
の

他
公
共
団
体
税
の

制
限
を
設
け
、

さ
し
せ
ま
っ

た
事
業
以
外
の

も
の

は
、

す
べ

て

繰
り
延
べ

か
中
止
す
る
よ
う
指
示
し
て
い

た
。

そ
の

内
容
を
た

ど
っ

て

み
る
と
、

地
方
税
の

賦
課
制
限
法
施
行
の

さ
い

の

内
容
は
、

府
県
税
に
つ

い

て

は
、

地
租
割
は
、

地
租
十
〜
五
以
内
、

戸
数
割
営
業
税
そ
の

他
の

諸
税
の

す
え
お
き
、

市
町
村
そ
の

他
公
共
団
体
税
の

制
限
に
か
ん
し
て

は
、

地
価
割
は
地
租
十
〜
三
以
内
、

反
別
割
は
一

反
歩
に
つ

き
四
十
銭

以
内
、

土
地
に

た
い

す
る
課
税
は
そ
れ
ぞ
れ
の

公
共
団
体
と
も
一

種
に
か
ぎ
り
従
来
の

よ
う
な
地
価
割
と
反
別
割
も
し
く
は
坪
割
を
合
わ
せ
る
よ
う

な
併
課
を
認
め
な
い

こ

と
な
ど
と
な
っ

て
い

る
。

た
し
か
に
、

「
国
富
〓
養
」
は
た
い
へ

ん
な
問
題
と
な
っ

て
い

て
、

そ
の

た
め

に
、

農
事
改
良
に
つ

い

て

は
米
麦
の

需
要
が
増
加
す
る
の

で

増
収

を
は
か
る
う
え
で
、

害
虫
の

予
防
駆
除
を
徹
底
す
る
こ

と
、

緑
肥
と
推
肥
の

製
造
の

増
加
改
良
を
は
か
る
こ

と
を
こ

と
の

ほ
か
力
説
し
、

商
業
に
か

ん
し
て

は
、

開
戦
に
と
も
な
い

貿
易
に

支
障
を
き
た
し
商
取
引
き
が
沈
滞
し
て
、

「
他
国
ノ

為
メ
ニ

市
場
ヲ

蚕
食
セ

ラ
レ

顧
客
ヲ

失
フ

」
こ

と
に

な

る
と
み
て
、

産
業
の

発
達
と
顧
客
の

維
持
、

商
権
の

拡
張
を
は
か
る
た
め
に
、

町
村
長
が
率
先
し
て

産
業
家
を
督
励
す
る
よ
う
強
調
し
て
い

た
。

ま

た
、

漁
業
に
つ

い

て

は
、

と
り
わ
け
、

大
島
を
は
じ
め
伊
豆
七
島
付
近
の

遠
洋
漁
業
を
奨
励
し
て

い

る
。

そ
し
て
、

い

ず
れ
の

産
業
部
門
に

お
い

て

も
、

労
働
力
の

不
足
を
き
た
す
の

で
、

戦
場
に

動
員
さ
れ
な
い

者
は
、

「
平
日
ニ

倍
ス

ル

ノ

勤
勉
」
を
も
っ

て

産
業
に

従
事
す
る
こ

と
を
う
な
が

し
て
い

た
（
大
磯
町
役
場
『
日
露
事
変
書
類
』）。

軍
事
資
金
確
保

を
目
指
し
て

こ

の

間
、

政
府
は
戦
争
資
金
を
確
保
す
る
た
め
の

算
段
を
い

ろ
い

ろ
講
じ
よ
う
と
し
た
。

そ
の
一

つ

が
、

戦
時
勤
倹
貯
蓄
組
合

標
準
で

あ
る
。

こ
の

組
合
設
置
の

雛
形
は
、

市
町
村
単
位
で
、

市
町
村
長
の

指
揮
監
督
を
受
け
（
第
九
条
）、
組
合
員
が
「
日
露

戦
役
中
各
自
勤
倹
ヲ

励
行
シ

毎
日
一

銭
以
上
ヲ

貯
蓄
ス

ル

」
と
い

う
義
務
を
課
し
（
第
三
条

）、
そ
の

目
的
を
達
す
る
た
め
に
、

常
日
ご
ろ
の

労
働
時

間
の

ほ
か
に

毎
日
一

時
間
以
上
の

労
働
に

従
事
し
、

そ
こ

か
ら
え
た
所
得
な
ど
を
貯
蓄
に

ま
わ
す
こ

と
を
と
り
き
め
た
も
の

で

あ
る
（
第
四
条
）。
こ

の

戦
時
勤
倹
貯
蓄
を
組
織
立
て

す
る
試
み
が
、

い

わ
ば
軍
事
体
制
の

底
辺
を
固
め
る
意
味
合
い

を
も
つ

と
す
れ
ば
、

さ
ら
に
軍
資
献
納
と
国
庫
債
券
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の

応
募
は
、

県
民
の

国
家
へ

の

直
接
的
な
協
力
の

道
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

軍
資
献
納
に

関
し
て

は
、

希
望
者
は
、

公
文
書
を
み
て

も
開
戦
前
後
か
ら
続
出
し
て
い

た
模
様
で

あ
る
が
、

間
も
な
く
軍
資
献
納
の

手
続
き
が
決

ま
り
一

定
の

書
式
を
も
っ

て

行
政
機
関
で

あ
つ

か
う
こ

と
に

な
っ

た
。

ま
た
、

国
庫
債
券
応
募
の

勧
誘
に

関
し
て

も
、

そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
の

町
村
長

の

会
合
の

席
上
で

検
討
を
進
め
て
い

た
よ
う
で

あ
る
が
、

一

九
〇
四
年
二
月
の

半
ば
過
ぎ
に

は
、

国
庫
債
券
応
募
者
見
込
額
調
べ

を
町
村
単
位
で

調

べ

る
よ
う
通
達
を
だ
し
て
い

た
ら
し
い
。

国
庫
債
券
応
募
の

手
続
き
に
つ

い

て

は
、

実
に

丹
念
な
規
程
が
つ

く
ら
れ
、

五
百
円
以
上
の

応
募
者
は
氏

名
を
記
入
し
、

そ
れ
未
満
の

者
は
応
募
金
額
を
区
別
し
人
数
の

み
を
記
載
す
る
と
か
、

払
込
金
に

関
し
て

は
、

日
本
銀
行
の

支
店
や
派
出
所
か
ら
、

町
村
役
場
あ
て
に
、

「
軍
国
ノ

急
」
に

応
ず
る
も
の

で

あ
る
か
ら
、

「
延
滞
」
の

な
い

よ
う
に

要
請
書
を
だ
し
て
い

た
。

ち
な
み
に
、

当
初
、

ど
の

よ
う
な
応
募
状
況
で

あ
っ

た
か
と
い

う
と
、

た
と
え
ば
、

二
月
二

十
日
過
ぎ
中
郡
役
所
が
直
接
勧
誘
し
た
成
果
を
み
る

と
、

梅
原
修
平
の

二
万
円
、

小
塩
八
郎
右
衛
門
の
一

万
円
を
は
じ
め
千
円
以
上
計
三
十
人
、

七
万
九
千
円
な
い

し
八
万
三
千
円
ほ
ど
の

見
込
み
金
