
に
比
較
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
伝
承
文

化
の
発
展
段
階
を
何
と
か
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
と
す
る
伝
承
文
化
の
特
徴
、
本
質
を
考
え
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ

る
。
そ
の
工
夫
の
一
つ
と
し
て
、
周
圏
論
（
方
言
周
圏
論
さ
ら
に
は
民
俗
周
圏
論
）
お
よ
び
重
出
立
証
法
と
い
う
独
自
の
比
較
研
究
法

さ
え
編
案
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

筆
者
は
以
前
か
ら
、
従
来
民
俗
学
に
お
い
て
意
図
さ
れ
て
き
た
比
較
の
視
点
は
、
比
較
の
対
象
と
目
的
に
即
し
て
四
大
別
で
き
る

と
考
え
て
い
る（

2
（

。

　

一
つ
目
は
通
文
化
的
比
較
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
、
二
つ
の
地
域
の
伝
承
基
盤
や
歴
史
的
背
景
の
相
違
に
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
他

国
の
文
化
と
日
本
の
伝
承
文
化
と
を
比
較
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
類
似
点
に
広
く
着
目
し
、
日
本
の
伝
承
文
化
を
人

類
文
化
の
普
遍
性
の
中
で
理
解
し
、
そ
の
特
徴
を
考
え
よ
う
と
す
る
視
点
で
あ
る
。

　

二
つ
目
は
周
辺
諸
国
の
文
化
と
の
比
較
で
あ
る
。
周
辺
諸
国
と
の
間
に
は
、
歴
史
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

明
ら
か
に
な
っ
て
は
い
な
く
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
常
に
政
治
・
文
化
上
の
交
流
や
人
的
交
流
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ら

の
事
情
を
念
頭
に
置
き
相
互
影
響
を
充
分
に
予
測
し
た
上
で
の
比
較
で
あ
っ
て
、
類
似
の
よ
っ
て
き
た
る
理
由
を
考
え
、
同
時
に
差

異
点
か
ら
日
本
の
伝
承
文
化
の
特
徴
、
本
質
を
考
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
従
来
行
な
わ
れ
て
き
た
比
較
民
俗
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学
を
標
榜
す
る
研
究
は
、
お
お
む
ね
こ
う
し
た
比
較
だ
っ
た
と
言
え
る
。　

　

三
つ
目
は
、
国
内
の
伝
承
文
化
の
系
統
を
明
ら
か
に
異
に
す
る
と
思
わ
れ
る
地
域
同
士
の
比
較
で
、
そ
の
代
表
は
ア
イ
ヌ
の
伝
承

文
化
と
大
和
民
族
の
そ
れ
と
の
比
較
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
南
西
諸
島
の
伝
承
文
化
と
い
わ
ゆ
る
本
土
の
そ
れ
と
の
比
較
や
、
列
島

の
水
田
稲
作
農
業
が
主
生
業
だ
と
考
え
ら
れ
る
人
び
と
の
伝
承
文
化
と
焼
畑
耕
作
な
ど
を
主
と
す
る
人
び
と
の
伝
承
文
化
と
の
比
較

な
ど
も
、
こ
こ
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
前
者
は
生
業
的
に
は
類
似
点
が
多
い
し
、
後
者
は

長
ら
く
同
じ
政
治
体
制
下
に
あ
り
、
文
化
的
に
も
人
的
に
も
交
流
が
長
か
っ
た
は
ず
な
の
で
、
は
た
し
て
こ
れ
ら
二
つ
は
明
確
に
異

系
と
み
な
し
て
よ
い
か
は
微
妙
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
今
後
は
、
ご
く
一
般
的
な
地
域
と
、
朝
鮮
半
島
そ
の
他
か
ら
来
住
し
て
き
た

人
び
と
が
長
年
に
わ
た
っ
て
集
団
で
居
住
生
活
を
し
て
い
る
地
域
の
伝
承
文
化
と
の
比
較
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
盛
ん
に
取
り
上

げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

四
つ
目
は
国
内
同
系
民
俗
の
比
較
で
、
歴
史
上
早
く
に
同
じ
政
治
体
制
下
に
あ
っ
た
地
域
同
士
・
人
び
と
同
士
の
伝
承
文
化
の
比

較
で
あ
る
。
日
本
民
俗
学
が
最
も
熱
心
に
取
組
み
、
ま
た
成
果
を
あ
げ
て
き
た
比
較
は
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
比
較
は
、
ご
く
普
通
の

人
び
と
の
人
生
儀
礼
（
通
過
儀
礼
）
と
か
民
間
信
仰
、
親
族
や
地
域
組
織
、
口
頭
伝
承
そ
の
他
、
文
献
史
学
の
な
し
に
く
い
側
面
か

ら
日
本
文
化
史
上
の
諸
問
題
を
究
明
す
る
こ
と
や
、
伝
承
文
化
の
地
域
差
地
域
性
解
明
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

筆
者
が
こ
こ
で
試
み
よ
う
と
す
る
比
較
は
、
こ
の
四
つ
目
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
従
来
多
く
試
み
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
、
国
内
を
ほ
ぼ
同
一
文
化
圏
と
み
な
し
た
上
で
の
異
な
る
地
域
間
の
個
々
の
伝
承
文

化
の
比
較
を
す
る
も
の
で
は
な
い
。
筆
者
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
現
在
の
一
小
地
域
内
の
伝
承
文
化
の
総
体（

3
（

を
、
い
く
ら
か
時
間
・

年
代
を
異
に
し
た
同
地
域
の
伝
承
文
化
の
総
体
と
比
較
し
、
伝
承
文
化
と
い
う
も
の
の
変
化
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
す
る
試
み
な
の
で
あ
る（

4
（

。
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二
、
追
跡
調
査
に
よ
る
比
較
の
試
み

　

民
俗
す
な
わ
ち
伝
承
文
化
の
特
徴
は
、
集
団
的
、
類
型
的
、
持
続
的
で
あ
り
、
な
か
な
か
そ
う
簡
単
に
は
変
わ
ら
な
い
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
長
い
時
間
の
な
か
で
は
、
地
域
内
の
何
ら
か
の
事
情
や
外
部
の
刺
激
に
よ
っ
て
、
当
然
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い

く
も
の
で
も
あ
る
。
地
域
内
の
事
情
と
し
て
は
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
災
害
と
か
個
性
の
強
い
リ
ー
ダ
ー
の
出
現
な
ど
が
要
因
と
し
て
考

え
ら
れ
る
。
外
部
の
刺
激
と
し
て
は
、
高
度
経
済
成
長
の
諸
影
響
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
し
、
近
年
の
経
済
を
中
心
と
す
る
社
会
一
般

の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
な
ど
も
あ
ろ
う
。
戦
争
な
ど
と
い
う
大
事
件
が
起
き
れ
ば
も
ち
ろ
ん
変
わ
る
し
、
か
つ
て
の
神
社
合
祀
政
策
や
生

活
改
善
事
業
、
新
生
活
運
動
な
ど
、
政
府
や
地
方
自
治
体
の
諸
制
度
改
革
の
よ
う
な
外
部
の
圧
力
に
よ
っ
て
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
場
合
も
し
ば
し
ば
起
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

