
当
面
す
こ

ぶ
る
急
を
要
す
る
解
決
問
題
と
な
っ

て
い

た
の

で

あ
る
。

こ

の

よ
う
な
方
向
づ
け
の

も
と
で
、

神
奈
川
県
戦
時
軍
人
家
族
救
護
会
を
は
じ

め
、

郡
市
町
村
単
位
の

救
護
会
、

恤
兵
会
、

尚
武
会
な
ど
は
再
編
成
さ
れ
て
い

く
。

も
っ

と
も
県
の

軍
人
家
族
救
護
会
は
、

そ
の

規
則
第
一

一

条
に

す
で
に

明
記
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、

事
業
の

必
要
が
な
く
な
っ

た
と
き
に
は
解
散
し
、

そ
の

さ
い

に

は
、

残
り
の

財
産
は
軍
人
遺
族
の

救
護
を
目
的

と
す
る
団
体
に

寄
付
す
る
こ

と
に

な
っ

て
い

た
。

各
地
の

家
族
救
護
会
も
、

だ
い

た
い

こ

の

線
に

な
ら
っ

て
い

た
よ
う
で

あ
り
、

小
田
原
町
出
征
軍

人
家
族
援
護
会
を
と
り
あ
げ
て

み
る
と
、

こ

こ

で

は
、

一

九
〇
六
年
三
月
に

委
員
会
を
開
き
、

決
算
の

認
定
、

会
則
の

改
正
を
議
決
し
、

援
護
事
務

を
閉
鎖
し
、

委
員
会
を
解
散
し
て
い

る
。

そ
し
て
、

会
の

残
金
百
七
円
三
十
一

銭
二
厘
を
小
田
原
軍
友
会
へ

引
き
継
い

で

い

っ

た
（『
明
治
小
田
原

町
誌
』
下
）。

こ

の

よ
う
な
措
置
は
、

「
戦
時
」
か
ら
「
平
時
」
へ

の

た
ん
な
る
切
り
換
え
で

は
な
く
、

戦
時
下
に
お

け
る
「
挙
国
一

致
」
の

雰
囲
気
を
戦
後
に

も
ち
こ

み
、

戦
後
経
営
の

基
礎
に

す
る
よ
し
と
す
る
試
み
で

も
あ
っ

た
。

と
こ

ろ
で
、

戦
後
経
営
へ

の

展
望
を
み
き
わ
め
る
こ

と
は
容
易
で

は
な
い
。

か
っ

て

横
浜
正
金
銀
行
ロ

ン

ド
ン

支
店
に

勤
務
し
海
外
経
験
も
豊
か

で
、

そ
の

後
、

横
浜
火
災
保
険
株
式
会
社
取
締
役
の

職
に
つ

い

て
い

る
横
浜
商
業
会
議
所
特
別
議
員
土
子
金
四
郎
は
、

す
で
に

「
戦
後
経
営
と
貯
蓄

奨
励
」
と
い

う
文
章
の

な
か
で
、

日
本
人
は
戦
場
で

勝
利
を
し
め
る
勇
気
は

あ
る

が
、

「
事
業
経
営
に

勝
利
者
た
る
の

智
」
に

欠
け
る
と
皮
肉
ま
じ

り
に

批
判
し
、

と
に

か
く
「
賭
博
的
観
念
」
を
一

掃
し
て

「
富
を
増
殖
」
す
る
方
法
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
提
案
し
て
い