額

に

な
っ

て
い

る
（
大
磯
町
役
場
『
日
露
事
変
書
類
』）。

そ
の

顔
ぶ
れ
は
、

中
郡
下
の

有
力
者
、

資
産
家
に

属
す
る
人
た

ち
で

あ
る
。

こ
の

第
一

回
国
庫

債
券
応
募
の

実
情
を
足
柄
下
郡
の

町
村
で
と
ら
え
て

み
る
と
、

意
外
に

多
い
。

郡
下
二
十
四
町
村
で
二

十
五
円
以
上
が
四
百
十
五
、

五
十
円
以
上
が

三
百
五
、

百
円
以
上
が
百
七
十
七
、

百
五
十
円
以
上
が
五
、

二
百
円
以
上
が
八
十
九
、

三
百
円
以
上
が
百
二

十
三
、

四
百
円
以
上
が
百
八
、

の

計
千

二

百
二

十
六
口

数
に

な
っ

て
い

る
。

そ
の

う
ち
、

小
田
原
町
で
は
ほ
ぼ
そ
の

う
ち
の

三
〇
㌫
を
し
め

る
四
百
二

十
七
の

応
募
口

数
が
あ
り
、

額
は
、

法
人
団
体
、

個
人
を
ふ
く
め
て

十
五
万
四
千
円
に

達
し
て
い

た
。

こ

こ

で

は
、

小
田
原
銀
行
の

三
万
円
を

筆
頭
に
、

小
田
原
通
商
銀
行
が
一

万
五

千
円
、

泉
孫
三
郎
が
一

万
円
、

辻
村
常
助
の

五
千
円
、

足
柄
下
郡
、

藤
沢
銀
行
支
店
、

添
田
理
平
次
、

内
田
才
兵
衛
が
そ
れ
ぞ
れ
三
千
円
、

辻
村
甚

助
、

竹
内
彦
太
郎
、

小
西
正
和
、

山
田
小
兵
衛
、

関
ツ

ル
、

山
田
又
市
が
各
二

千
円
、

小
田
原
有
信
会
、

江
嶋
平
八
、

今
井
徳
左
衛
門
ら
一

団
体
八

人
が
千
五
百
円
と
応
募
し
て
い

る
（『
明
治
小
田
原
町
誌
』
下
）。

こ

こ

で

も
、

町
の

有
力
者
を
中
心
に

国
庫
債
券
へ

の

応
募
熱
は
、

き
わ
め
て

た
か
か
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っ

た
と
み
て
よ
い
。

こ

う
し
た
試
み
が
引
き
金
に

な
っ

た
わ
け
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
が
、

国
庫
債
券
の

募
集
は
か
な
り
の

成
績
を
あ
げ
、

翌
一

九
〇
五
年
三
月
の

第
四

回
募
集
の

さ
い

に

も
、

中
郡
役
所
の

通
牒
（「
中
庶
第
一

六
一

六
号

」）
に
よ
る
と
、

「
一

般
ノ

応
募
非
常
ノ

多
額
ニ

達
シ

殊
ニ

価
格
以
上
ノ

申
込
意
外
ノ

盛
況
」
で

あ
る
と
い

う
よ
う
す
で

あ
っ

た
。

た
し
か
に
、

戦
費
調
達
の

重
要
な
手
段
で

あ
る
国
庫
債
券
は
、

『
明
治
大
正
財
政
史
第
一

巻
』
に

あ
き

ら
か
な
よ
う
に
、

軍
資
献
納
金
は
全
国
で

も
百
五
十
万
円
に

過
ぎ
な
か
っ

た
の

に

た
い

し
て
、

目
標
応
募
額
と
は
か
け
離
れ
た
け
れ
ど
も
開
戦
時
の

第
一

回
か
ら
一

九
〇
五
年
五
月
の

第
五
回
募
集
に
い

た
る
ま
で

ほ
ぼ
均
等
に

合
計
額
と
し
て

は
約
四
億
三
千
五
百
万
円
に

達
し
て
い

た
。

し
か
し
そ
の

反
面
、

こ

の

国
庫
債
券
の

募
集
と
、

平
和
回
復
の

翌
年
ま
で
の

期
限
で
一

九
〇
四
年
四
月
公
布
さ
れ
た
地
租
な
ど
十
一

科
目
の

税
率

を
増
加
し
た
非
常
特
別
税
法
、

毛
織
物
、

石
油
消
費
税
の

創
設
に

よ
り
、

一

般
に

戦
時
下
の

国
民
経
済
は
か
え
っ

て

萎
縮
す
る
と
い

う
悪
循
環
に

お

ち
い

っ

た
。

三
　
戦
争
終
結
を
め

ぐ
る

動
き

歓
喜
と
憂
う
つ

が

織
り
な
す
風
景

戦
争
が
経
過
す
る
に
つ

れ
、

実
際
に

軍
事
資
金
の

需
要
が
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ

て
い

く
に

も
か
か
わ
ら
ず
、

金
融
事
情
は

緩
慢
で
、

一

九
〇
四
（
明
治
三
十
七

）
年
の

八
月
に

は
、

兌
換
券
の

発
行
高
は
戦
時
財
政
の

た
め

に

前
年
よ
り
二

千
七
百
万

円
増
大
し
て
い

る
の

に

た
い

し
て
、

貸
出
高
は
前
年
の

二

千
万
円
に

く
ら
べ
、

二

百
万
円
に
す
ぎ
な
い

状
態
で

あ
っ

た
。

た
し
か

に
、

「
一

般
商
工

業
の

不
振
」
が
も
と
で
、

民
間
の

資
金
需
要
は
減
少
し
て
い

た
（『
貿
易
新
報

』
明
治
三
十
七
年
八
月
十
四
日
付

）。
神
奈
川
県
下
で

も
、

も
ち
ろ
ん
例
外

で

は
な
い
、

だ
か
ら
政
府
筋
は
、

一

方
で

は
、

旅
順
の

陥
落
を
き
っ

か

け
に
、

「
華
美
の

装
飾
盛
大
の

余
興
」
な
ど
を
目
論
み
祝
勝
会
を
開
こ

う
と
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す
る
市
町
村
の

空
気
を
察
知
し
て
、

戦
局
の

前
途
は
す
こ

ぶ
る
困
難
で

あ
る
こ

と
を
認
識
し
、

「
倹
素
」
を
主
と
す
る
こ

と

を
力
説
し
続
け
た
（『
明

治
小
田
原
町
誌

』
下

）。
そ
し
て
、

当
局
は
、

こ

の

切
り
つ

め
た
生
活
ス

タ
イ
ル

を
口

酸
っ

ぱ
く
説
き
な
が
ら
、

「
金
融
ノ

調
和
産
業
ノ

振
興
」
を
う
な

が
し
、

地
方
産
業
の

振
興
を
は
か
る
よ
う
達
し
を
出
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
（
中
郡
役
所
「
中
庶
第
二
五
〇
号