民
俗
学
で
は
こ
れ
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
変
化
の
実
態
も
掬
い
と
り
、
そ
の
要
因
追
究
に
も
決
し
て
無
関
心
で
は
な
か
っ
た
。
し
か

し
ま
た
、
地
域
の
個
々
の
伝
承
の
変
化
を
そ
の
地
域
全
体
の
伝
承
文
化
総
体
の
な
か
で
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
に
、
必
ず
し
も
力
を

注
い
で
き
た
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
う
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
、
現
在
の
事
実
と
の
比
較
に
耐
え
う
る
過
去
の
伝
承
文
化
総
体
の

実
態
を
語
る
も
の
が
、
資
料
と
し
て
充
分
に
整
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

も
う
だ
い
ぶ
以
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
筆
者
は
、
昭
和
五
十
九
年
度
か
ら
同
六
十
一
年
度
ま
で
つ
づ
い
た
成
城
大
学
民
俗
学
研
究

所
の
「
山
村
生
活
五
〇
年
―
そ
の
文
化
変
化
の
研
究
―
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
た
の
を
好
機
と
し
、
こ
の
問
題
に
取
組

ん
で
み
た
こ
と
が
あ
る（

5
（

。
そ
の
後
、
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
筆
者
が
直
接
取
組
ん
だ
地
域
の
う
ち
三
カ
所
に
つ
い
て
は
、
さ
ら

に
そ
の
後
の
三
十
年
ほ
ど
の
間
の
変
化
の
様
相
に
つ
い
て
も
、
考
え
て
み
た
こ
と
が
あ
る（

6
（

。

　

こ
の
よ
う
な
、
或
る
小
地
域
の
、
過
去
の
或
る
時
代
の
伝
承
文
化
の
総
体
を
比
較
上
ゼ
ロ
ポ
イ
ン
ト
を
示
す
も
の
と
し
て
定
め
、

そ
の
内
容
を
、
同
じ
地
域
に
調
査
に
赴
い
て
時
間
を
隔
て
た
現
在
の
伝
承
文
化
の
総
体
と
比
較
し
、
変
化
の
実
態
と
要
因
を
明
ら
か
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に
し
、
変
化
の
相
互
関
係
を
分
析
し
伝
承
文
化
の
特
質
を
考
え
よ
う
と
す
る
試
み
は
、「
追
跡
調
査
」
に
よ
る
比
較
研
究
だ
と
呼
ぶ

こ
と
が
で
き
よ
う（

7
（

。
比
較
す
る
伝
承
文
化
間
の
時
間
・
年
代
差
は
、
人
の
活
動
期
一
世
代
に
相
当
す
る
三
十
年
前
後
が
適
当
か
と
考

え
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
地
域
に
外
部
か
ら
の
何
ら
か
の
圧
力
が
加
わ
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
も
っ
と
短
い
時
間
で
あ

っ
て
も
よ
く
、
そ
の
圧
力
時
期
前
後
の
比
較
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
「
追
跡
調
査
」
を
行
な
う
た
め
に
は
、
現
在
と
の
比
較
に
耐
え
う
る
ゼ
ロ
ポ
イ
ン
ト
を
示
す
良
質
な
資
料
が
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
民
俗
学
の
初
期
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
資
料
が
限
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、
追
跡
調
査
と
い
う
方
法
は
考
え
よ
う
も

な
か
っ
た
。
し
か
し
現
在
で
は
幸
い
に
も
、
何
十
年
か
前
の
一
小
地
域
の
伝
承
文
化
の
総
体
を
示
す
個
人
の
著
に
な
る
「
民
俗
誌
」
や
、

良
質
な
市
町
村
史
・
誌
の
「
民
俗
編
」
が
だ
い
ぶ
蓄
積
さ
れ
て
き
て
お
り
、
追
跡
調
査
の
条
件
が
整
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
今

後
の
民
俗
学
は
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
こ
う
し
た
資
料
を
積
極
的
に
活
用
し
、
追
跡
調
査
に
基
づ
く
研
究
を
積
極
的
に
進
め
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　

筆
者
の
現
在
継
続
中
の
作
業
は
、
塩
尻
市
洗
馬
地
区
小
曽
部
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
て
、
か
つ
て
筆
者
が
調
査
し
執
筆
も
担
当
し
た
、

平
成
五
年
刊
行
の
『
塩
尻
市
誌
』
第
四
巻
第
一
第
二
部
第
一
章
に
記
さ
れ
て
い
る
、
ほ
ぼ
三
十
年
前（

8
（

の
小
曽
部
の
伝
承
文
化
の
総
体

と
、
現
在
（
平
成
三
十
年
前
後
）
の
そ
れ
と
の
比
較
を
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
す
る
の
は
そ
れ
に
つ
い
て
で

あ
る
が
、
た
だ
紙
数
の
制
約
が
あ
り
、
残
念
な
が
ら
小
稿
で
は
、
地
域
全
体
の
家
々
が
関
わ
る
信
仰
伝
承
の
一
部
に
し
か
焦
点
を
あ

て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
以
外
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
他
日
を
期
し
た
い（

9
（

。

三
、
小
曽
部
と
い
う
地
域

　

小
曽
部
は
、
長
野
県
塩
尻
市
洗
馬
地
区
の
一
地
域
で
あ
る
。
現
在
、
行
政
上
は
上
小
曽
部
区
と
下
小
曽
部
区
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

農
村
地
域
で
あ
り
世
界
農
林
業
セ
ン
サ
ス
に
お
い
て
も
、
上
小
曽
部
と
下
小
曽
部
は
別
の
農
業
集
落
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
明
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治
前
期
ま
で
は
小
曽
部
と
い
う
一
村
で
あ
っ
た
し
、
現
在
も
両
小
曽
部
で
オ
オ
ナ
カ
と
い
う
組
織
を
結
成
し
、
こ
の
オ
オ
ナ
カ
が
小

曽
部
林
野
利
用
農
協
を
設
立
し
て
、
近
世
期
以
来
の
共
有
地
（
共
有
林
）
の
大
部
分
を
所
有
し
運
営
し
て
い
る
。
神
社
関
係
で
も
、

と
も
に
小
曽
部
神
社
の
氏
子
で
あ
り
祭
祀
組
織
も
一
体
で
あ
る
。
寺
院
関
係
で
も
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
家
が
地
域
内
の
興
龍
寺
（
曹

洞
宗
）
の
檀
家
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
伝
承
文
化
を
考
え
る
場
合
に
は
、
上
小
曽
部
と
下
小
曽
部
は
、
合
わ
せ
て
小
曽
部
と
い
う

ま
と
ま
り
あ
る
一
つ
の
地
域
と
み
て
差
し
支
え
が
な
い
。

　

景
観
的
に
も
小
曽
部
川
と
い
う
小
峡
谷
に
沿
っ
た
ほ
ぼ
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
所
に
、
図
1
の
よ
う
に
、
二
十
ほ
ど
の
小
集
落
が
長
々

と
散
在
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
。

　

