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迎
春
 

川
倉
小
学校
 
六
年
 泉
谷
裕
幸

今
年
は
ト
ラ
年
で
ぼ
く
の
年

で
す
。
だ
か
ら
ス
キ
ー
や
勉
強

な
ど
い
ろ
い
ろ
、
今
ま
で
以
上

に
力
を
入
れ
て
が
ん
ば
る
つ
も

り
で
す
。
そ
れ
に
う
れ
し
い
こ

と
が
ひ
と
つ
。
も
う
す
ぐ
中
学

校
へ
行
け
る
こ
と
で
す
。
新
し

い
校
舎
で
が
ん
ば
り
ま
す
。
 

喜
良
市
小
学
校
六
年
 
今
 
陽
子

今
年
は
中
学
生
に
な
る
の
で

家
庭
学
習
は

一
日
二
時
間
半
は

や
り
、
テ
ス
ト
で
は
一
番
と
る

こ
と
を
目
標
に
が
ん
ぱ
り
ま
す

そ
れ
か
ら
、
礼
儀
作
法
で
は
、
 

中
学
校
、
小
学
校
の
先
生
方
や

友
達
へ
の
あ
い
さ
つ
を
忘
れ
な

い
よ
う
に
し
ま
す
。
 

元
旦
午
前
零
時
の
時
報
と
と
も
に
町
内
の
各
神
社
は
初
も
う
で
の
参
拝
者
で
賑
い
「
家
内

安
全
、
五
殻
豊
穣
、
無
病
息
災
」
な
ど
、
思
い
思
い
に
か
し
わ
手
を
打
ち
こ
の
一
年
の
平
穏

を
祈
り
ま
し
た
。
 

喜
良
市
「
立
野
神
社
」
で
は
、
出
稼
ぎ
か
ら
の
一
時
帰
省
者
も
あ
っ
て
今
年
も
参
拝
者
の
長

い
列
が
続
き
、
か
し
わ
手
を
打
つ
音
が
朝
方
ま
で
境
内
に
こ
だ
ま
し
て
い
ま
し
た
。
 

絵
馬
や
破
魔
矢
を
手
に
、
合
格
を
願
う
受
験
生
、
豊
作
を
願
う
農
家
、
千
客
万
来
を
願
う

商
業
主
、
全
快
を
願
う
疾
病
者
。
寅
年
の
昭
和
六
十

一
年
も
人
そ
れ
ぞ
れ
色
々
な
願
い
が
込

め
ら
れ
始
動
し
ま
し
た
。
 

ぽ
く
は
昭
和
四
十
八
年
の
寅

年
生
ま
れ
の
六
年
生
で
す
。
 

い
よ
い
よ
今
年
は
僕
の
年
で
す
。
 

春
か
ら
は
中
学
校
へ
入
学
。
六

月
か
ら
新
校
舎
に
も
入
る
と
い

う
大
事
な
年
で
す
。
 

虎
の
よ
う
に
モ
ー
レ
ツ
に
ス
ポ
 

ー
ツ
に
勉
強
に
が
ん
ば
り
ま
す
。
 

金
木
小
学
校
 
六
年
 沢
田
 
章
 

私
は
学
校
で
勉
強
を
ガ
ン
バ

リ
た
い
で
す
。
 

と
く
に
岡
語
と
算
数
で
す
。
 

茶
わ
ん
洗
い
、
そ
う
じ
、
料
理

な
ど
も
う
ま
く
な
り
た
い
の
で

母
に
聞
き
ま
す
。
 

う
ま
く
い
く
か
わ
か
ら
な
い
け

ど
ガ
ン
バ
リ
ま
す
。
 

嘉
瀬
小
学
校
 
五
年
 野
宮
三
鈴
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元
旦
午
前
0
時
、
喜
良
市
「
立
野
神
社
」
で
の
初
も
う
で
。
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竹
 

長
」
h
 

町
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木
 

金
 

金木だより ② 

年頭のごあいさつ 

'
rか
 

ー
 (

 

の集し、 

抱負語り合う 

輝
か
し
い
新
春
を
迎
え
皆
様

の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
心
か
ら

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
 

町
長
就
任
以
来
、
複
雑
多
岐

に
わ
た
る
行
財
政
を

一
貫
し
て
 

「
清
潔
一心
」
 
に心
掛
け
、
つ

つ
が
な
く
進
め
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
こ
と
は
、
 一
重
に
皆
様

方
の
暖
か
い
ご
支
援
と
ご
協
カ

の
賜
で
あ
る
と
深
く
感
謝
申
し

上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い

ま
す
。
 

さ
て
、
“
ひ
ば
と
太
宰
の
町
〉
 

と
し
て
知
ら
れ
る
本
町
も
昨
年

は
、
町
村
合
併
三
十
周
年
の
記

念
す
べ
き
年
に
当
た
り
、
 一
層
 

.!
i
 

【
，

ー
、
 

!
 