」）。

こ

う
し
た
事
態
の

も
と
で
、

戦
場
で

は
開
戦
の

年
の

暮
、

難
攻
不
落
と
い

わ
れ
た
旅
順
要
塞
を
、

莫
大
な
犠
牲
を
払
い

な
が
ら
攻
め

落
と
し
、

翌

一

九
〇
五
年
三
月
、

奉
天
の

大
会
戦
で

十
万
人
を
越
え
る
死
傷
者
を
だ
し
た
末
、

よ
う
や
く
の

こ

と
で

勝
利
を
も
の

に

し
て
い

た
。

そ
し
て

日
本
軍

の
一

部
は
、

退
却
す
る
ロ

シ

ア

軍
を
追
っ

て
、

鉄
嶺
を
占
領
し
、

さ
ら
に

開
原
ま
で

前
進
し
た
の

で

あ
る
。

け
れ
ど
も
、

そ
れ
で

も
な
お

決
定
的
勝

敗
は
未
知
数
で

あ
っ

た
。

と
い

う
の

は
、

ロ

シ

ア
は
、

そ
の

誇
る
強
力
な
バ

ル

チ
ッ

ク

艦
隊
を
日
本
に

送
り
、

日
本
が
握
っ

て
い

た
黄
海
の

制
海
権

を
奪
い

返
し
て

日
本
軍
に

重
大
な
打
撃
を
あ
た
え
よ
う
と
計
画
し
て
い

た
か
ら
で

あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

こ

う
い

っ

た
情
報
は
、

正
確
に

は
国
民
に

も
た
ら
さ
れ
て
い

な
か
っ

た
。

け
れ
ど
も
、

戦
争
遂
行
を
支
え
る
戦
闘
能
力
も
物
資
も
不

足
し
、

莫
大
な
犠
牲
を
払
っ

て

き
た
戦
闘
経
緯
か
ら
み
て
、

民
衆
は
固
唾
を

の

ん
で

見
守
っ

て
い

た
の

が
実
情
で

あ
る
。

だ
か
ら
こ

そ
、

旅
順
降
伏
祝
勝

の

旗
行
列
、

提

灯
行
列
は
、

そ
れ
以
前
の

お

祭
り
騒
ぎ
に

く
ら
べ

て
、

実

に

派
手
で

あ
っ

た
ら
し
い
。

た
と
え
ば
『
明
治
小
田
原
町
誌
』
下
に

掲
載
さ

れ
て
い

る
片
岡
永
左
衛
門
の

『
日
記
』
に
よ
る
と
、

足
柄
下
郡
小
田
原
町
の

提
灯
行
列
の

さ
い

に

は
、

町
内
は
球
燈
国
旗
を
軒
先
に

か
か
げ
て

そ
れ
ぞ
れ

の

旗
を
つ

な
げ
て
工
夫
を
こ

ら
し
、

「
至
る
所
花
の

町
」
を
出
現
し

た
あ
り

さ
ま
で
、

し
か
も
町
内
で

イ
ル

ミ

ネ
ー
シ
ョ

ン

電
車
を
運
転
し
、

五
千
人
が

日露戦争の戦死者達（津久井郡内郷村青
年会が軍人遺族慰安会記念に作成したもの）

　津久井町郷土資料館蔵
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出
て
、

町
々

を
練
り
歩
き
、

こ

れ
ら
の

人
び
と
は
、

松
原
神
社
に

参
会
し
て

万
歳
を

唱
え
散
会
し
た
と
い

う
。

こ

う
し
た
光
景
は
、

奉
天
、

撫
順
占
領
の

祝
勝
会
の

と
き

も
同
様
で

あ
っ

た
。

県
民
の

多
く
の

人
た
ち
は
、

耐
乏
生
活
を
続
け
な
が
ら
戦
局
を

不
安
な
眠
差
し
で

み
つ

め
て

き
た
だ
け
に
、

旅
順
、

奉
天
で
の

戦
い

の

勝
利
に
は
う

つ

つ

を
ぬ
か
す
ほ
ど
の

騒
ぎ
を
く
り
ひ
ろ
げ
た
の

も
無
理
は
な
い
。

と
こ

ろ
で

そ
の

後
、

東
ア
ジ
ア
に

は
い

っ

た
バ

ル

チ
ッ

ク

艦
隊
が
ど
の

よ
う
な
経

路
を
た
ど
っ

て

日
本
に

接
近
す
る
か
、

政
府
・

軍
部
は
そ
の

動
静
に

神
経
を
と
が
ら

せ
て
い

た
。

そ
こ

で

当
局
は
、

四
月
の

中
旬
に
こ

の

艦
隊
の

正
確
な
進
路
を
把
握
す

る
必
要
上
、

つ

ぎ
の

よ
う
な
訓
令
を
発
し
た
。

四
月
十
四
日
付
の

足
柄
下
郡
長
樋
口

忠
五
郎
か
ら
小
田
原
町
役
場
あ
て
の

通
達
（「
足
庶
第
一

六
六
号
」）
に

よ
る
と
、

そ
の

文
書
の

内
容
は
、

す
べ

て

の

船
舶
乗
組
員
な
ら
び
に

出
漁
中
の

漁
民
で
、

「
敵
国
軍

艦
及
運
送
船
ハ

勿
論
其
他
疑
ハ

シ

キ
諸
船
舶
」
を
発
見
し
た
と

き
は
、

た
だ

ち
に

「
其
隻
数
進
航
ノ

方
向
及
各
船
ノ

檣
数
烟
突
数
等
」
を
で

き
る
だ
け
正
確
に
町
村
役

場
も
し
く
は
警
察
署
に

届
け
出
る
こ

と
を
要
請
し
た
も
の

で

あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
、

海
で

働
く
人
び
と
は
も
ち
ろ
ん
の

こ

と
、

相
模
灘
沿
い

の

住
民
だ
け
で

な
く
、

す
べ

て

の

県
民
も
、

バ

ル

チ
ッ

ク
艦
隊
の

動
静
に

は
関
心
を
寄
せ
て

い

た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。

日露戦争中に行われた横浜市寿町の祝捷会の様子　
県史編集室蔵
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戦
争
末
期
の