近
世
期
の
小
曽
部
村
は
、
ほ
と
ん
ど
の
期
間
に
わ
た
っ
て
高
遠
藩
領
の
通
称
洗
馬
郷
七
カ
村
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
元
禄
三
年
の
村

図1　小曽部略図
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高
は
三
四
七
石
余
（
田
畑
の
比
率
は
お
お
よ
そ
一
対
二
）、
家
数
一
一
一
、
人
口
六
一
七
、
そ
し
て
馬
数
一
一
六
だ
っ
た（

（1
（

。

　

明
治
二
十
二
年
の
町
村
制
施
行
に
と
も
な
い
、
い
わ
ゆ
る
洗
馬
郷
七
カ
村
の
う
ち
本
洗
馬
村
・
岩
垂
村
と
と
も
に
洗
馬
村
（
東
筑

摩
郡
）
を
誕
生
さ
せ
、
小
曽
部
は
そ
の
一
大
字
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
昭
和
三
十
六
年
の
洗
馬
村
の
塩
尻
市
へ
の
編
入
合
併
に
と
も

な
っ
て
塩
尻
市
洗
馬
地
区
の
一
部
と
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

上
小
曽
部
は
奥
（
峡
谷
の
上
流
部
）
か
ら
奥
平
、
大
沢
、
深
沢
、
罠
沢
、
白
石
、
金
山
、
赤
町
、
高
畑
、
中
村
、
祝
地
、
平
四
郎
沢
、

入
花
見
と
い
う
十
二
の
集
落
か
ら
成
り
、
下
小
曽
部
は
長
崎
、
坂
下
、
沢
の
渡
、
大
日
、
下
花
見
、
日
向
、
横
沢
、
原
口
と
い
う
八

つ
の
集
落
か
ら
成
り
た
っ
て
い
る
。
集
落
を
基
本
に
し
つ
つ
、
平
成
元
年
に
は
上
小
曽
部
は
行
政
上
、
世
帯
数
が
ほ
ぼ
均
等
に
な
る

よ
う
に
十
五
の
常
会
（
組
）
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
世
帯
数
は
一
五
〇
、
人
口
は
五
九
五
。
そ
れ
が
現
在
は
十
三
の
常
会
に
整
理
さ
れ
、

世
帯
数
一
一
七
、
人
口
三
六
三
に
減
少
し
、
人
口
構
成
は
、
十
五
歳
未
満
が
約
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
が
四
十

六
パ
ー
セ
ン
ト
強
と
い
う
現
状
で
あ
る
。
下
小
曽
部
の
場
合
に
は
二
十
一
常
会
、
二
四
四
世
帯
、
人
口
一
〇
三
だ
っ
た
も
の
が
、
現

在
は
十
八
常
会
、
二
七
四
世
帯
、
人
口
八
一
三
に
な
っ
て
お
り
、
十
五
歳
未
満
が
約
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者

が
三
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
強
で
あ
る（

（（
（

。

　

こ
う
し
て
気
が
つ
く
の
は
、
全
国
の
現
在
の
農
山
村
部
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
だ
が
、
世
帯
数
に
比
し
て
人
口
の
減
少
が
著
し

い
上
に
、
少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
（
特
に
上
小
曽
部
に
お
い
て
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
祭
り
の
運
営
に
も
影
響
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
統
計
上
（
住
民
基
本
台
帳
上
）
で
下
小
曽
部
の
世
帯
数
が
増
え
て
い
る
の
は
、
市
域
中
心
部
に
近
い
（
と

い
う
こ
と
は
交
通
の
便
が
い
く
ら
か
よ
い
）
原
口
周
辺
に
家
が
増
え
て
い
る
た
め
で
、
こ
の
中
に
は
新
し
い
住
民
が
多
く
、
常
会
に
加

入
し
て
い
な
い
世
帯
が
五
十
ほ
ど
あ
る
。

　

右
の
う
ち
、
集
落
と
い
う
の
は
家
が
固
ま
っ
て
い
て
、
日
常
的
な
つ
き
合
い
の
ほ
か
、
現
在
で
は
秋
葉
講
や
山
の
神
講
な
ど
講
の

単
位
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

　

自
治
組
織
の
単
位
は
区
（
上
小
曽
部
区
・
下
小
曽
部
区
）
で
あ
る
。
両
区
と
も
、
区
は
年
一
回
の
区
民
総
会
で
選
出
さ
れ
る
区
長
と
、
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主
と
し
て
家
順
で
選
ば
れ
て
く
る
各
常
会
の
長
（
常
会
長
）
と
で
運
営
さ
れ
、
任
期
は
両
区
と
も
一
年
で
あ
る
。
会
計
と
か
書
記
、

洗
馬
公
民
館
分
館
長
な
ど
の
区
の
役
職
は
常
会
長
の
中
か
ら
互
選
さ
れ
、
区
長
と
常
会
長
た
ち
が
だ
い
た
い
月
一
回
位
集
ま
っ
て
区

の
諸
問
題
を
相
談
し
、
運
営
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
先
に
も
触
れ
た
が
両
小
曽
部
が
一
体
と
な
っ
て
オ
オ
ナ
カ
（
大
中
）
を
組
織
し
、
近
世
の
小
曽
部
村
以
来
の
共
有
地
（
共

有
林
）
の
管
理
運
営
を
し
て
い
る
。
近
世
以
来
の
大
日
堂
、
十
王
堂
、
観
音
堂
を
三
仏
堂
と
呼
ん
で
い
る
が
、
三
仏
堂
の
維
持
運
営

の
主
体
も
オ
オ
ナ
カ
で
あ
る
。
オ
オ
ナ
カ
の
代
表
に
は
、
上
小
曽
部
と
下
小
曽
部
の
区
長
が
一
年
交
替
で
就
任
し
、
代
表
に
な
ら
な

か
っ
た
も
う
一
方
の
区
長
が
、
オ
オ
ナ
カ
の
会
計
を
勤
め
る
の
が
決
ま
り
で
あ
る
。
神
社
総
代
や
興
龍
寺
檀
家
総
代
な
ど
も
両
区
が

均
等
に
な
る
よ
う
に
選
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
慣
例
は
、
三
十
年
前
と
現
在
と
で
変
わ
り
が
な
い
。
な
お
、
小
曽
部
か
ら

他
出
し
て
い
く
家
は
オ
オ
ナ
カ
か
ら
自
然
脱
会
の
形
と
な
り
、
新
移
住
家
は
オ
オ
ナ
カ
加
入
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
。

　

学
校
関
係
を
い
う
と
、
明
治
中
期
以
降
、
洗
馬
小
学
校
の
小
曽
部
分
校
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
昭
和
五
十
九
年
に
分
校
は
廃
さ
れ

た
。
平
成
元
年
段
階
で
は
そ
の
運
動
場
跡
で
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
に
興
じ
る
高
齢
者
が
多
く
見
ら
れ
た
が
、
何
回
か
訪
れ
た
平
成
三
十
年

に
は
ど
う
し
た
わ
け
か
一
回
も
見
か
け
な
か
っ
た
。
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
人
気
が
下
降
気
味
な
の
だ
ろ
う
か
。
市
立
の
保
育
園
も
あ
っ
た