の
飛
躍
を
祈
念
し
て
盛
大
に
記

念
式
典
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
ま
た
記
念
事
業
と
し
て
 

「
町民
憲
章
」
を
制
定
し
、町
の
 

・

ン
ン
ボ
ル
に
指
定
し
た
“
ひ
ば
 

・

さ
く
ら
・
ひ
ば
り
ー
と
と
も

に
こ
れ
ま
で
の
伝
統
を
受
け
継

ぎ
今
後
の
町
づ
く
り
の
目
標
と

し
て
後
世
に
受
け
継
が
れ
る
も

の
で
あ
り
、
三
十
年
の
長
い
歴

史
の
一
編
を
区
切
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
 

一
方
、
農
家
に
と
り
ま
し
て

は
、
二
年
続
き
の
豊
作
と
な
り

し
か
も
良
質
米
生
産
運
動
の
努

力
が
報
れ
実
現
で
き
た
、
三
類

米
地
域
の
格
上
げ
。
ま
た
畑
作

に
お
け
る
野
菜
の
高
値
。
葉
た

ば
こ
の
良
質
生
産
向
上
と
、
こ

れ
ま
で
の
冷
夏
冷
害
を
は
ね
の

け
る
好
調
な
年
で
あ
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
商
工
業
に

お
い
て
は
、
高
度
経
済
成
長
時

代
と
は
打
っ
て
変
っ
て
の
不
況

続
き
か
ら
今
だ
に
脱
し
切
れ
ず

お
し
な
べ
て
町
全
体
の
経
済
は

低
迷
し
た
も
の
と
受
け
止
め
て

お
り
ま
す
。
 

昨
年
来
、
観
光
立
町
を
打
ち

出
し
観
光
の
拠
点
づ
く
り
を
進

め
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
県
立

芦
野
公
園
の
四
季
折
々
の
景
観
 
 は

観
光
の
目
玉
で
あ
り
、
太
宰

関
連
施
設
と
と
も
に
“
太
宰
コ
 

ー
ス
《
と
し
て
金
木
町
の
観
光

に
定
着
し
、
吉
幾
三
プ
ー
ム
も

泰
功
し
て
史
上
最
高
の
観
光
客

を
招
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
 

昭
和
六
十

一
年
は
期
待
と
不

安
が
交
錯
す
る
う
ち
に
始
動
し

ま
し
た
。
私
く
し
自
身
も
町
政

担
当
一
期
四
年
目
、
試
練
の
年

と
な
り
ま
し
た
が
、
全
職
員
一

丸
と
な
っ
て
公
僕
精
神
に
徹
し

行
財
政
運
営
を
不
退
転
の
決
意

で
臨
む
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 

町
財
政
に
つ
い
て
は
、
依
然

と
し
て
窮
状
に
あ
り
、
国
庫
補

助
金
補
助
率
の
削
減
等
、
さ
ら

に
自
主
財
源
の
伸
び
が
期
待
で

き
ず
今
ま
で
に
な
い
厳
し
い
状

況
に
識
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
 

行
政
改
革
懇
談
会
の
意
見
を
尊

重
し
、
創
意
工
夫
と
効
率
の
良

い
行
財
政
を
進
め
て
ま
い
り
ま
 

昭
和
六
十

一
年
の
年
初

め
、
町
内
各

界
代
表
が
新

年
の
抱
負
を

語
久

nう
「
町
 

こ
う
し
た
昨
年
の
状
況
を
冷

静
に
受
け
止
め
、
今
後
の
商
工

業
の
発
展
に
活
力
を
見
い
出
す

突
破
ロ
と
し
て
金
木
町
を
よ
り

豊
か
に
築
き
上
げ
て
ま
い
り
た

い
と
存
じ
ま
す
。
 

す
い
ま
た
、
昭
和
五
十
九
年
度

か
ら
継
続
の
金
木
中
学
校
新
築

工
事
は
、
待
望
の
新
校
舎
で
授

業
が
開
始
さ
れ
る
運
び
と
な
り
 

B
&
G財
団
の
配
慮
に
よ
り
建

設
さ
れ
た
金
木
海
洋
セ
ン
タ

ー
 

上
屋
付
プ
ー
ル
と
と
も
に
教
育

と
体
育
の
中
枢
と
し
て
期
待
さ

れ
ま
す
。
 

基
幹
産
業
で
あ
る
農
業
は
、
 

水
田
利
用
再
編
第
三
期
対
策
の

最
終
年
度
に
当
た
り
、
昨
年
暮

れ
に
示
さ
れ
た
転
作
等
目
標
面

横
と
米
の
売
渡
限
変
数
量
は
、
 

こ
れ
ま
で
の
経
緯
か
ら
し
て
納

得
の
い
く
も
の
で
な
く
町
議
会

及
び
関
係
機
関
の
協
力
を
得
て
 

民
元
旦
の
集
い
」
が
中
央
公
民

館
で
催
さ
れ
ま
し
た
。
 

式
は
各
界
代
表
や

一
般
町
民

な
ど
約
百
人
が
集
り
、
 
“君
が

代
”
と
“
年
の
始
め
〉
の
斉
唱

に
続
き
、
古
川
町
長
が

「
町民
 
 緩

和
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う

強
力
に
推
進
し
て
い
き
ま
す
。
 

さ
ら
に
、
新
農
業
構
造
改
善

事
業
の
進
展
を
図
り
、
日
本
一

の
転
作
大
豆
の
産
地
化
の
定
着

と
農
家
経
済
の
安
定
を
目
指
し

た
い
と
存
じ
ま
す
。
 

ま
た
、
農
村
環
境
の
改
善
を

目
的
と
し
た
農
村
総
合
整
備
モ

デ
ル
事
業
は
、
い
よ
い
よ
本
年

か
ら
十
年
間
を
目
途
に
集
落
排

水
の
処
理
施
設
、
農
道
、
農
村

公
園
等
の
整
備
に
着
手
す
る
運

び
と
な
り
ま
し
た
。
 

地
域
活
性
化
対
策
は
私
に
課

せ
ら
れ
た
責
務
で
あ
り
、
企
業

誘
致
に
努
力
し
、
本
町
を
含
む

津
軽
半
島
地
域
の
総
合
的
振
興

を
目
的
と
し
た
半