緊
迫
ム

ー
ド

な
か
で

も
、

地
方
行
政
に

携
わ
っ

て
い

る
関
係
者
は
、

海
上
の

戦
い

の

帰
趨
と
こ

の

戦
争
全
体
へ

の

見
通
し
を
そ
れ
な
り
に

た
て

な
が
ら
、

緊
迫
し
た
空
気
を
ひ
し
ひ
し
と
受
け
と
め
て
い

た
。

と
い

う
の

は
、

戦
闘
能
力
の

点
で
、

ま
た
物
的
資
源
の

面
で

も
、

か
な
り
追
い

つ

め
ら
れ
て
い

る
事
情
を
察
知
し
て
い

た
か
ら
で

あ
る
。

そ
の

空
気
は
、

毎
年
、

六
、

七
月
に

徴
兵
検
査
が
お
こ

な
わ
れ
る
の

に
、

こ

の

年
に

は
検
査
は
「
時
局
の

為
」
と
い

う
名
分
の

も
と
で

四
月
の

は
じ
め
に

挙
行
し
、

し
か
も
身
長
合
格
基
準
「
五
尺
」
を
「
四
尺
九
寸
」
に

下
げ

た
よ
う
な
事
実
の

な
か
に
と
ら
え
る
こ

と
が
で

き
る
。

小
田
原
町
の

場
合
で

も
「
前
例
無
比
」
の

多
数
の

合
格
者
－
壮
丁
総
数
五
百
五
十
五
人
の

う

ち
甲
種
合
格
九
十
人
、

乙
種
合
格
二

十
一

人
－
を
だ
し
て
い

た
。

そ
れ
か
ら
も
う
一

つ
、

四
月
中
旬
に

「
義
勇
艦
隊
設
立
費
」
の

募
集
が
市
町
村
に

お
ろ
さ
れ
て

き
た
こ

と
も
、

戦
争
継
続
の

事
態
の

切
迫
さ
を
そ
れ
と
な
く
伝
え
て
い

た
。

小
田
原
に

は
、

四
月
十
九
日
、

こ

の

た
め
に

海
軍
大
佐
海

事
会
員
矢
嶋
功
興
が
や
っ

て

き
て

郡
役
所
内
で

趣
旨
の

説
明
を
お
こ

な
っ

て
い

た
（『
明
治
小
田
原
町
誌
』
下
）。

こ
の

「
義
勇
艦
隊
設
立
費
」
の

募
集

が
、

地
域
で

ど
の

よ
う
に
お
こ

な
わ
れ
た
か
、

高
座
郡
相
原
村
で

検
証
し
て

み
る
と
、

四
月
二
十
三
日
に

郡
長
が
村
役
場
に

お
と
ず
れ
て

「
義
勇
艦

隊
」
へ

の

「
義
金
応
募
」
の

方
法
に
つ

い

て

話
し
を
伝
え
、

そ
の

後
五
月
に
は
い

り
、

村
落
ご
と
に

割
り
あ
て

て
い

る
こ

と
が
わ
か
る
。

相
沢
菊
太

郎
の

『
日
記
』
に

よ
る
と
、

五
月
十
九
日
、

小
山
分
教
場
に

出
張
し
て
、

「
義
勇
艦
隊
義
金
」
の

応
募
の

相
談
を
し
て

二
十
三
日
ま
で
に

決
定
す
る
こ

と
、

負
担
額
は
小
山
分
二
百
九
十
四
円
、

新
田
分
百
八
円
、

橋
本
が

百
五
十
六
円
、

相
原
が
二
百
八
十
二

円
と
な
っ

て
い

た
（『
続
々

相
沢
日
記
』）。

と
こ

ろ
が
、

こ

の

募
金
は
、

ど
う
み
て

も
後
手
に

な
っ

て
い

る
。

こ

の
こ

ろ
、

す
で

に
バ

ル

チ
ッ

ク

艦
隊
は
対
馬
海
峡
を
経
て

日
本
海
に

は
い

り
、

沖
ノ

島
で
日
本
連
合
艦
隊
と
激
突
し
、

緊
急
度
は
い

ち
だ
ん
と

た
か

ま
っ

て
い

た
。

こ

う
し
た
な
か
で
五
月
二
十
七
日
、

「
皇
国
の

興
廃
」
を
か

け
て
、

日
本
連
合
艦
隊
は
バ

ル

チ
ッ

ク

艦
隊
と
一

戦
を
交
え
、

そ
の

戦
力
三
十
八
隻

の

う
ち
撃
沈
二

十
隻
、

捕
獲
五
隻
の

戦
果
を
あ
げ
て

圧
勝
し
た
。

こ

れ
で

日
露
戦
争
に
お
け
る
日
本
の

勝
利
は
ほ
ぼ
確
定
し
た
の

で

あ
る
。

日
本
海
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海
戦
の

勝
利
が
、

い

か
に

大
き
な
安
堵
感
を
人
び
と
に

あ
た
え
た
か
と
い

う
こ

と
は
、

小
田
原
町
町
会
が
決
議
を
も
っ

て
、

東
郷
平
八
郎
海
軍
大
将

に

「
貴
艦
隊
ノ

最
モ

光
輝
ア
ル

戦

捷
ヲ

感
謝
ス

」
と
い

う
感
謝
状
を
贈
っ

て
い

る
一

事
か
ら
う
か
が
え
る
（『
明
治
小
田
原
町
誌
』
下
）。

こ

う
し
て
、

そ
の

直
後
、

戦
争
終
結
を
め
ぐ
る
日
本
の

友
誼
的
斡
旋
希
望
を
受
け
た
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
大
統
領T