た
（
横
浜
商
業
会
議

所
『
月
報
』
明
治
三
十
七
年
六
月
二

十
五
日

）。

ま
た
、

「
横
浜
港
湾
改
良
の

急
務
」
を
説
く
横
浜
市
長
市
原
盛
宏
は
、

「
国
富
」
の

増
殖
を
実
行
す
る
に

は
、

日
本
の

商
業
の

繁
栄
を
は
か
る
以
外
に

道
は
な
く
、

だ
か
ら
こ

そ
「
商
業
の

機
関
即
ち
港
湾
の

設
備
」
が
ど
う
し
て
も
必
要
で

あ
る
と
具
体
的

に

提
案
し
て
い

っ

た
（
横
浜
商
業
会
議
所
『
月
報
』
明
治
三
十
八
年
八
月
二

十
五
日

）。

都
市
部
か
ら
み
て

も
、

こ

う
い

う
実
情
で

あ
る
か
ら
、

ま
し
て

や
、

経
済
財
政
状
態
が
変
化
し
て
い

る
農
山
漁
村
で

は
、

見
通
し
は
た
い
へ

ん
暗
か
っ

た
。
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だ
か
ら
こ

そ
、

周
布
知
事
は
、

講
和
条
約
締
結
の

後
で

郡
長
会
を
召
集
し
、

そ
の

席
上
で
、

日
露
戦
争
が
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
我
帝
国
ノ

地
位

ヲ

確
立
セ

ル

」
こ

と
に

な
っ

た
の

で

あ
る
か
ら
、

こ

れ
に

と
も
な
う
「
光
輝
ア
ル

国
運
」
の

発
達
を
は
か
る
に

は
、

郡
長
が
善
導
し
て

「
穏
健
ノ

思

想
ト

進
取
ノ

気
象
」
を
県
民
の

な
か
で

豊
か
に

育
て

あ
げ
る

必
要
が

あ
る

と
、

も
っ

ぱ
ら
精
神
面
か
ら
の

引
き
締
め
を
説
か
ざ
る
を
え
な
か
っ

た

（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
ⅰ
二
一

一

）。

そ
れ
だ
け
に
、

戦
後
経
営
の

前
途
は
、

県
政
の

立
場
か
ら
で

さ
え
も
多
く
の

困
難
が
つ

き
ま
と
う
こ

と

を
見
通

し
て
い

た
と
い

え
よ
う
。

第
二

節
　
地
方
改
良
計
画
と
そ
の

運
動

一

　
地
方
改
良
会
の

結
成
事
情

戦
後
づ
く
り

へ

の
模
索

日
露
戦
争
に

勝
利
し
た
と
は
い

え
、

政
府
は
、

す
で

に

戦
前
か
ら
農
村
産
業
組
合
運
動
を
つ

う
じ
て

地
方
改
良
事
業
を
推
進
し
よ

う
と
し
て

き
た
そ
の

農
村
建
て

直
し
政
策
を
本
腰
を
い

れ
て

推
し
進
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ

て
い

た
。

た
と
え
ば
、

地
方
自
治
体

を
強
化
す
る
う
え
で

指
導
的
役
割
を
は
た
し
た
内
務
省
参
事
官
井
上
友
一

は
『
自
治
要
義
』（
明
治
四
十
二

年
刊
）の
な
か

で
、

「
戦
後
の

経
営
は
国
力

の

充
実
に

俟
ち
国
力
の

充
実
は
地
方
自
治
の

力
に

俟
つ

べ

き
」
こ

と
が
多
い

と
の
べ
、

欧
米
諸
列
強
に
日
本
が
肩
を
並
べ

て

競
争
し
続
け
る
に

は
、

こ

の

「
日
本
帝
国
」
を
町
や
村
か
ら
支
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ

と
を
力
説
し
て
い

た
、

そ
の

た
め
に
、

井
上
は
、

か
つ