島
振
興
法
の

指
定
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
関
係

自
治
体
共
々
全
力
投
球
す
る
覚

悟
で
お
り
ま
す
の
で
旧
年
に
倍

し
て
皆
様
の
絶
大
な
る
ご
協
力

と
ご
支
援
を
お
願
い
申
し
上
げ

年
頭
の
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま

す
。
 

憲
章
に
標
傍
す
る
明
る
く
住
み

良
い
町
づ
く
り
と
郡
北
の
中
心

地
と
し
て
活
性
化
に
向
け
た
振

興
策
を
す
す
め
て
行
き
た
い
。」
 

と
年
頭
の
辞
を
述
べ
、
原
田
一

実
県
議
ら
八
名
の
各
界
代
表
が
 

創
意
工
夫
と
効
率

の
よ
い
 

行
財

政

を
グ
 



正
月
恒
例
の
出
初
式
に
 

二
百
五
十
人
 

正
月
恒
例
の
消
防
団
出
初
式

が
三
日
午
前
九
時
か
ら
幼
年
防

火
ク
ラ
ブ
や
婦
人
防
火
ク
ラ
プ

な
ど
約
ニ
百
五
十
人
が
出
席
し

て
行
わ
れ
ま
し
た
。
 

寒
風
を
つ
い
て
行
わ
れ
た
今

年
の
式
は
、
放
水
演
習
の
あ
と

幼
年
防
火
ク
ラ
ブ
を
先
頭
に
役

場
前
か
ら
消
防
署
ま
で
古
川
町

長
の
観
閲
で
六
分
団
が
分
列
行

進
。
横
な
ぐ
り
の
冷
い
西
風
が

吹
く
中
で
一
糸
乱
れ
ぬ
勇
姿
を

披
露
し
ま
し
た
。
 

消
防
署
前
に
整
列
し
た
約
．
一

百
五
十
人
の
団
員
は
、
服
装
点

検
や
機
械
器
具
点
検
を
行
っ
た

あ
と
、
レ
ン
ジ
ャ
ー
に
よ
る
人

命
救
助
と
嘉
瀬
婦
人
防
火
ク
ラ

プ
に
よ
る
消
火
器
を
使
っ
て
の

火
災
防
ぎ
ょ
訓
練
も
行
わ
れ
、
 

迅
速
な
訓
練
活
動
に
注
目
を
集

め
て
い
ま
し
た
。
 

火
の
取
扱
い
が
多
い
こ
の
時

期
、
町
内
に
お
け
る
火
災
原
因

の
ト
ッ
プ
は
た
ば
こ
火
の
不
始

末
で
昨
年
一
年
間
で
ボ
ヤ
な
ど

を
含
め
二
十
四
件
の
火
災
が
発

生
し
、
被
害
金
額
は
約

一
億
一
一

百
万
円
に
上
っ
て
い
ま
す
。
 
 

約

】
時
間
余
に
わ
た
っ
て
新
年

の
抱
負
を
述
べ
合
い
ま
し
た
。
 

こ
の
あ
と
、
祝
宴
に
入
り
参

加
者
同
士
新
年
の
あ
い
さ
つ
を

交
わ
し
て
い
ま
し
た
。
 

抱
負
を
述
べ
た
代
表
は
次
の
と

お
り
で
す
。
 

県
議
会
議
員
 

原
田
 
一
実

県
経
済
災
ム
長
 
中

谷
藤
太
郎

金
木
営
林
署
長
 
鈴
木
 
三
男

金
木
腎
察
署
長
 
三
浦
 
武
徳

金
木
町
金
融団
代
表
今
 
紀

元

金
木
町
教
育
界代
表
浅
木
 
全

一

金
木
町
商
工
会長
 
角
田
 
良
逸

金
木
町
社
協
会
長
 
花
田
 

一
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金
木
町
議
会
議
長
 

野
宮
 
雄
造
 

昭
和
六
十
一
年
の
年
頭
に
あ

た
り
、
町
議
会
を
代
表
し
、
謹

ん
で
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
を
中

し
上
げ
る
と
共
に
、
昨
年
中
は

議
会
運
営
と
町
政
発
展
の
た
め

ご
支
援
、
ご
協
力
を
賜
わ
り
、
 

厚
く
お
礼
中
し
上
げ
る
次
第
で

ご
ざ
い
ま
す
。
 

五
十
九
年
に
引
続
き
、
昨
年

も
好
天
に
恵
ま
れ
、
作
況
指
数

一
〇
五
と
い
う
稲
作
と
な
り
、
 

農
家
の
方
々
は
、
ホ
ッ
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
と
推
察
致
し
ま
す
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
昭
和
四
十
八

年
後
期
に
起
っ
た
オ
イ
ル
シ
ョ

ッ
ク
を
始
め
、
長
年
続
い
た
冷
 
 夏

、
冷
害
に
よ
る
不
作
等
が
重

な
っ
て
発
生
し
た
慢
性
的
不
況

か
ら
、
な
か
な
か
脱
脚
出
来
ず

町
内
外
を
問
わ
ず
、
中
小
企
業

の
到
産
が
続
出
し
、
そ
し
て
、
 

さ
て
、
昨
年
行
な
わ
れ
た
我

が
金
木
町
の
主
な
る
事
業
を
列

挙
し
ま
す
と
何
と
い
っ
て
も
悲

願
の
金
木
中
学
校
新
築
工
事
で

あ
り
ま
す
が
現
在
第
二
期
工
事

が
行
な
わ
れ
、
目
ド
順
調
に
進

沙
中
で
本
年
六
1
1頃
に
は
、
真

新
し
い
校
舎
を
使
用
し
て
生
徒

達
が
勉
強
出
来
る
の
で
は
な
い
 
 

そ
れ
に
よ
る
．
家
離
散
等
の
悲

し
い
出
来
事
が
相
次
ぎ
、
暗
い

世
相
を
反
映
し
て
お
り
ま
す
が

一
日
も
早
い
景
気
の
回
復
を
待

ち
望
む
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 朋 

か
と
思
わ
れ
ま
す
。
 

又
、
老
朽
化
に
伴
な
い
、
町
単

独
で
購
入
し
た
福
祉
バ
ス
は
、
 

お
年
寄
り
や
町
民
に
大
変
喜
こ

ば
れ
、
フ
ル
に
利
用
さ
れ
て
お

り
、
更
に
中
央
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー
の
浴
室
増
築
工
事
が
行
な