・

ル

ー
ズ
ベ

ル

ト
が
「
東
洋
平

和
」
と
「
世
界
人
道
」
の

た
め
に

日
露
両
国
に

講
和
を
提
案
し
、

両
国
が
こ

の

提
案
を
受
け
い

れ
た
と
き
、

講
和
尚
早
論
の
い

き
ま
く
世
論
の

な
か

で
ほ
っ

と
一

息
つ

く
空
気
が
流
れ
て
い

た
。

こ

の

当
時
、

生
方
敏
郎
『
明
治
大
正
見
聞
史
』
に

よ
る
と
、

休
戦
気
分
が
人
び
と
を
お
お
い
、

寄
る
と
さ
わ
る
と
講
和
の

条
件
で

話
し
が
も
ち
き

り
だ
っ

た
と
い

う
。

な
か
に

は
下
馬
評
を
試
み
る
者
も
あ
り
、

ロ

シ

ア
が
バ

イ
カ
ル

以
東
を
割
譲
す
る
か
ど
う
か
、

遼
東
半
島
の

租
借
権
や
東
清
鉄

道
全
線
の

譲
渡
は
実
現
す
る
だ
ろ
う
か
と
か
、

賠
償
金
は
ど
の

く
ら
い

に

な
る
だ
ろ
う
か
、

と
い

う
よ
う
な
話
し
が
と
り
ざ
た
さ
れ
て
い

た
よ
う
で

あ
る
。

だ
か
ら
、

外
相
小
村
寿
太
郎
を
全
権
委
員
と
し
て

講
和
会
議
に

送
り
だ
し
た
国
民
は
、

合
衆
国
の

東
北
部
の

軍
港
ポ
ー
ツ
マ

ス

で
八
月
十
日

か
ら
開
か
れ
た
講
和
会
議
に

大
き
な
期
待
を
か
け
て
い

た
。

講
和
と
非
講

和
へ

の
空
気

講
和
会
議
の

推
移
の

模
様
に
つ

い

て

八
月
下
旬
と
も
な
る
と
、

さ
ま
ざ
ま
な
憶
測
が
流
れ
は
じ
め
て
い

た
。

『
貿
易
新
報
』（
明
治

三
十
八
年
八
月
二
十
五
日
付
）
は
、

樺
太
割
譲
、

償
金
十
二
億
円
ぐ
ら
い

で

も
し
講
和
が
成
立
す
る
と
な
れ
ば
、

「
国
民
も
小
村
男

を
歓
の

字
で

迎
へ

る
訳
に

参
る
ま
い

」
と
か
、

「
十
二

億
に

負
け
た
の

は
大
統
領
の

仲
裁
案
に

依
っ

た
の

で

は
あ
る
ま
い

か

」
と
論
じ
、

日
本
が
譲
歩

に

譲
歩
を
重
ね
る
ぐ
ら
い

な
ら
ば
、

会
議
を
「
破
裂
」
に

も
ち
込
ん
だ
ほ
う
が
よ
い

と
あ
お
っ

て
い

た
。

ま
た
そ
の

反
面
、

十
二
億
で

ま
と
め
る
と

い

う
の

に

は
、

そ
れ
な
り
の

理
由
が
あ
っ

て
、

「
満
州
」
に

た
い

す
る
「
日
露
の

密
約
案
」
が
と
り
か
わ
さ
れ
て
い

る
と
い

う
の

な
ら
ば
、

こ

の

線

で

我
慢
す
べ

き
で

あ
る
と
か
、

開
戦
当
時
の

事
情
を
ふ

り
か
え
り
、

戦
争
の

将
来
を
案
ず
れ
ば
、

「
十
二
億
で

勘
弁
さ
れ
な
い

こ

と

も
な
い

」
し
、

「
東
洋
永
遠
の

平
和
」
の

た
め
に

は
償
金
よ
り
も
土
地
を
確
保
す
る
こ

と
が
有
利
で

あ
り
、

両
方
を
で

き
る
だ
け
と
っ

て

ま
と
め
る
の

も
一

策
で

あ
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る
と
、

疑
心
暗
鬼
に

似
た
ち
ゃ

ら
ん
ぽ
ら
ん
な
主
張
を
く
り
ひ
ろ
げ
て
い

た
ほ
ど
で

あ
る
。

と
こ

ろ
が
、

八
月
二
十
八
日
、

日
本
が
償
金
、

割
地
の

要
求
を
放
棄
し
て

も
講
和
を
成
立
せ
し
め
る
方
針
を
決
議
し
、

無
賠
償
講
和
に

ふ
み
き
る

に

お
よ
ん
で
、

講
和
会
議
へ

の

不
満
は
つ

の
っ

て
い

っ

た
。

し
か
も
、

講
和
の

条
件
そ
の

も
の

を
め
ぐ
っ

て

陰
う
つ

で

険
悪
な
空
気
が
ひ
ろ
が
り
は

じ
め
た
。

九
月
一

日
、

相
沢
菊
太
郎
は
『
日
記
』
に

「
講
和
成
立
」
と
書
き
と
ど
め
、

さ
ら
に

日
記
帳
の

上
欄
余
白
に

「
日
露
戦
争
講
和
成
る

不

満
足
に

す
る
国
民
激
奮
無
限
」
と
し
た
た
め
て
い

た
（『
続
々

相
沢
日
記
』）。
こ

の

書
き
入
れ
は
、

当
時
の

世
相
を
客
観
的
に

描
写
し
た
も
の

か
、

そ

れ
と
も
相
沢
の

気
持
ち
を
つ

づ
っ

た
も
の

で

あ
る
の

か

判
断
し
か
ね
る
が
、

も
し
後
者
で

あ
る
と
す
れ
ば
、

講
和
へ