が
、
園
児
の
減
少
に
よ
っ
て
平
成
二
十
年
頃
に
閉
鎖
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
安
曇
野
市
在
住
の
或
る
人
が
こ
こ
を

購
入
し
て
「
自
然
ラ
ン
ド
バ
ン
バ
ン
」
と
名
づ
け
、
私
立
の
保
育
園
と
し
て
運
営
を
始
め
て
い
る
。
大
自
然
の
中
で
幼
児
を
育
て
よ

う
と
い
う
こ
と
で
、
市
域
中
心
部
や
松
本
市
な
ど
近
隣
都
市
部
か
ら
園
児
を
募
集
し
、
平
成
三
十
年
九
月
現
在
、
二
十
三
人
（
う
ち

小
曽
部
か
ら
は
一
人
）
が
在
園
し
て
い
る
（
朝
夕
の
送
迎
は
親
が
個
別
に
行
な
っ
て
い
る
）。
小
曽
部
と
は
関
係
の
な
い
施
設
と
は
な
っ

て
し
ま
っ
た
が
、
園
児
た
ち
が
区
の
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
も
あ
る
し
、
区
の
役
員
で
卒
園
式
に
出
席
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
か

ら
、
地
域
と
全
く
無
関
係
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
静
か
な
昼
の
農
山
村
に
、
幼
児
の
は
し
ゃ
ぐ
声
が
響
い

て
く
る
の
は
い
い
も
の
だ
。

　

生
業
に
つ
い
て
。
各
家
々
の
内
情
に
つ
い
て
は
知
り
よ
う
も
な
い
が
、
小
曽
部
全
体
の
傾
向
を
述
べ
る
と
、
六
、
七
十
年
前
は
農
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林
業
を
主
生
業
と
す
る
地
域
で
あ
っ
た
。
こ
こ
は
木
曽
の
山
々
の
東
の
は
ず
れ
と
い
っ
て
も
よ
い
地
域
な
の
で
、
地
域
は
山
林
に
囲

ま
れ
、
昭
和
三
十
年
代
半
ば
ま
で
は
建
築
用
材
を
搬
出
し
て
い
た
し
（
地
域
内
に
製
材
所
も
あ
っ
た
）、
盛
ん
に
薪
炭
生
産
も
行
な
わ
れ
、

林
業
が
活
発
だ
っ
た
。
し
か
し
山
々
に
囲
ま
れ
て
は
い
て
も
、
す
で
に
三
十
年
前
に
は
林
業
は
も
う
衰
退
し
て
い
た
し
、
そ
の
状
況

は
現
在
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
は
詳
し
く
述
べ
え
な
い
が
、
松
茸
山
の
留
山
制
度
な
ど
は
現
在
も
つ
づ
け
ら
れ
、
山
林

は
そ
れ
な
り
に
は
活
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

農
業
は
、
か
つ
て
は
稲
・
麦
な
ど
穀
物
生
産
が
主
で
あ
り
、
養
蚕
に
も
精
を
だ
し
て
い
た
。
昭
和
二
十
年
代
後
半
か
ら
は
レ
タ
ス
・

キ
ャ
ベ
ツ
・
白
菜
な
ど
野
菜
栽
培
に
積
極
的
に
取
組
み
だ
し
、
高
原
野
菜
と
し
て
全
国
に
出
荷
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
で
は
、

農
家
の
青
壮
年
者
層
で
市
域
の
中
心
部
や
隣
の
松
本
市
な
ど
へ
勤
め
に
出
る
人
が
多
く
な
っ
た
た
め
に
（
す
で
に
三
十
年
前
に
こ
の
傾

向
は
み
ら
れ
た
）、
野
菜
の
出
荷
量
は
い
く
ら
か
減
少
気
味
で
は
あ
る
。
し
か
し
今
で
も
高
原
野
菜
が
主
た
る
農
業
生
産
物
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　

こ
の
ほ
か
、
地
域
の
方
々
と
話
し
て
い
て
し
ば
し
ば
話
題
に
な
る
の
は
、
羚
羊
、
鹿
、
猿
、
猪
に
よ
る
畑
作
物
へ
の
被
害
の
こ
と

で
あ
る
。
熊
も
出
没
す
る
こ
と
が
あ
る
ら
し
い
。
三
十
年
以
前
に
は
、
人
が
積
極
的
に
山
に
入
っ
て
狩
猟
す
る
話
は
多
か
っ
た
が
、

現
在
で
は
逆
に
そ
れ
ら
野
獣
が
人
家
近
く
の
畑
に
出
て
き
て
作
物
を
食
い
荒
ら
し
て
困
る
と
い
う
話
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
峡
谷
の
奥
に
当
た
る
上
小
曽
部
に
は
、
電
柵
な
ど
で
囲
っ
て
あ
る
畑
が
多
い
。
現
在
で
も
、
地
域
に
は
狩
猟
を
す
る
人
が
何

人
も
い
て
駆
逐
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
…
…
。

四
、
お
祭
り
と
夏
祭
り

（
1
）
小
曽
部
の
祭
り

　

小
曽
部
に
は
地
域
神
社
と
し
て
の
小
曽
部
神
社
の
ほ
か
に
、
白
山
神
社
や
山
の
神
社
、
三
十
余
の
祝
殿
が
祀
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
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ぞ
れ
で
祭
り
が
執
り
行
な
わ
れ
て
い
る
。
秋
葉
信
仰

も
盛
ん
で
、
祠
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
ほ
ぼ
集

落
ご
と
に
秋
葉
神
社
の
神
札
を
祀
る
小
さ
な
施
設
が

あ
っ
て
、
毎
年
新
し
い
神
札
が
納
め
ら
れ
、
簡
単
な

祭
り
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
白
山
神
社
以
下

の
も
の
は
、
集
落
と
か
同
族
な
ど
と
い
う
よ
う
に
関

係
者
（
信
者
）
が
限
ら
れ
て
い
る
祭
り
で
あ
る
。
そ

こ
で
こ
こ
で
は
、
昔
か
ら
「
お
祭
り
」
と
呼
ば
れ
て

親
し
ま
れ
、
原
則
と
し
て
小
曽
部
の
人
び
と
全
員
が

関
わ
る
小
曽
部
神
社
の
祭
り
（
以
下
、「
お
祭
り
」
と

記
す
）
に
つ
い
て
、
み
て
い
き
た
い
。

　

ま
た
、
お
祭
り
と
は
別
に
、
区
単
位
の
行
事
な
が
ら
小
曽
部
の
人
び
と
全
体
が
関
わ
る
祭
り
に
は
、
夏
祭
り
も
あ
る
。
祭
り
と
は

い
っ
て
も
盆
行
事
の
一
部
で
あ
る
盆
踊
り
の
賑
わ
い
が
変
形
し
た
行
事
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
神
祇
信
仰
と
は
無
関
係
で
あ
る
が
、
人

び
と
に
は
確
か
に
祭
り
だ
と
認
識
さ
れ
、「
夏
祭
り
」
と
呼
ば
れ
て
親
し
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
上
小
曽
部
・
下
小
曽
部
両
区
同