わ
れ
た
結
果
、
従
来
狭
く
て
不

便
を
感
じ
て
い
た
、
洗
い
場
が
 
 広

く
な
り
、
こ
れ
ま
で
利
用
さ

れ
る
方
々
か
ら
喜
こ
ば
れ
て
お

り
ま
す
。
 

そ
の
他
林
道
整
備
、
公
有
林
整

備
、
町
道
整
備
、
公
営
住
宅
建

設
、
金
木
南
中
学
校
改
修
等
、
 

各
種
事
業
が
行
な
わ
れ
、
完
成

成
い
は
継
続
事
業
と
し
て
進
抄

し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
 

一
方
、
今
後
の
事
業
と
し
て
は

毎
年
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
と

こ
ろ
の
肝
風
山
内
真
部
線
、
神

田
橋
架
替
、
小
田
川
改
修
、
そ

れ
に
、
今

一
番
望
ま
れ
て
い
る

出
稼
ぎ
解
消
の
た
め
の
企
業
誘

致
と
、
そ
れ
こ
そ
重
嬰
課
題
が
 
 残

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
 

昨
年
は
町
村
合
併
三
十
周
年
と

い
う
輝
や
か
し
い
節
目
を
迎
え

ま
し
た
が
、
更
に
金
木
町
の
無

限
の
繁
栄
に
向
っ
て
道
進
す
る

た
め
、
議
決
機
関
た
る
我
々
町

議
会
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
本

年
も
終
始
公
正
に
町
民
の
信
託

に
応
え
、
町
政
の
諸
問
題
を
慎

重
に
審
議
し
、
町
民
各
位
の
期

待
に
反
か
な
い
よ
う
努
力
す
る

決
意
で
あ
り
ま
す
の
で
、
町
民

の
皆
さ
ま
の
暖
か
い
ご
指
導
、
 

ご
鞭
健
を
心
か
ら
、
お
願
い
申

し
上
げ
ま
し
て
、
新
年
の
ご
挨

拶
と
い
た
し
ま
す
。
 

棚
無
限
鴛
田

鵬

帥
・
 



町
で
は
、
高
度
で
多
様
化
す

る
行
政
需
要
の
中
で
、
こ
れ
ま

で
の
行
政
組
織
や
制
度
、
施
策

の
見
直
し
を
図
り
、
よ
り
効
率

の
良

い
行
財
政
を
進
め
る
た
め
、
 

こ
の
ほ
ど

「行
政
改
革
大
綱
」
 

を
ま
と
め
ま
し
た
。
 

行
政
改
革
は
、
国
、
地
方
自

治
体
が
直
面
し
て
い
る
行
財
政

の
硬
直
化
か
ら
脱
却
し
、
限
ら

れ
た
財
源
と
人
員
で
住
民
の
福

祉
向
上
と
快
適
な
環
境
づ
く
り

を
推
進
す
る
も
の
で
、
全
国
の

自
治
体
が
策
定
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
 

「
金
木
町
行
政
改
革
大
綱
」
 

は
、
古
川
竹
夫
町
長
を
本
部
長

と
す
る
、
行
政
改
革
推
進
本
部
 

を
庁
内
管
理
職
で
去
年
四
月
に

組
織
し
、
広
く
住
民
の
意
見
を

反
映
さ
せ
る
た
め
、
町
内
主
要

団
体
や
学
識
経
験
者
ら
十
人
を

集
っ
た
行
政
改
革
懇
談
会

（角

田
良
逸
会
長
）
に
諮
間
を
図
り

ま
し
た
。
 

行
政
改
革
懇
談
会
は
、
こ
れ

ま
で
の
状
況
を
踏
ま
え
、
四
回

に
わ
た
っ
て
検
討
を
重
ね
、
改

革
す
べ
き
こ
と
を
さ
る
十

】
月

二
十
八
日
に
答
申
。
推
進
本
部

で
は
こ
れ
を
受
け
て
大
綱
を
策

定
し
ま
し
た
。
 

今
後
、
六
十
二
年
度
ま
で
の

三
カ
年
で
実
施
さ
れ
ま
す
の
で

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
致
し
ま
す
。
 

60年 4月から導入されたワードプロセッサー 

事
務
事
業
の
 

見
直
し
 

午
美
施
事
業

の
巌
選
 

補
助
事
業
、
単
独
事
業
を
間

わ
ず
、
緊
急
性
、
事
業
効
果
等

を
従
来
以
上

に
厳
し
く
吟
味
し
、
 

財
源
の
確
保
に

つ
い
て
も
、
補

助
基
準
、
補
助
率
、
地
方
債
充

当
率
を
的
確
に
把
握
し
、

多
額
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汰副臼と良 
3カ年で実施 
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昭和60年11月28日 