の

非
同
調
の

根
は
た
い

へ

ん
深

い

と
い

う
こ

と
に

な
る
。

事
実
、

九
月
に
は
い

る
と
、

『
大
阪
朝
日
新
聞
』
を
は
じ
め
各
紙
は
、

「
日
露
戦
争
は
、

二
三
閣
臣
元
老
の

戦
い

」
で

は
な

く
「
国
民
の

戦
い

」
で

あ
る
と
い

っ

た
ふ
う
に

論
じ
、

「
条
約
破
棄
の

声
」
は
、

玉
を
こ

ろ
が
す
よ

う
に

波
及
し
、

講
和
に

賛
成
す
る
者
は
い

な
い

と
政
府
を
激
し
く
攻
撃
し
て
い

っ

た
。

『
貿
易
新
報
』
も
例
外
で

は
な
か
っ

た
。

同
紙
は
、

「
今
度
の

戦
は
十
数
師
団
の

兵
と
十
九
ケ
月
の

日
子
を
費
や
し
海
陸
全
勝
を
占
め
た
に

も
拘
は

ら
す
樺
太
の

半
部
を
取
る
丈
け
だ
と
す
れ
ば
三
国
干
渉
に

百
層
倍
の

打
撃
を
外
交
に

受
け
た
の

で

あ
る
」、
「
コ

ン

ナ

事
で
東
洋
永
遠
の

平
和
な
ど
は

チ
ャ

ン

チ
ャ

ラ
お
か

し
い

」
と
ま
く
し
た
て
、

「
外
交
大
敗
の

大

弔
会
」
を
催
す
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
批
判
し

て

い

た
（『
貿
易
新
報
』

明
治
三
十
八
年
九
月
一

日
付
）。

こ

う
し
て
、

条
約
反
対
の

気
運
と
運
動
は
、

九
月
三
日
の

大
阪
市
公
会
堂
で

戦
争
継
続
、

講
和
条
約
破
棄
を
決
議
し
た
市
民
大
会
を
皮
切
り
に
、

五
日
に

は
東
京
の

日
比
谷
公
園
で

講
和
反
対
国
民
大
会
が
開
か
れ
、

注
目
を
あ
び
た
。

「
満
都
混
乱
、

抜
刀
の

斬
込
、

官
邸
の

放
火
、

交
番
の

焼
撃
、

軍
隊
の

繰
出
」
と
報
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、

日
比
谷
焼
き
打
ち
事
件
に
し
め
さ
れ
た

講
和
条
約
反
対
の

大
衆
暴
動
に
、

政
府
は
つ

い

に

戒
厳
令
を
し

き
、

全
国
の

新
聞
、

雑
誌
二

十
八
種
を
発
行
停
止
処
分
に

付
し
た
。

©神奈川県立公文書館



こ

の

日
比
谷
焼
き
打
ち
事
件
を
頂
点
と
し
て
、

講
和
反
対
の

動
き
は
、

全
国
に

波
及
し
、

各
地
の

非
講
和
県
民
集
会
の

数
は
大
小
あ
わ
せ
て
二
百

三
十
に

達
し
た
と
い

わ
れ
て
い

る
。

横
浜
市
で

も
、

こ

の

間
、

講
和
問
題
に
か
ん
し
て

市
民
の

意
見
を
発
表
す
る
市
民
大
会
を
開
く
協
議
を
貿
易
業

者
の

市
民
有
志
で

進
め
て
い

た
が
、

九
月
十
二
日
、

平
沼
停
車
場
前
の

空
地
で

大
会
を
も
つ

こ

と
に

な
っ

た
。

そ
こ

で
、

協
議
会
は
、

市
内
の

軍
友

会
、

真
港
会
な
ど
百
三
十
余
の

団
体
に

案
内
状
を
だ
し
、

さ
ら
に

新
聞
を
と
お
し
て

大
会
参
加
を
呼
び
か
け
た
の

で

あ
る
。

そ
の

さ
い

に
、

あ
ら
か

じ
め
大
会
を
静
粛
に

秩
序
よ
く
運
営
す
る
の

で
こ

の

点
に

留
意
す
る
こ

と
を
そ
え
て
い

た
。

こ

の

市
民
大
会
に

先
立
つ

三
日
前
の

九
日
、

す
で
に

横
浜
座
で
、

代
議
士
島
田
三
郎
を
呼
ん
で

講
和
問
題
を
中
心
と
す
る
時
局
演
説
会
が
開
か
れ

た
。

島
田
は
こ
の

席
上
で
、

日
比
谷
焼
き
打
ち
事
件
を
批
判
し
、

政
府
の

無
責
任
性
に
ふ
れ
辞
職
を
要
求
し
な
が
ら
、

講
和
を
め
ぐ
る
外
交
の

失
敗

を
つ

き
、

今
後
、

講
和
条
約
の

批
准
を
妨
げ
る
こ

と
は
不
可
能
で

あ
る
が
、

「
国
民
は
根
底
よ
り
奮
発
し
て

戦
勝
国
の

効
果
を
自
助
的
に

揮
搉
」
す

る
よ
り
方
法
は
な
い

と
論
じ
て
い

た
。

そ
し
て
、

こ

の

演
説
会
の

名
で

内
閣
総
辞
職
を
決
議
し
て
い

た
の

で

あ
る
（『
貿
易
新
報
』
明
治
三
十
八
年
九
月

十
一

日
付
）。

島
田
を
迎
え
て
の

時
局
演
説