日
に
行
な
わ
れ
て
は
い
る
が
、
会
場
は
別
々
で
、
区
独
自
の
祭
り
（
行
事
）
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
祭
り
も
そ
う

で
あ
る
が
、
夏
祭
り
も
全
国
多
く
の
地
域
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
地
域
を
考
え
る
場
合
に

は
重
要
な
行
事
な
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
み
て
い
き
た
い
。

（
2
）
お
祭
り

　

明
治
以
降
い
く
つ
か
の
神
社
、
小
祠
が
合
祀
を
繰
り
返
し
た
あ
と
、
昭
和
四
十
年
に
正
式
に
八
幡
神
社
と
鹿
嶋
神
社
が
合
併
し
て
、

写真1　小曽部神社境内入口
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八
幡
神
社
の
場
所
に
小
曽
部
神
社
が
誕
生
し
た
。
八
幡
・
鹿
嶋
両
社
と
も
戦
前
は
村
社
で
あ
り
、
祭
祀
組
織
を
同
じ
く
し
、
と
も
に

小
曽
部
全
域
を
氏
子
圏
と
す
る
神
社
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
祭
神
は
誉
田
別
尊
・
気
長
足
姫
尊
・
玉
依
姫
命
・
武
甕
槌

命
・
大
山
祇
命
。
山
麓
に
あ
り
、
長
い
参
道
を
持
ち
、
樹
林
に
囲
ま
れ
た
森
厳
な
雰
囲
気
の
中
に
鎮
座
し
て
い
る
。

　

お
祭
り
は
宮
総
代
六
名
（
上
小
曽
部
三
・
下
小
曽
部
三
）
と
オ
オ
ナ
カ
の
区
長
と
会
計
が
中
心
に
な
り
、
そ
れ
に
両
区
の
役
員
な
ど

が
協
力
し
て
執
行
さ
れ
て
い
る
。
宮
司
は
小
曽
部
に
は
お
ら
ず
、
長

ら
く
他
地
域
の
神
職
に
兼
務
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。

　

三
十
年
前
の
祭
礼
日
は
九
月
二
十
三
日
で
あ
っ
た
が
、
近
年
は
そ

の
日
に
近
い
日
曜
日
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
お
祭
り
前
日
の
宵
宮
の

日
の
昼
に
は
、
宮
総
代
六
名
が
神
殿
と
神
楽
殿
（
神
殿
前
に
あ
る
の

で
マ
エ
ヤ
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
内
や
境
内
の
掃
除
を
し
た
り
、
祭
具
を

揃
え
る
な
ど
、
準
備
に
と
り
か
か
る
。
常
会
長
は
自
ら
の
担
当
地
域

に
注
連
縄
を
張
り
わ
た
し
、
上
小
曽
部
・
下
小
曽
部
そ
れ
ぞ
れ
の
祭

り
の
会
の
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
内
の
要
所
に
ア
ー
チ
状
の
も
の
を

設
け
て
提
灯
を
吊
り
下
げ
る
。
玄
関
に
祭
礼
用
の
提
灯
を
吊
る
家
も

見
ら
れ
、
お
祭
り
の
雰
囲
気
が
徐
々
に
た
か
ま
っ
て
く
る
。

　

こ
こ
で
祭
り
の
会
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
会
は
三
十
年
前
に
は
な
か
っ
た
が
、
青
年
団
員
が
少
な
く
な
っ

て
お
祭
り
の
諸
行
事
を
担
う
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
た
め
に
、
そ
れ

に
代
わ
る
も
の
と
し
て
結
成
さ
れ
た
組
織
で
あ
る
。
上
小
曽
部
で
は

「
祭
り
の
会
」、
下
小
曽
部
で
は
「
祭
り
を
楽
し
く
に
ぎ
や
か
に
す
る

写真2　上小曽部の神輿巡行



　　　　38

会
」
と
称
し
て
活
動
し
て
い
る
。
三
十
年
以
前
と
現
在
と
を
比
較
す

る
上
で
、
興
味
深
い
組
織
で
あ
る
。

　

宵
宮
は
夕
方
七
時
か
ら
神
殿
内
で
祝
詞
奏
上
、
玉
串
奉
奠
な
ど
型

ど
お
り
式
典
が
進
め
ら
れ
た
あ
と
、
神
楽
殿
で
の
直
会
と
な
る
。
式

典
・
直
会
の
出
席
者
は
宮
総
代
、
オ
オ
ナ
カ
の
役
員
の
ほ
か
、
祭
り

の
会
・
祭
り
を
楽
し
く
に
ぎ
や
か
に
す
る
会
・
交
通
安
全
協
会
・
Ｐ

Ｔ
Ａ
の
役
員
た
ち
で
あ
る
。
平
成
三
十
年
に
は
合
計
二
十
二
名
で
あ

っ
た
。
交
通
安
全
協
会
と
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
役
員
が
参
列
し
て
い
る
の
は
、

翌
日
の
行
事
に
交
通
整
理
を
担
当
し
た
り
児
童
生
徒
が
参
加
す
る
と

い
う
よ
う
に
、
お
祭
り
の
執
行
に
直
接
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

祭
礼
当
日
の
様
子
は
三
十
年
前
と
現
在
と
で
は
い
く
ら
か
相
違
し

て
い
る
。
戦
後
し
ば
ら
く
ま
で
は
盛
ん
だ
っ
た
と
い
う
青
年
の
相
撲

や
芝
居
・
踊
り
の
奉
納
な
ど
は
な
く
、
露
店
も
出
て
い
な
い
。
こ
の

こ
と
は
三
十
年
前
も
現
在
も
同
様
で
あ
る
が
（
子
供
相
撲
は
あ
る
）、

筆
者
の
記
憶
に
よ
る
と
、
三
十
年
前
に
は
参
拝
客
が
そ
れ
な
り
に
あ

っ
て
境
内
も
賑
わ
っ
て
い
た
が
、
現
在
の
参
拝
者
数
は
寥
々
た
る
も

の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
当
日
の
午
前
中
は
、
参
拝
の
後
、
境
内
で
子
供
相
撲
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
上
小
曽
部
の
神
輿
と
下
小
曽
部
の
子
供

神
輿
が
神
社
を
出
発
し
て
い
く
。

　

上
小
曽
部
の
神
輿
は
三
十
年
前
に
は
青
年
団
員
が
舁
い
で
い
た
が
、
現
在
で
は
祭
り
の
会
の
若
い
者
が
区
内
の
集
落
全
て
を
舁
い

写真3　下小曽部の子供神輿巡行
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で
廻
る
、
あ
る
い
は
台
車
に
も
乗
せ
て
廻
る
（
集
落
間
の
距
離
の
あ
る
移
動
に
は
ト
ラ
ッ
ク
を
利
用
）。
同
時
に
、
集
落
の
要
所
で
は
茣

蓙
を
敷
い
て
踊
り
芸
の
披
露
も
し
て
い
る
。
大
き
な
幣
束
を
持
っ
て
一
軒
一
軒
廻
っ
て
ご
祝
儀
も
も
ら
っ
て
歩
く
。
こ
の
よ
う
に
三