金木町長 古川 竹夫殿 

金木町行政改革懇談会

会長 角田 良逸 

行政改革に対する意見書 

現在、 「行政改革」の実施が、国、地方を間

わず最も主要な課題であることは論をまたない。 

これは、これまで通り惰性的に漫然と行政を遂

行していたのでは、財政的にも破綻を来たし、 

経済の低成長、高令化、高度情報化社会といわ

れる現代において、絶えず進展する時代に即応

した行政の対応が出来なくなるという認議によ

るものと思う。 

言うまでもなく、行政の究極の目的は地域住

民の福祉の向上にある。従って、 「行政改革」 

の真の目的は、事務事業の見直し、給与、定員

管理の適正化、施設・業務の民間委託等一連の

行政改革を実施し、合理化節減出来るものは最

大限合理化節減に努め、これによる財源を、真

に必要な事務事業にふり向け、活力ある地域社

会を実現することにある0 

そのためには、行政に携わる一人一人が行政

改革を自らのものとしてとらえ、絶えず創意と

工夫を重ね、地域住民の信頼と期待に応えなけ

ればならない。 

町当局並びに職員に対しては、持に地方自治

法及び地方公務員法の本旨を体し職務に精励さ

れるよう要望する。 

具
体
的
方
針
及
び
 

当
面
の
措
置
事
項
 

の
超
過
負
担
が
生
じ
な
い
よ
う

留
意
す
る
。
 

②
補
助
金
等
に
つ
い
て
 

各
種
団
体
等

に
対
す
る
補
助

金
、
負
担
金
に
つ
い
て
は
こ
れ

ま
で
も
抑
制
に
努
力
し

て
来
た

と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
引
き
続
き

こ
の
方
針
を
堅
持
し
、
目
的
、
 

内
容
、
効
果
等
を
充
分
検
討
し

漫
然
と
支
出
す
る
こ
と
の
な
い

よ
う
に
す
る
。
 

③
使
用
料
、
手
数
料
に

つ
い
て

受
益
者
負
担
の
原
則
及
び
公

平
確
保

の
観
点
か
ら
、
定
期
的

な
見
直
し
を
行
な
い
、
実
態
に

そ
ぐ
わ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は

長
期
間
放
置
す
る
こ
と
の
な
い

よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
引
き

上
げ
に
際
し
て
は
、
極
端
な
引

き
上
げ
と
な
ら
な
い
よ
う
留
意

す
る
も
の
と
す
る
。
 

④
施
設
の
有
効
利
用
に
つ
い
て

施
設
に

つ
い
て
は
利
用
率
の

向
上
を
図
る
と
と
も
に
サ
ー
ビ

ス
の
改
善
、
受
入
れ
体
制
の
整

備
に
努
め
る
。
 

ま
た
、
耐
用
年
数
も
過
ぎ
老

朽
化
も
進
ん
で
い
る
町
営
住
宅

団
地
に

つ
い
て
は
払
い
下
げ
を
 



一
、
 金
木
町

の
行
財
政
を

取
り
ま
く
環
境
は
年
ご
と
に
厳
し
さ
を
加
え

て
い
る
一
方

で
、
行
政
需
要
は

量
的
に
も
質

的
に
も
、

増
大
変
化
多

様
化

の
傾
向
を
歩

ん
で
い

る
。
 

こ
う
い
う
厳
し

い
状
況
に
的
確

に
対
応
し
、

新
規
政
策

の
展
開
と
地
域
社
会

の
活
性

化
及
び

住
民
福
祉

の
増
進
を
図

り
、
「
ひ
ば
の
香
り
高
い
太
宰
の
ふ
る
さ

と
金
木
」
を

建
設
す
る
た
め
、

行
政
改
革
を

推
進
す
る
。
 

」
、
 行
政
改
革

の
推
進
に
当

た
っ
て
は
、
「
金
木
町
行
政
改
革
懇
談
会

」
 
の
提
言を
尊

重
し
、

町
議
会
と

連
携
し

つ
つ
、
全
庁
が
．

体
と
な
っ

て
取
り
組
む

と
と
も
に
、

町

民
を
は
じ

め
関
係
各

方
面
の
理
解
と

協
力
が

得
ら
れ

る
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。
 

軍 
金木町 

⑤ 金木だより 

(
 

(
 

促
進
し
、
教
員
住
宅
の
利
用
に

つ
い
て
も
改
善
を
図
る
。
 

組
織
機
構
の
 

合
理
化
 

複
雑
多
岐
に
わ
た
る
行
政
需

用
に
的
確
に
対
応
畠
来
る
よ
う

組
織
、
機
構
に
つ
い
て
は
絶
え

ず
検
討
を
行
な

い
、
有
機
的
で

合
理
的
な
組
織
、
機
構
の
維
持

に
努
め
る
。
 

給
与
の
 

適
正
化
 

持
殊
勤
務
手
当
の
う
ち
、
時
 
 代

の
変
遷
、
社
会
情
勢
の
変
化

に
伴
い
、
そ
の
存
在
意
義
の
薄

れ
た
も
の
、
ま
た
、
そ
の
特
殊

性
に
変
化
が
見
ら
れ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
検
討
の
う
え
適
正

化
を
図
る
も
の
と
す
る
。
 

当
面
、
昭
和
六
ト

ー
年
度
か

ら
伝
染
病
防
疫
作
業
従
事
職
員

と
安
全
運
転
管
理
者
の
特
殊
勤

務
手
当
を
廃
止
す
る
。
 

定
員
管
理
の
 

適
正
化
 

人
件
費
の
増
嵩
が
財
政
硬
直

化
の
最
大
要
因
で
あ
る
こ
と
を

考
え
、
定
員
管
理
の
適
正
化
は
 
 

持
に
留
意
す
る
。
 

施
設
の
管
理
業
務
等
の
委
託

化
を
推
進
し
、
職
員
の
削
減
に

努
め
、
当
面
昭
和
六
十
二
年
度

ま
で
に
三
パ

ー
セ
ン
ト
の
職
1
1
 

削
減
を
日
標
と
す
る
。
 

業
務
の
委
託
 

単
純
単
務
的
色
彩
の
濃
い
業

務
に
つ
い
て
は
、
行
政
責
任
及

び
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
に
留

意
し
、
退
職
者
の
動
向
も
見
な

が
ら
、
順
次
こ
れ
を
推
進
す
る
。
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事
務
改
善
等
 

迅
速
正
確
な
事
務
処
理
を
す

る
た
め
、
事
務
の
電
算
化
を
推

進
し
、
物
件
費
の
節
減
に
つ
い

て
は
従
米
以
L
に
配
慮
を
加
え

出
張
や
超
過
勤
務
に
つ
い
て
も

厳
し

い
財
政
状
況
に
適
わ
し
い

対
応
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

事
務
改
善
に
つ
い
て
は
、
能

率
的
、
経
済
的
事
務
処
理
の
た

め
職
員
の
削
意
L
夫
と
努
力
を

求
め
る
と
と
も
に
、
執
務
に
当

た
っ
て
は
、
特
に
地
方
公
務
員

法
及
び
地
方
白
治
法
の
本
旨
を

体
し
職
務
に
梢
励
し
、
住
民
の

信
頼
と
期
待
に
応
え
る
も
の
と

‘
る
。
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O
…
高
校
卒
業
と
同
時
に
隣
り

の
中
里
町
に
勤
め
て
い
ま
す
。
 

今
、
ち
ょ
う
ど
忙
が
し
く
て

朝
七
時
に
家
を
出
て
、
帰
り
も
 

七
時
頃
。
 だ
か
ら
休
み
の
日
は

部
屋
で
ゴ
ロ
ゴ
ロ
と
い
う
の
が

多
い
で
す
。
趣
味
は
特
に
あ
り

ま
せ
ん
が
暇
を
み
て
月
三
回
お

茶
と
お
花
を
習
っ
て
い
ま
す
。
 

何
ん
と
な
く
落
ち
着
き
ま
す
。
 

別
に
花
嫁
修
業
じ
ゃ
あ
り
ま

せ
ん
よ
（
ウ
フ
フ
フ
）
。
 

〇
…
結
婚
は
二
十
二
、
三
才
頃

か
な
あ
。
去
年
の
夏
成
人
式
を
 

,
!

!
 