会
に

は
、

三
千
名
以
上
の

聴
衆
が
押
し
か
け
、

会
場
は
立
錐
の

余
地
も
な
い

あ
り
さ
ま
で

あ
っ

た
と
い

う
。

非
政
友

会
系
の

集
会
で

あ
っ

た
と
は
い

え
、

無
賠
償
講
和
へ

の

批
判
を
こ

め
た
民
衆
の

関
心
は
、

そ
れ
ほ
ど
た
か
か
っ

た
の

で

あ
る
。

九
月
十
二
日
、

貿
易
業
者
ら
が
音
頭
を
と
っ

た
平
沼
駅
前
広
場
の

横
浜
市
民
大
会
は
、

市
内
で

社
会
的
地
位
の

高
い

人
び
と
の

発
起
だ
け
に
、

「
中
正
な
る
国
民
の

意
見
」
を
代
表
し
た

集
会
と
み
な
さ
れ
て
い

た
。

し
か
し
、

こ

こ

で

も
静
穏
な
う
ち
に
、

「
名
誉
あ
る
平
和
」
を
希
望
し
、

内

閣
の

総
辞
職
と
元
老
の

引
退
を
決
議
し
た
。

と
こ

ろ
が
そ
の

夜
、

羽
衣
座
で

開
か
れ
た
非
講
和
演
説
会
は
混
乱
に
お

ち
い

り
、

大
騒
擾
に

ま
で

発
展
し
た
の

で

あ
る
。

こ

の

演
説
会
は
『
貿

易
新
報
』（
明
治
三
十
八
年
九
月
十
四
日
付
）
の

報
ず
る
と
こ

ろ
に

よ
る
と
、

予
想
外
の

聴
衆
が
集
ま
り
、

予
定
の

弁
士
が
次
々

と
壇
上
に

立
ち
万
場
の
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喝
釆
を
浴
び
て
い

た
と
こ

ろ
、

中
村
敬
太
郎
が
「
将
来
に

於
け
る
国
民
の

覚
悟
」
と
題
し
て

演
説
中
、

場
外
の

群
衆
が
瓦
石
を
投
じ
、

そ
こ
へ

も
っ

て

き
て
、

真
打
ち
と
も
い

う
べ

き
奥
野
万
次
郎
、

江
間
俊
一

が
欠
場
で

会
主
が
そ
そ
く
さ
と
閉
会
を
告
げ
た
と
こ

ろ
そ
の

宣
言
が
徹
底
せ

ず
、

警
察

側
が
「
閉
会
」
を
発
言
し
た
こ

と
か
ら
、

場
内
が
騒
然
と
な
り
、

羽
衣
座
の

内
外
を
破
壊
す
る
不
穏
な
動
き
が
み
え
、

こ
こ

か
ら
騒
擾
に
お
よ
ん
で

い

っ

た
ら
し
い
。

民
衆
は
、

鎮
撫
に
つ

と
め
る
警
官
側
が
抜
剣
し
て

き
た
の

で

ま
す
ま
す
激
昂
し
、

警
官
が
伊
勢
佐
木
町
署
に

引
き
揚
げ
た
後
を
追
っ

て

潮
の

ご
と

く
同
署
と
そ
の

周
辺
に

押
し
か
け
、

投
石
し
て

警
官
側
と
わ
た
り
あ
っ

た
。

警
察
側
も
、

騎
馬
憲
兵
の

応
援
を
え
て

群
衆
の

な
か
に

突
撃
を
試
み
、

そ
の

た
め
騒
ぎ
に

火
を
そ
そ
ぐ
か
っ

こ

う
に

な
り
、

深
夜
、

民
衆
は
伊
勢
佐
木
町
署
管
内
の

長
島
町
、

賑
町
、

松
ヶ

枝
町
な
ど
の

派
出
所
、

寿
町
署

管
内
の

永
楽
町
、

日
の

出
橋
、

千
秋
橋
、

千
歳
町
、

車
橋
、

亀
の

橋
、

吉
浜
町
な
ど
の

派
出
所
を
焼
き
払
っ

た
り
、

破
壊
し
、

騒
動
は
十
三
日
の

明

け
方
ま
で

続
く
大
惨
事
と
な
っ

た
。

こ

の

騒
動
は
、

東
京
の

日
比
谷
事
件
と
異
な
り
、

「
勢
に

乗
じ
て

演
出
せ
る
無
意
識
の
一

騒
動
」
に

過
ぎ
な
い

と
み
る
向
き
が
強
い

（『
貿
易
新
報
』

明
治
三
十
八
年
九
月
十
四
日
付
）。

た
し
か
に
、

羽
衣
座
で
の

非
講
和
演
説
会
の

責
任
者
が
配
慮
を
欠
き
、

閉
会
時
の

無
責
任
さ
が
民
衆
の

怒
り
を
か
い

騒
動
の

導
火
線
に

な
っ

て
い

た
。

し
か
し
、

前
日
の

十
一

日
午
後
聴
衆
百
五
十
余
名
を
集
め

た
横
浜
座
で
の

非
講
和
演
説
会
が
「
中
止
」
を
命
じ
ら

れ
、

会
場
が
騒
然
と
な
る
一

幕
が
演
じ
ら
れ
た
事
実
と
か
、

三
浦
郡
講
和
問
題
同
志
会
の

代
表
、

県
会
議
員
の

小
泉
又
次
郎
ら
が
そ
の

前
日
夜
、

講

和
問
題
の

上
奏
書
を
た
ず
さ
え
て

上
京
し
た
と
こ

ろ
、

戒
厳
令
で

退
去
を
命
ぜ
ら
れ
た
い

き
さ
つ

が
『
貿
易
新
報
』（
明
治
三
十
八
年
九
月
十
三
日
付
）

に

掲
載