十
年
前
と
同
じ
よ
う
に
進
め
て
い
る
の
だ
が
、
三
十
年
前
に
は
舁
ぐ
人
が
多
く
い
た
が
、
現
在
で
は
総
勢
十
人
（
女
性
も
含
む
）
ほ

ど
で
、
神
輿
舁
ぎ
・
笛
な
ど
の
囃
子
・
踊
り
・
祝
儀
集
め
を
、
交
替
し
な
が
ら
一
人
何
役
も
つ
と
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
若
い
者
と

は
い
え
き
つ
い
こ
と
だ
ろ
う
。
見
て
い
て
疲
労
の
激
し
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
数
年
前
か
ら
、
こ
の
よ
う
な

神
輿
巡
行
は
来
年
か
ら
は
も
う
無
理
か
も
し
れ
な
い
と
囁
か
れ
て
き

た
よ
う
だ
が
、
各
集
落
で
は
道
に
出
て
神
輿
の
来
駕
を
待
っ
て
い
る

人
も
多
く
、
巡
行
は
人
び
と
に
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
つ
づ
け
ら
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。
少
子
高
齢
化
の
な
か
、
伝
統
行
事
が
懸
命
に
継

承
さ
れ
て
い
る
姿
で
あ
る
。

　

下
小
曽
部
の
場
合
に
は
、
三
十
年
前
に
は
、
青
年
達
が
、
十
余
メ

ー
ト
ル
も
の
太
い
長
い
棒
を
飾
り
立
て
そ
こ
に
箱
を
つ
け
、
区
内
の

集
落
を
勇
ま
し
く
舁
ぎ
廻
わ
る
長
持
と
呼
ば
れ
る
芸
能
行
事
が
披
露

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
青
年
団
員
の
減
少
に
よ
っ
て
（
必
ず
し
も
青

年
が
い
な
い
の
で
は
な
く
、
勤
め
を
し
て
い
て
は
活
動
が
で
き
な
い
の
で

入
団
し
な
い
の
で
あ
る
）、
そ
の
後
ま
も
な
く
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
と

い
う
。
し
ば
ら
く
の
間
は
途
絶
え
た
ま
ま
だ
っ
た
が
、
青
年
の
長
持

行
事
が
な
く
な
り
お
祭
り
が
淋
し
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
数
年

前
に
お
祭
り
を
楽
し
く
に
ぎ
や
か
に
す
る
会
が
結
成
さ
れ
、
こ
の
会

の
世
話
に
よ
っ
て
、
新
た
に
子
供
神
輿
が
区
の
各
集
落
を
巡
行
す
る

写真4　上小曽部の夏祭りの賑わい
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よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
神
輿
の
列
に
は
笛
や
太
鼓
も
加
わ
り
、
子
供
の
親
な
ど
も
大
勢
付
き
添
っ
て
い
る
の
で
、
か
つ
て
の
青
年
の

長
持
行
事
の
よ
う
な
勇
壮
さ
は
な
い
が
、
賑
や
か
さ
の
点
で
は
負
け
て
は
い
な
い
。
祭
り
の
雰
囲
気
は
充
分
に
盛
り
あ
が
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
迎
え
る
集
落
で
も
人
び
と
が
道
に
出
て
迎
え
、
祝
儀
を
出
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
神
輿
・
子
供
神
輿
が
そ
れ
ぞ
れ
の
区
内
を
巡
行
し
て
い
る
な
か
、
神
社
で
は
午
後
一
時
に
役
員
が
集
ま
っ
て
本
祭

り
の
式
典
が
執
行
さ
れ
、
直
会
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
進
行
は
、
祭
り
本
来
の
趣
旨
か
ら
は
少
し
異
例
に
思
わ
れ
る
が
、
長

年
こ
の
よ
う
に
し
て
続
け
ら
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
３
）
夏
祭
り

　

夏
祭
り
は
上
小
曽
部
・
下
小
曽
部
別
々
に
、
八
月
十
四
日
前
後
の
夕
方
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
会
場
の
横
断
幕
に
よ
れ
ば
、
上
小

曽
部
で
は
「
み
ん
な
の
夏
祭
り
」、
下
小
曽
部
で
は
「
納
涼
夏
祭
り
」
と
称
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
三
十
年
前
に
は
な

か
っ
た
祭
り
（
行
事
）
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
突
然
始
め
ら
れ
た
と
い
う
わ
け
の
も
の
で
も
な
い
。

　

三
十
年
前
、
上
小
曽
部
で
は
、
八
月
十
五
日
の
夕
方
に
、
区
が
主
催
し
て
旧
分
教
場
前
の
広
場
で
盆
踊
り
を
し
て
い
た
。
区
の
婦

人
会
（
婦
人
部
）
が
中
心
に
な
り
、
そ
れ
に
子
供
達
も
大
勢
加
わ
っ
て
、
塩
尻
音
頭
や
木
曽
節
、
伊
那
節
と
い
う
信
州
の
民
謡
の
ほ
か
、

炭
坑
節
や
佐
渡
お
け
さ
な
ど
で
踊
っ
て
い
た
の
で
あ
る（

（1
（

。
し
か
し
教
え
る
婦
人
達
が
高
齢
化
す
る
一
方
で
後
継
者
が
う
ま
く
育
た
な

か
っ
た
り
、
子
供
た
ち
が
少
な
く
な
っ
て
踊
る
の
を
恥
ず
か
し
が
る
よ
う
に
な
っ
て
、
盆
踊
り
は
途
絶
え
て
し
ま
っ
た（

（1
（

。
し
か
し
、

盆
の
夕
方
に
人
び
と
が
集
ま
っ
た
り
そ
の
時
に
設
け
ら
れ
る
夜
店
（
区
が
主
催
）
な
ど
の
賑
わ
い
に
は
捨
て
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た

の
で
、
新
た
に
、
旧
分
教
場
を
主
会
場
と
す
る
現
在
の
夏
祭
り
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

下
小
曽
部
の
場
合
も
、
ほ
ぼ
同
様
な
変
化
を
た
ど
り
、
原
口
集
落
に
あ
る
Ｊ
Ａ
（
農
協
）
の
集
荷
場
を
会
場
と
し
て
夏
祭
り
が
始

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
定
着
し
て
い
る
夏
祭
り
の
、
平
成
三
十
年
の
様
子
を
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。
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上
小
曽
部
の
場
合
、
区
長
な
ど
区
の
三
役
、
婦
人
会
（
婦
人
部
）、
祭
り
の
会
の
人
た
ち
が
世
話
役
を
つ
と
め
、
会
場
に
は
旧
分

教
場
の
講
堂
と
そ
の
隣
に
あ
る
地
区
セ
ン
タ
ー
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
午
後
早
く
か
ら
準
備
に
か
か
り
、
午
後
遅
く
地
区
セ
ン
タ
ー

に
て
関
係
者
の
懇
親
食
事
会
が
開
か
れ
る
。
六
時
ご
ろ
そ
れ
が
終
わ
る
と
き
、
一
同
が
立
ち
上
が
っ
て
、
司
会
者
の
音
頭
で
「
上
小