終
え
た
け
ど
、
今
年
の
八
月
で

二
十
歳
で
す
。
そ
の
頃
ま
で
に

い
い
人
探
し
た
い
ん
だ
け
ど
…
。
 

O
…
好
き
な
男
性
の
タ
イ
プ
は
、
 

高
校
の
時
柔
道
部
の
マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
を
し
て
い
た
せ
い
か
、
し

っ
か
り
し
た
人
が
い
い
で
す
。
 

タ
レ
ン
ト
で
は
、
五
木
ひ
ろ

し
さ
ん
や
三
浦
友
和
さ
ん
が
大

好
き
で
す
。
 

嘉
瀬
上
古
町
 

鳴
 
海
 
秀
 
子
さ

ん
（1
9
歳
）
 

県青年の船体験記 

liii I III LIII 

夫
  

寿
  

リ
  

一
 

・
 

浅
  

倉
  

夢
と
希
望
を
乗
せ
た
青
森
県

青
年
の
船
が
十
月
二
十
二
日
、
 

華
や
か
な
プ
ラ
ス
バ
ン
ド
に
迎

え
ら
れ
釜
山
港
へ
入
港
し
た
。
 

十
月
の
釜
山
は
、
お
だ
や
か
な

犬
候
で
し
た
。
 

待
ち
に
待
っ
た
釜
山
ヒ
陸
の
第

一
歩
に
私
の
胸
中
は
夢
と
希
望

が
い
っ
ば
い
で
、
日
本
海
と
は

対
照
的
で
し
た
。
 

韓
国
第
一
日
目
、
記
念
行
事
と

し
て
国
連
軍
墓
地
で
献
花
式
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
 

今
は
休
戦
巾
と
は
い
い
な
が
ら

北
朝
鮮
と
の
緊
張
関
係
は
、
ま

だ
ま
だ
巌
し
い
も
の
が
あ
る
よ

う
に
感
じ
ま
し
た
。
 

韓
国
第
二
日
目
慶
州
、
大
小
一
一

十
個
あ
ま
り
の
古
墳
群
の
あ
る

古
墳
公
園
、
仏
岡
寺
な
ど
の
見
 
 学

。
規
模
の
大
き
さ
と
、
荘
巌

さ
と
韓
国
の
歴
史
の
重
さ
に
胸

が
う
た
れ
ま
し
た
。
  

韓
国
第
三
日
目
、
光
復
洞
釜
山

市
街
地
の
見
学
で
し
た
。
  

お
そ
る
お
そ
る
入
っ
た
喫
茶
店

し
か
し
、
コ
ー
ヒ
ー
は
お
い
し

く
気
持
ち
が
お
ち
つ
き
ま
し
た
。
  

ち
な
み
に
コ
ー
ヒ
ー
ー
杯
五
百

ウ
ォ
ン
、
日
本
円
で
百
二
十
五

円
で
し
た
。
  

十
月
二
十
八
日
、
船
は
フ
ィ
リ

ピ
ン

（
マ
ニ
ラ）
に
入
港
し
た
。
  

三
十
度
を
こ
す
猛
暑
に
い
ま
ま

で
の
疲
れ
が
、
い
っ
き
に
き
た

よ
う
な
感
じ
で
し
た
。
  

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
も
い
ろ
い
ろ
見

学
し
ま
し
た
が
、
中
で
も
サ
ン
  

チ
ャ
ゴ
要
塞
と
聖
ア
グ
ス
チ
ン

教
会
は
印
象
深
か
っ
た
。
 

サ
ン
チ
ャ
ゴ
要
塞
は
、
第
二
次

世
界
大
戦
ま
で
に
五
千
人
の
日

本
人
が
死
亡
し
、
朝
昼
晩
と
三

日
間
大
砲
を
打
ち
続
け
ら
れ
壁

に
は
砲
弾
の
跡
が
生
々
し
く
残

っ
て
い
ま
し
た
。
 

型
ア
グ
ス
チ
ン
教
会
は
、
フ
ィ
 

今
年
大
厄
を
迎
え
た
男
女
が

さ
る

一
月
七
日
、
中
央
公
民
館

で
“
合
同
厄
払
い
ー
を
行
い
、
 

一
年
間
の
降
り
か
か
る
厄
難
を

抜
い
落
し
ま
し
た
。
 

厄
年
は
、
男

一
一
十五
歳
・
四

十
二
歳
・
六
十

歳
で
、
女
が
十

九
歳
と
三
十
三

歳
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、人
の
一

生
の
う
ち
で
厄

に
逢
う
恐
れ
が

最
も
多
い
と
さ

れ
る
男
四
十
一
一

歳
、
女
三
十

11
1
 

歳
を
大
厄
と
称

し
、
数
え
年
で

昔
か
ら
厄
払
い
 
 の

儀
式
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
 

金
木
町
で
は
、
新
生
活
運
動

の
一
環
と
し
て
十
五
年
程
前
か

ら
合
同
で
厄
払
い
を
実
施
し
て

お
り
、
今
年
は
、
終
戦
の
年
の

昭
和
二
十
年
生
ま
れ
の
男
性
と

昭
和
二
十
九
年
生
ま
れ
の
女
性

が
対
象
と
な
り
合
わ
せ
て
六
十

八
人
が
参
加
し
ま
し
た
。
 

式
は
、
お
抜
い
を
受
け
た
あ

と

一
人
一
人
の
名
前
が
織
り
折

ま
れ
た
祝
詞
を
神
主
が
祭
壇
に

奏
上
、
男
女
の
各
代
表
が
王
串

を
奉
典
し
、
お
ご
そ
か
に
厄
難

を
抜
い
落
し
て
い
ま
し
た
。
 

こ
の
あ
と
、
祝
宴
に
移
り
、
 

席
上
古
川
町
長
が
「
働
き
盛
り

の
年
令
と
な
り
健
康
勤
労
が
最

も
重
要
視
さ
れ
ま
す
。
定
期
的

な
健
康
診
査
を
受
け
て
病
魔
を
 
 寄

せ
付
け
ず
、
今
後
の
各
界
で

の
活
踊
を
お
祈
り
し
ま
す
。
」
と
 
 無

事
除
厄
し
た
大
厄
者
た
ち
を

激
励
し
ま
し
た
。
 

大厄を迎え 

合I司で厄書ムし、 

(
 

(
 



教
育
施
設
の
管
理
 

社
会
教
育
団
体
の
有
成
・

援
助
 

”ー

y
 

六
、
公
民
館
で
行
な
う
各
種
の
 

tに
」
に
、
 

学
級
、
講
座
 

A」
 

七
、
暦
史
民
俗
資
料
館
の
運
営
 

一
難
難

「
設
 

育
 

運
営
・
ス
ポ
ー
ッ
教
室
開
設
 

!
，
 

九
、
野
外
施
設
の
活
用
促
進
 

郎
 
十
、

桜
桃
忌
や
文
化
講
演
会

・
 

●

‘
◆
●
‘
◆
●
‘
●
●
●
．
主
 

一
刀
九