さ
れ
た
こ

と
も
、

ま
た
、

こ

の

夜
の

殺
気
だ
っ

た
騒
動
を
ひ

き
お

こ

す
遠
因
に

な
っ

て
い

た
と
み
て

よ
い
。

戦
後
経
営
へ

の
方
向
づ
け

横
浜
市
の

騒
擾
に

直
面
し
て
、

県
知
事
周
布
公
平
は
、

十
三
日
付
け
で

た
だ
ち
に

「
神
奈
川
県
告
諭
第
三
号
」
を
発
し
て
、

市
民

に

警
告
を
あ
た
え
た
。

そ
こ

に

は
、

知
事
が
第
一

師
団
長
に

出
兵
を
要
請
し
、

す
で

に

派
遣
さ
れ
た
軍
隊
が
市
内
の

重
要
な
地
に

©神奈川県立公文書館



警
備
に
つ

い

て
い

る
こ

と
、

し
た
が
っ

て
、

官
憲
、

軍
隊
の

警
護
に

信
頼
し
て

「
心
を
安
じ
業
に

従
ふ

」
こ

と
、

今
後
、

も
し
ふ
た
た
び
騒
擾
を
ひ

き
お
こ

す
者
が
あ
ら
わ
れ
た
と
き
は
、

「
各
自
之
を
避
け
る
こ

と
に

心
」
を
も
ち
い

る
こ

と
が
強
調
さ
れ
て

い

る
（『
貿
易
新
報
』
明
治
三
十
八
年
九
月

十
四
日
付
）。

戦
後
処
理
に

あ
た
っ

て
、

県
当
局
と
し
て

み
れ
ば
、

非
講
和
世
論
に

端
を
発
す
る
民
衆
の

暴
動
化
の

危
険
を
い

か
に

除
去
す
る
か
が
、

ま
ず
焦
眉

の

急
を
要
す
る
問
題
で

あ
っ

た
。

知
事
が
軍
隊
の

出
動
を
要
請
し
た
の

は
、

横
浜
市
内
に

非
戦
闘
員
の
ロ

シ

ア

人
が
数
百
名
滞
在
し
て
い

る
こ

と
、

外
人
の

居
留
地
で

あ
る
山
手
町
、

山
下
町
に

は
教
会
が
多
く
、

警
官
だ
け
で
は
警
備
が
お
ぼ
つ

か
な
く
、

秩
序
を
維
持
す
る
う
え
で
不
安
が
あ
っ

た

か
ら
だ
と
い

う
。

そ
の

た
め
に
、

横
浜
港
内
碇
泊
中
の

警
備
艦
高
雄
に

応
援
を
も
と
め
な
が
ら
、

二
個
中
隊
と
補
助
憲
兵
の

出
兵
を
あ
お
い

だ
の

で

あ
る
。

こ

う
し
て
、

厳
重
な
警
戒
網
を
し
き
な
が
ら
、

横
浜
検
事
局
は
、

十
二
日
夜
か
ら
翌
朝
に
か
け
て
の

騒
擾
事
件
の

嫌
疑
者
の

取
調
べ

を
は
じ

め
、

結
局
は
、

主
導
者
と
お
ぼ
し
き
十
余
名
を
逮
捕
し
「
兇
徒
嘯
集
罪
」
の

令
状
を
執
行
す
る
と
い

う
厳
し
い

態
度
に

で

た
。

こ

こ

に
、

講
和
問
題

を
め
ぐ
る
紛
糾
を
つ

う
じ
て
、

戦
後
処
理
へ

の
ス

タ
ー
ト
の

な
み
な
み
な
ら
ぬ
決
意
の

ほ
ど
が
う
か
が
え
る
。

県
当
局
は
、

す
で
に

政
府
筋
が
み
と
お

し
て
い

る
よ
う
に
、

欧
米
と
の

今
後
の

「
国
力
戦
争
」
に
対
処
す
る
た
め
に

そ
の

方
策
を
市
町
村
か
ら
打

ち
だ
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

神
奈
川
県
知
事
官
房
の

言
を
借
り
れ
ば
、

「
平
時
の

今
日
猶
戦
時
の

昨
」
に
お

け
る
よ
う
に
、

「
義
勇
奉

公
の

精
神
」
と
「
隣
佑
相
扶
の

情
誼
」
を
も
っ

て

「
国
家
的
相
互
の

福
祉
」
を
増
進
す
る
た
め
の

経
営
を
め
ざ
し
て

い

た
の

で

あ
る
（『
戦
時
後
援

誌
』）。
こ

う
し
た
雰
囲
気
の

な
か
で
、

『
貿
易
新
報
』
は
、

「
勇
気
百
倍
の

新
日
本
」
と
い

う
社
論
で
、

「
今
日
は
決
し
て

屈
辱
の

講
和
に

失
意
し
て
、

前
途
の

計
を
忘
る
べ

き
時
」
で
は
な
い

と
し
て

「
日
本
を
救
ふ
の

道
は
只
だ
国
民
が
自
覚
、

自
重
、

自
励
し
て

勇
気
百
倍
の

新
日
本
を
建
造
」
す
る

こ

と
で

あ
る
と
説
い

て
い

た
（『
貿
易
新
報
』
明
治
三
十
八
年
九
月
十
六
日
付
）。

「
戦
後
の

国
力
戦
争
」
に
か
な
う
経
営
を
ど
う
推
進
す
る
か
、

疲
弊
の

ど
ん
底
に
お

ち
い

っ

た
地
域
の

民
力
を
ど
の

よ
う
に
回
復
し
て
い

く
か
が
、
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