団
結
、
頑
張
ろ
う
」
と
の
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。
春
闘
の
賃
上
げ
交
渉
前
の
よ
う
な
こ
の
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
に
は
、

筆
者
も
少
々
驚
い
た
。
ま
る
で
出
陣
式
で
あ
る
が
、
夏
祭
り
に
よ
る
地
域
団
結
へ
の
役
員
の
人
た
ち
の
意
気
込
み
を
感
じ
た
次
第
で

あ
る
。
そ
の
あ
と
関
係
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
場
に
散
っ
て
区
の
人
び

と
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

夕
闇
の
迫
る
頃
、
屋
外
の
会
場
に
は
多
く
の
人
が
集
ま
り
始
め
、
並

べ
ら
れ
て
い
る
お
で
ん
・
焼
き
そ
ば
・
か
き
氷
・
綿
あ
め
・
各
種
飲
み

物
な
ど
を
口
に
し
な
が
ら
、
同
じ
区
に
住
み
な
が
ら
平
素
は
そ
れ
ほ
ど

行
き
来
し
な
い
他
集
落
の
人
と
も
、
久
々
の
顔
合
わ
せ
を
楽
し
む
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
盆
な
の
で
子
供
を
連
れ
て
里
帰
り
し
て
き
て
い
る
人

も
多
く
、
会
場
は
華
や
か
な
笑
い
声
に
満
た
さ
れ
る
。
な
お
、
食
べ
物

は
全
部
祭
り
の
会
や
婦
人
会
の
係
の
人
の
お
手
製
な
の
で
、
ビ
ー
ル
や

ジ
ュ
ー
ス
は
別
と
し
て
、
他
は
全
部
無
料
、
食
べ
放
題
で
あ
る
（
筆
者

も
ご
馳
走
に
な
り
美
味
し
か
っ
た
）。
係
の
人
も
結
構
楽
し
ん
で
作
っ
て

い
る
し
、
皆
和
気
藹
々
で
あ
る
。
同
時
に
、
前
日
ま
で
に
各
家
庭
に
配

布
し
て
あ
っ
た
夏
祭
り
の
チ
ラ
シ
の
番
号
を
も
と
に
し
た
抽
選
会
も
行

な
わ
れ
た
（
一
等
賞
は
電
波
掛
け
時
計
）。

　

屋
内
の
会
場
す
な
わ
ち
旧
分
教
場
の
講
堂
で
は
、
塩
尻
の
ボ
ラ
ン
テ
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ィ
ア
グ
ル
ー
プ
「
輝
」
に
よ
る
南
京
玉
簾
を
初
め
と
す
る
演
芸
や
児
童
の
歌
な
ど
が
披
露
さ
れ
、
楽
し
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　

午
後
九
時
頃
終
了
と
な
っ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
も
う
盆
踊
り
は
踊
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

下
小
曽
部
の
場
合
に
は
Ｊ
Ａ
の
集
荷
場
を
会
場
に
し
て
い
た
が
、
全
体
の
流
れ
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。

　

た
だ
、
こ
こ
で
は
敬
老
会
を
兼
ね
て
い
る
よ
う
で
、
区
の
役
員
や
長
老
用
の
た
め
の
招
待
席
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
食
べ
物
は
上

小
曽
部
よ
り
も
い
く
ら
か
品
数
が
多
く
、
こ
ち
ら
は
一
〇
〇
円
前
後
と
い
う
低
価
格
な
が
ら
販
売
さ
れ
て
い
た
。
演
芸
の
方
は
区
の

人
の
演
芸
上
手
の
ほ
か
に
、
近
く
の
山
形
村
の
芸
能
愛
好
グ
ル
ー
プ
が
来
て
、「
彌
磨
太
鼓
」
の
演
奏
が
披
露
さ
れ
て
い
た
。
最
後

は
抽
選
会
で
、
抽
選
会
の
結
果
に
一
喜
一
憂
す
る
の
は
い
ず
れ
も
同
じ
。
終
了
と
な
る
午
後
九
時
ま
で
賑
や
か
さ
は
つ
づ
い
て
い
た
。

お
わ
り
に

　

も
う
平
成
と
い
う
時
代
も
終
ろ
う
と
し
て
い
る
。
今
か
ら
三
十
年
前
、
す
な
わ
ち
昭
和
か
ら
平
成
に
移
っ
た
こ
ろ
は
、
ス
マ
ホ
は

も
ち
ろ
ん
ケ
ー
タ
イ
も
な
か
っ
た
。
パ
ソ
コ
ン
は
あ
っ
た
が
、
ま
だ
普
及
は
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
Ｉ
Ｔ
革
命
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
、
Ａ
Ｉ
な
ど
と
い
う
語
も
人
口
に
膾
炙
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
三
十
年
間
に
は
、
バ
ブ
ル
に
酔
い
、
そ
れ
が
は
じ
け
、

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
に
も
遭
い
、
日
本
は
い
く
つ
も
の
大
き
な
災
害
に
も
襲
わ
れ
た
。
政
治
も
激
動
し
、
人
口
の
減
少
と
年
代
別
不

均
衡
も
い
よ
い
よ
露
わ
に
な
っ
て
き
た
。
地
域
に
お
い
て
長
年
培
わ
れ
て
き
た
伝
承
文
化
も
、
こ
の
よ
う
な
外
部
か
ら
寄
せ
来
る
大

波
小
波
の
影
響
を
受
け
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

　

数
字
で
は
示
さ
な
か
っ
た
が
、
小
曽
部
に
お
い
て
も
、
保
育
園
が
閉
鎖
さ
れ
た
こ
と
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
少
子
化
が
進
み
、

高
齢
者
世
帯
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
空
き
家
も
増
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
野
獣
出
没
が
深
刻
に
な
っ
た
の
も
、
こ
れ
と
無
関
係

と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
個
々
の
家
単
位
、
同
族
単
位（

（1
（

、
集
落
単
位
の
伝
承
文
化
に
は
、
じ
わ
り
と
変
化
し
た
も
の
も
多
い
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
区
や
オ
オ
ナ
カ
の
組
織
と
運
営
は
、
筆
者
の
知
る
限
り
で
は
三
十
年
前
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



43　伝承文化の比較研究と追跡調査

祭
り
の
こ
と
で
は
、
下
小
曽
部
の
長
持
行
事
は
途
絶
え
た
が
、
神
社
祭
礼
は
厳
粛
に
執
行
さ
れ
て
い
る
し
、
青
年
団
員
は
減
少
し
て

い
て
も
新
た
に
祭
り
の
会
が
結
成
さ
れ
、
祭
り
の
賑
わ
い
（
祝
祭
）
も
継
承
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
（
神
社
へ
の
参
拝
者
は
減
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
が
）。
ま
た
、
盆
踊
り
は
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
行
事
が
醸
し
出
し
て
い
た
賑
わ
い
は
新
た
な
夏
祭
り
と
し
て

充
分
に
継
承
さ
れ
、
地
域
結
合
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
部
分
的
な
変
化
は
指
摘
で
き
る
も
の
の
、
小
曽
部
に