日
困
朝
六
時
頃
、
嘉

瀬
住
民
よ
り
除
雪
の
件
で
電
話

あ
り
起
床
。
軽
い
朝
食
を
取
り

な
が
ら
新
聞
に
目
を
通
す
。
相

変
ら
ず
世
相
を
反
映
し
た
暗
い

ニ
ュ
ー
ス
が
や
た
ら
目
に
つ
く
。
 

登
庁
仕
度
中
家
族
身
上
相
談
の

件
で
喜
良
市
住
民
来
宅
。
午
前

八
時
五
十
分
I
登
庁
、
早
朝
の

除
雪
の
件
を
建
設
課
へ
指
示
。
 

午
前
九
時
ー
安
協
土
岐
会
長
他

七
名
米
庁
し
安
協
運
動
に
つ
い

て
打
合
せ
。
午
前
九
時
四
十
分

廿
津
軽
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
社
長
、
 

工
場
長
新
年
の
挨
拶
を
兼
ね
て
 

来
庁
、
こ
の
四
月
喜
良
市
へ
立

地
す
る
工
場
建
設
は
進
捗
状
況

も
順
闘
、
先
づ
は

一
安
心
、
 一

服
の
お
茶
を
飲
む
う
ち
に
も
農

委
山
巾
会
長
等
三
名
来
室
、
出

稼
ぎ
者
の
状
況
及
び
慰
問
計
画
 

打

】
三
に

コ
J
「Jし
 

日
 
f
'
L
【
三
。
 

に
つ
い
て
の
打
合
せ
、
要
点
を

メ
モ
す
る
。
午
前
十

】
時
I
よ

う
や
く
各
課
長
と
打
合
せ
、
起

案
文
書
の
説
明
を
受
け
な
が
ら

二
、

．
二細
部
を
指
示
の
う
え
決

裁
、
そ
の
後
も
町
議
、
町
民
の

来
訪
あ
り
。
軽
い
昼
食
を
取
り
 

な
が
ら

一
時
ま
で
休
息
、
午
後
 

】
時
三
十
分
I
自
治
労
中
谷
委

員
長
米
庁
、
同
氏
は
川
倉
出
身

だ
け
に
気
心
の
知
り
つ
く
し
た

間
柄
、町
職
組
幹
部
、
町
総
務
課

長
を
含
め
た
話
合
い
も
和
気
あ

い
合
い
のう
ち
に
終
f
、午
後
三

時
I
町
農
林
商
工
常
任
委
貝
一

行
と
県
農
林
部
関
係
課
へ
陳
情
、
 

三
類
米
格
h
の
お
礼
、
限
度
数

量
の
増
、
水
田
対
策
施
設
設
置

等
実
現
を
原
川
県
議
と
も
ど
も

陳
情
。
午
後
L
時
過
ぎ
帰
宅
。
 

今
日
も
多
忙
に
．
H
を
過
ご

す
。
午
後
九
時
I
就
寝
。
 

や、Iまのし＝と 
望ましい教育環境の醸成に努める 教育委員会 

⑦ 金木だより 

町
内
の
学
校
 
の
施
設
を

整
備
す
る
だ
け
で
な

に
は
、
小
中
学
 
く
、

教
材
や
教
共
を
設
備
し
、
 

生
が

一
八
O
〇
 
先

生
が
授
業
を
効
果
的
に
で
き

名
余
り
在
学
し
 

る
よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
。
 

て
い
ま
す
。
 

ま
た
、
学
校
教
育
と
は
別
に

教
育
委
員
会
 
社
会

教
育
を
充
実
す
る
こ
と
も

で
は
、
児
童
生
 
今

日
の
社
会
生
活
上
重
要
と
な

徒
の
学
校
生
活
 
っ

て
い
ま
す
が
、
教
育
委
員
会

に
お
け
る
勉
強
 
で
は

心
身
と
も
に
健
康
で
情
操

や
ス
ポ
ー
ツ
が
、
 豊
か
な
青
少
年
の
育
成
に
努
め
 

は
多
額
の
予
算
 
主
な
事
務
は

次
の
と
お
り
で
 
転

川
 

を
か
け
校
舎
ゃ
 
す
。
 

一
一
、児
童
生
徒
の
保
健

・
安
全
 
 
管
理
職
の
プ

ロ
ユ
ィ
ー
ル
 

昭
和
昭
年

2
刀
1
1ロ
生
 

友
と
飲
む
酒
は
格
別
 

。
 

映
画
も
好
き
で
た
ま
ら
な
い
。
 

私
の

一
言
 

ふ
れ
あ
い
の
地
域
づ
く
り
を

広
め
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
学

校
、
P
T
A
、
地
域
と
も
っ
と

連
携
が
必
要
だ
が
 
努

力

不
足
を
反
省
し
て
い
る
。
 

教
育
の
こ
と
で
相
談
に
応
ず

る
た
め
、
教
育
相
談
所
を
開
設

し
て
い
る
。
教
育
委
1
1、
教
育

長
、
職
1
1が
親
切
に
応
対
し
ま

す
。
ど
ん
な
こ
と
で
も
お
気
軽

に
、
ど
う
ぞ

（電
話
も
可
）
 

リ
ピ
ン
散
古
の
石
造
教
会
で
す
。
 

戦
火
や
災
害
か
ら
奇
跡
的
に
残

り
え
た
観
る
た
め
の
建
物
と
い

う
よ
り
、
残
さ
れ
て
い
る
建
物

と
い
う
雰
囲
気
が
す
ば
ら
し
か

っ
た
。
 

そ
の
他
、
船
内
研
修
で
は
北
村

知
事
の
講
話
が
あ
り
ま
し
た
。
 

そ
の
話
し
の
中
に
「
こ
れ
か
ら

の
青
森
県
を
担
っ
て
い
く
の
は
、
 

青
年
た
ち
で
あ
っ
て
私
し
た
ち

は
あ
く
ま
で
も
、
手
助
け
す
る

に
す
ぎ
な
い
。」
こ
の
言
葉
に
私

は
、
資
任
感
と
い
う
こ
と
を
つ
 

く
づ
く
感
じ
ま
し
た
。
 

ま
た
船
内
で
は
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
、
 

フ
ォ
ー
ラ
ム
な
ど
自
分
の
意
見

を
積
極
的
に
山
せ
る
場
面
も
あ

り
、
団
員
と
の
親
睦
を
深
め
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
 

今
後
、
こ
の
青
年
の
船
を
き
っ

か
け
に
地
域
の
た
め
ま
た
、
金

木
町
の
発
展
の
た
め
に
が
ん
ば

り
ま
す
。
 

最
後
に
こ
の
研
修
参
加
に
あ
た

り
、
関
係
各
位
、
職
場
の
み
な

さ
ま
に
は
た
い
へ
ん
お
せ
わ
に

な
り
ま
し
た
。
 

碑
穀
猫
ー穀
い
響
感
鯵
 