て

日
清
・

日
露
戦
間
期
の

一

九
〇
一

（
明
治
三
十
四
年
）
年
、

「
列
国
ノ

形
成
ト
民
政
」
の

な
か
で
、

欧
米
諸
国
が
対
外
進
出
に

乗
り
だ
す
う
え
で

国
内
の

地
方
経
営
に

力
を
注

い

で

き
た
関
係
を
的
確
に

と
ら
え
、

地
方
自
治
体
に
お

け
る
産
業
振
興
、

勤
倹
貯
蓄
、

民
心
統
一

、

政
争
絶
滅
な
ど
の

問
題
を
と
り
あ
げ
て
い

た
そ
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の

課
題
を
、

日
本
で

も
具
体
的
に

解
決
し
よ
う
と
し
て
い

た
の

で

あ
る
。

た
し
か
に
、

政
府
は
日
露
戦
争
後
、

「
国
運
」
を
ゆ
る
ぎ
な
き
も
の

に

す
る
た
め
に
、

町
村
の

建
て

直
し
に

力
を
注
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

こ

の

こ

と
は
、

す
で

に
、

戦
争
終
結
直
後
の

十
月
、

政
府
筋
か
ら
県
知
事
、

郡
市
長
を
と
お
し
て

町
村
長
に

も
伝
え
ら
れ
て
い

た
。

そ
の

内
容
を
中

郡
長
白
根
鼎
三
か
ら
大
磯
町
長
宮
代
新
太
郎
あ
て
の

「
中
庶
第
三
七
六
八
号
」
で

み

る

と
、

戦
争
が
終
り
平
和
の

確
立
す
る
日
が
近
い

今
日
、

「
国

力
ノ

発
展
ハ

今
後
挙
国
一

致
」
で

ま
す
ま
す
全
力
を
そ
そ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

そ
れ
に

は
国
民
の

「
穏
健
ノ

思
想
ト
進
取
ノ

気
象
」
を
善
導
し

育
て

る
役
割
を
つ

と
め
る
の

は
町
村
長
に

ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の

で
、

こ

の

趣
旨
を
理
解
し
て

そ
の

職
責
を
ま
っ

と
う
し
て

欲
し
い

と
い

う
の

で

あ
る
（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
二
一

二

）。

こ

の

よ
う
な
基
本
線
に

た
っ

て
、

日
露
戦
争
後
、

さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
打
ち
だ
さ
れ
て
い

く
が
、

そ
の
一

つ

が
内
務
省
、

農
商
務
省
の

官
僚
を
中

心
に
、

政
治
家
、

財
界
人
、

学
者
を
結
集
し
て

結
成
さ
れ
た
半
官
半
民
団
体
の

報
徳
会
で

あ
る
。

報
徳
会
（
一

九
一

二

﹇

大
正
元
﹈

年
に
中
央
報
徳
会

と
改
称
）
を
組
織
し
た
狙
い

は
、

そ
の

会
告
に

「
誠
実
勤
労
の

民
風
、

協
同
推
譲
の

精
神
を
作
興
し
、

道
徳
、

経
済
、

自
治
、

教
育
の

各
方
面
に
亘

り
て
、

互
に

其
連
絡
一

致
を
計
り
、

之
が
改
良
発
展
を
期
す
」
と
掲
げ
て
い

る
よ
う
に
、

あ
く
ま
で

も
二
宮
尊
徳
の

報
徳
主
義
の

精
神
に

そ
っ

て
、

地
方
の

人
び
と
の

「
経
済
と
道
徳
の

調
和
」
を
は
か
ろ
う
と
す
る
教
化
政
策
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