お
い
て
地
域
社
会
と
い
う
も
の
は
し
っ
か
り
機
能
し
、
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

小
稿
に
お
い
て
は
、
お
祭
り
や
夏
祭
り
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
他
の
多
く
の
伝
承
文
化
を
紹
介
す
る
こ
と
は
、
か
な
わ
な
か
っ
た
。

事
例
が
お
祭
り
と
夏
祭
り
だ
け
で
は
、
伝
承
文
化
分
析
の
点
で
も
心
細
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
現
代
社
会
を
考
え
る
場
合
、
ど
こ

に
で
も
存
在
す
る
よ
う
な
一
地
域
の
伝
承
文
化
の
三
十
年
を
隔
て
た
緩
や
か
な
動
態
を
、
確
か
な
事
実
と
し
て
、
追
跡
し
て
み
る
こ

と
も
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ご
批
正
を
お
願
い
す
る
も
の
で
あ
る
。

＊
小
稿
を
な
す
に
あ
た
っ
て
は
、
平
成
二
十
九
年
・
三
十
年
度
の
区
長
で
あ
っ
た
上
条
隆
氏
、
青
柳
茂
氏
、
中
原
文
彦
氏
、
寺
澤
輝
氏
は
じ
め
、

小
曽
部
の
多
く
の
方
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

な
お
小
稿
は
、
小
島
教
授
を
代
表
者
と
す
る
本
研
究
所
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
地
域
社
会
に
お
け
る
関
係
性
の
変
化
に
関
す
る
実
証
的
研
究
」

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　

註

　
（
1
）　

筆
者
は
、
民
俗
と
は
伝
承
文
化
の
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。
伝
承
文
化
と
は
、
現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
事
柄
の
み
を
い
う
の
で
は
な
い
。

過
去
に
伝
承
さ
れ
て
い
て
そ
れ
が
文
字
と
し
て
定
着
し
た
も
の
を
も
含
む
の
は
、
当
然
で
あ
る
。
な
お
、
民
俗
す
な
わ
ち
伝
承
文
化
全

体
像
理
解
の
筆
者
の
見
解
に
つ
い
て
は
、「「
伝
承
」
の
全
体
像
理
解
に
む
け
て
」（『
日
本
常
民
文
化
紀
要
』
二
十
七
輯
、
平
成
二
十
一

年
）
に
お
い
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
（
2
）　

こ
の
四
大
別
に
つ
い
て
は
、『
徳
山
村
民
俗
誌　

ダ
ム 

水
没
地
域
社
会
の
解
体
と
再
生
』（
慶
友
社
、
平
成
十
二
年
）
の
序
論
に
お
い

て
、
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
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（
3
）　

い
く
ら
小
地
域
と
は
い
え
、
長
年
に
わ
た
っ
て
培
わ
れ
て
き
た
伝
承
文
化
の
総
体
な
ど
十
全
に
把
握
で
き
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
重
々

承
知
し
て
い
る
。
能
う
か
ぎ
り
総
体
に
近
づ
け
よ
う
と
し
た
も
の
、
と
い
う
意
味
だ
と
受
け
取
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
う
。

　
（
4
）　

前
掲
註
（
2
）
に
挙
げ
た
拙
著
は
、
そ
の
試
み
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。

　
（
5
）　

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
概
要
と
そ
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、「「
山
村
調
査
」
追
跡
調
査
の
追
跡
」（『
民
俗
学
研
究
所
紀
要
』

第
四
十
一
集
、
平
成
二
十
九
年
）
そ
の
他
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
紹
介
し
て
き
た
。
前
掲
註
（
2
）
の
拙
著
に
お
い
て
も
紹
介
し
て
あ
る
。

　
（
6
）　

本
紀
要
す
な
わ
ち
『
民
俗
学
研
究
所
紀
要
』
の
第
三
十
七
集
・
第
三
十
八
集
・
第
三
十
九
集
・
第
四
十
集
に
筆
者
が
発
表
し
た
佐
賀

県
唐
津
市
厳
木
町
・
鹿
児
島
県
鹿
屋
市
輝
北
町
百
引
・
島
根
県
奥
出
雲
町
大
谷
・
奈
良
県
吉
野
郡
天
川
村
の
報
告
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

　
（
7
）　

通
時
的
研
究
、
社
会
変
動
研
究
、
あ
る
い
は
地
域
社
会
の
動
態
的
研
究
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
（
８
）　
『
塩
尻
市
誌
』
第
四
巻
の
刊
行
は
平
成
五
年
で
あ
る
が
、
小
曽
部
の
資
料
調
査
は
昭
和
六
十
年
代
か
ら
行
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る

か
ら
、「
ほ
ぼ
三
十
年
前
」
と
し
た
。
な
お
筆
者
は
、
そ
の
後
も
、
小
曽
部
に
は
何
度
か
訪
れ
て
行
事
な
ど
を
見
学
し
て
い
る
。

　
（
９
）　

正
直
な
と
こ
ろ
、
道
遠
し
の
感
は
ぬ
ぐ
え
な
い
が
、
追
跡
調
査
に
よ
る
民
俗
誌
の
作
成
に
ま
で
漕
ぎ
つ
け
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
（
10
）　
『
塩
尻
市
誌
』
第
二
巻
に
よ
る
。

　
（
11
）　

市
役
所
の
平
成
二
十
八
年
の
「
区
別
住
民
基
本
台
帳
世
帯
人
口
一
覧
表
」
に
よ
る
。

　
（
12
）　

昭
和
初
期
に
は
、
堂
平
と
い
う
と
こ
ろ
の
堂
の
前
の
広
場
に
若
い
男
女
が
集
ま
っ
て
踊
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
は
櫓
を
設
け
た
り
太

鼓
な
ど
楽
器
を
用
い
る
こ
と
も
な
く
、
月
明
り
の
中
で
、
集
ま
っ
た
者
同
士
が
ゆ
き
あ
た
り
ば
っ
た
り
で
木
曽
節
な
ど
歌
い
、
踊
り
楽

し
ん
で
い
た
と
い
う
。

　
（
13
）　

盆
踊
り
は
な
く
な
っ
た
が
、
家
々
の
盆
行
事
は
、
簡
略
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
家
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
平
成
三
十
年
、
筆
者

が
何
軒
か
訪
ね
歩
い
た
か
ぎ
り
で
は
、
墓
地
へ
ホ
ト
ケ
迎
え
に
行
く
こ
と
も
、
そ
の
と
き
火
を
焚
く
こ
と
も
、
ホ
ト
ケ
を
背
負
う
格
好

を
し
て
墓
地
か
ら
迎
え
て
く
る
こ
と
も
、
ホ
ト
ケ
送
り
も
、
三
十
年
以
前
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
行
な
わ
れ
て
い
た
。

　
（
14
）　

小
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
祝
殿
の
祭
り
で
は
当
番
宅
で
の
直
会
を
や
め
て
し
ま
っ
た
例
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。

 

（
成
城
大
学
名
誉
教
授

民
俗
学
研
究
所
元
所
員
）
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