退
舞
 
、
「

略粂
ー
美会開
催
 

努
め
て
い
ま
す
。
 
ッ
の
振
興
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
・
ン
 
・
 

主
、
文
化
活
動
の
促
進
と
文
化

そ
の
た
め
に
 
ョ

ン
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。
 

財
の
保
護
 

ど

フ
ン
ド
な
ど
 
．

、
児
童
生
徒
の
入
学
、
転
入
 
：
；
 教
職
貝
の
福
利
・
厚
生
 
教
育

次
長
 
今
 
義
孝
助
 



三桂成、同銀、 1 三馬、同玉、 2 五桂、 2 二玉、 3 三角成まで 7 手詰め。 2
 

●詰将棋正解 

12月31日現在 前”洞月比

人 El 14,162人 一148 

男 6,818人 一67 

女 7,344人 -81 

世帯数 3,900世帯 -3 

人

口
と
世
世
市
 

正
 

浩
 

光

一

美
樹

悦
雄

保
仁
 

嘉
 
瀬
 

嘉
 
瀬
 

喜
良
市
 

金 嘉金

木 瀬 木 

伊
藤
 
く
に
 

山
中
 
さ
た
 

其
田
 
ヤ
ナ
 

沢
田
 
興 
竹三 

"m川II川川町金木だより ⑧ 

金
木
病
院
カ
ル
テ
④
 

「
休
肝

日
」
 

詰将棋 

持
駒
 
桂
 

一
 ！
一
三
 四
 
五
六
 
七
 八
 
九
 

生
 

出
題
 

ハ
段
 
北
村

昌
男
 

●

ヒ
ン
ト
i
好
所
に
桂
打
ち
。
 

8
分
で
3
級
、
 

3
分
で
有
段
者
。
 

お
酒
は
「
百
薬
の
長
」
な
ど

と
言
わ
れ
、
そ
の
適
量
は
私
達

の
精
神
・
肉
体
に
適
度
の
安
息

を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
「
気
違
い
水
」
と
も
言

わ
れ
る
よ
う
に
時
に
は
人
を
破

滅
に
追
い
込
む
こ
と
さ
え
あ
る
。
 

そ
こ
で
酒
に
よ
る
種
々
の
病
気

に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
 

①
ァ
ル
コ
ー
ル
中
毒
病
】
家
族

の
制
止
も
き
か
ず
に
四
六
時
中

飲
ん
で
い
る
状
態
で
、
幻
視

・

幻
聴

・
独
り
言
な
ど
の
症
状
が

あ
り
、
ひ
ど
い
も
の
は
精
神
科

的
治
療
（
嫌
酒
薬
治
療
な
ど
）
 

が
必
要
で
あ
る
。
 

②
胃

・
十
二
指
腸
潰
務

ー
ァ
ル

コ
ー
ル
に
よ
る
直
接
の
障
害
で
、
 

飲
酒
の
た
び
に
腹
痛
・
吐
気
の

あ
る
人
は
胃
薬
に
頼
り
過
ぎ
ず
、
 

一
度
精
密
検
査
を
受
け
る
必
要

が
あ
り
、
こ
じ
ら
せ
る
と
手
術

の
対
象
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
 

③
慢
性
勝
炎

】
飲
酒
に
よ
り
騨

臓
の
細
胞
が
破
壊
さ
れ
る
た
め

に
な
る
病
態
で
、
腹
痛
・
背
部

痛
・
体
重
減
少

・
下
痢
な
ど
が
 

叫
外
科

唐
牛
 
忍
 

み
ら
れ
る
。
糖
尿
病
合
併
も
あ

り
、
結
石
や
腫
撤
な
ど
の
た
め

手
術
が
必
要
な
こ
と
も
あ
る
。
 

④
肝
硬
変

】
ア
ル
コ
ー
ル
の
最

終
分
解
臓
器
は
肝
臓
で
あ
り
、
 

長
期
の
飲
酒
は
肝
に
脂
肪
が
た

ま
り
（
脂
肪
肝
）
、遂
に
は
肝
細

胞
が
破
壊
さ
れ
肝
硬
変
に
到
る
。
 

日
本
酒
毎
日
3
合
で
1
0、
1
5年
、
 

2
合
で
1
5、
2
0年
で
こ
の
状
態
 
 に

な
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
 

顔
や
胸
に
ク
モ
状
斑
点
が
出
来

た
り
、
痔
の
症
状
が
出
て
き
た

ら
要
注
意
ノ
さ
ら
に
突
然
食
道

静
脈
痛
の
破
裂
で
大
吐
血
を
招

き
、
そ
の
5
0％
は
死
亡
す
る
。
 

癌
の
合
併
も
あ
る
。
 

こ
の
他
飲
酒
に
よ
る
病
気
は

種
々
あ
る
が
、
要
は
飲
み
過
ぎ

を
避
け
、
蛋
白
質
（
魚
・
肉

・

豆
類
）
を
十
分
と
り
、
楽
し
く

飲
む
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
自

分
の
体
の
た
め
、
い
や
大
切
な

家
族
の
た
め
に
も
毎
日
の
飲
酒

は
控
え
、
週
2
日
程
度
の
 
「休

肝
日
」
を
設
け
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 

＋
ニ

月
届
出
 

お
め
で
と
う
 

橋
爪
 

売

山
巾
 
佑
悟

阿
部
 
幸
子

土
岐
 
慎
吾

工
藤
 
雅
也

古
川
亜
友
美
 

お
し
あ
わ
せ
に
 

轟
難

延
応
謂
 

（仙
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一
難
麟「
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倉
 

応
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露
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お

く
や
み
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9）
中
柏
木
 

（部
）
川
 
倉
 

(7
8）
金
 
木
 

つ
】
 

《
‘》
 

4
 

に
》
 

 

と 

 

馬 

 

歩 

  

垂 

 

角 

 

 

票 

 

  

爵 

  

IE 