こ

の

考
え
方
は
、

ま
た
、

当
時
の

内
務
省
の

地
方

自
治
育
成
の

基
本
思
想
と
も
な
っ

て

い

た
。

報
徳
会
は
一

九
〇
六
（
明
治
三
十
九

）
年
四
月
か
ら
機
関
誌
『
斯
民
』
を
発
行
し
て
い

く
が
、

こ

の

会

の

第
一

回
夏
期
講
習
会
が
、

足
柄
下
郡
の

小
田
原
町
で
お
こ

な
わ
れ
た
の

で

あ
る
。

尊
徳
の

ゆ
か

り
の

地
で

あ
る
と
い

う
事
情
も
あ
る
が
、

一

九
〇

七
年
八
月
の

は
じ
め
に

開
か
れ
た
こ

の

講
習
会
に

は
、

全
国
か
ら
二

千
余
名
が
集
ま
っ

た
と
い

う
。

そ
の

内
容
は
、

岡
田
良
一

郎
「
報
徳
の

要
旨
」、

床
次
竹
二

郎
「
地
方
人
士

に

望
む
」、

桑
田
熊
蔵
「
自
治
の

財
源
」、

井
上
友
一

「
報
徳
の

本
義
」、
一

木
喜
徳
郎
「
先
憂
後
楽
の

真
意
義
」、

留
岡

幸
助
「
二
宮
翁
の

足
跡
」、

中
川
望
「
地
方
の

篤
志
家
に

望
む
」
な
ど
、

そ

う
そ

う
た
る
顔
ぶ
れ
で
、

解
決
を
要
す
る
差
し
迫
っ

た
問
題
を
と
り
あ
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げ
た
も
の

が
多
か
っ

た
（
大
霞
会
『
内
務
省
史
』
第
一

巻
）。

こ

う
し
た
試
み
か
ら
で

さ
え
、

内
務
省
が
い

か
に

地
方
改
良
に

力
を
そ
そ
い

で
い

こ

う
と

し
て
い

た
か
が
わ
か
ろ
う
。

落
ち
込
む
民
力

政
府
が
音
頭
を
と
っ

て
、

地
方
の

改
良
を
推
し
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ほ
ど
、

町
や
村
は
い

ろ
い

ろ
な
問
題
を
抱
え
、

疲
弊

に

苦
し
ん
で
い

た
。

資
本
主
義
経
済
の

波
が
町
や
村
の

底
辺
に

ま
で
お
よ
び
、

地
主
・

小
作
の

間
の

対
立
も
表
面
化
し
て

き
て

い

た
。

た
と
え
ば
、

高
座
郡
相
原
村
で

も
、

日
露
戦
争
の

さ
な
か
の
一

九
〇
五
（
明
治
三
十
八

）
年
の
一

月
、

相
沢
菊
太
郎
は
す
で

に

こ

う
し

た

事

態
を
憂
慮
し
て
、

地
主
会
設
置
の

建
議
案
を
作
成
し
て
い

た
の

で

あ
る
。

こ
の

建
議
案
は
は
た
し
て

提
出
さ
れ
た
の

か
ど
う
か
明
ら
か
で

な
い

が
、

相
沢
が
こ

う
し
た
発
想
を
あ
み
だ
し
成
文
化
し
た
そ
の

経
緯
を
た
ど
っ

て

み
る
と
、

そ
こ

に

村
々

の

現
実
の

姿
を
と
ら
え
る
こ

と
が
で

き
る
。

近
来
地
主
ト
小
作
人
ト
ノ

間
ニ

於
ケ
ル

其
内
心
常
ニ

相
反
ス

ル

ノ

傾
向
ア

リ
、

是
果
シ

テ
種
々

ノ

原
因
ニ

依
り
然
ラ
シ
ム

ル

ト
ハ

謂
へ

如
斯
ハ

何

ソ
、

彼
我
誠
意
ノ

欠
乏
セ

ル

ノ

極
ト

言
ハ

ン

ヤ
、

其
結
果
蒙
ル

所
甚
大
ニ

シ

テ
行
政
ヲ

害
シ

殖
産
ヲ

減
シ

民
力
ヲ
シ

テ
自
然
微
弱
ナ
ラ
シ

ム

ル

ニ

至
ル

ハ

、

甚
タ
憂
慮
ニ

堪
ヘ

サ
ル

ナ
ク
（
以
下
略
）

こ

の

文
章
は
「
地
主
会
設
置
之
義
ニ

付
建
議
」
の

な
か
の
一

節
で

村
の

状
態
を
説
明
し
た
部
分
で

あ
る
（『
続
々

相
沢
日
記
』）。

だ
か
ら
こ

そ
、

相

沢
は
地
主
、

小
作
間
の

改
良
を
は
か
る
べ

き
こ

と
を
提
案
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で

あ
る
が
、

一

種
の

階
級
対
立
が
村
内
を
揺
り
動
か
し
て
い

る
事
情

を
こ

こ

か
ら
知
る
こ

と
が
で

き
る
。

山
間
の

村
で

す
ら
こ

の

あ
り
さ
ま
で

あ
る
。

ま
し
て

や
、

橘
樹
郡
川
崎
町
（
現
在

川
崎
市
）
お
よ
び
そ
の

周
辺
の

村
々

ら
は
、

工
業
化
の

動
き
に

巻
き
込
ま
れ
多
く
の

試
練
に

直
面
し
て
い

た
。

す
で

に

は
じ
ま
っ

て
い

る
工
場
用
地
の

買
収
、

や
が
て
、

日
本
鋼
管
株
式
会
社
が
工
場
建
設
に

着
手

し
、

京
浜
工
業
地
帯
を
形
づ
く
っ

て
い

く
道
が
ひ
ろ
が
り
は
じ
め
る
に
つ

れ
、

用
水
や
道
路
問
題
を
め
ぐ
り
、

あ
る
い

は
多
摩
川
の

治
水
問
題
に
か

ん
し
て
工

業
と
農
業
の

間
の

摩
擦
も
激
し
く
な
っ

て
い

く
気
配
に

あ
っ

た
（『
川
崎
市
史
』）。

し
か
も
、

ほ
と
ん
ど
の

町
や
村
は
、

こ

れ
ま
で

長
い

間
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悩
ま
さ
れ
続
け
て

き
た
河
川
の

氾
濫
と
か
海
岸
地
域
で
の

高
波
に
よ
る
自
然
災
害
へ

の

予
防
に

も
い

よ
い

よ
本
腰
を
い

れ
て

対
処
し
て
い

か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

こ

う
し
た
事
態
の

も
と
で
、

に

も
か
か
わ
ら
ず
、

町
村
の

財
政
状
態
は
、

国
家
財
政
の

急
速
な
膨
張
に

と
も
な
い
、

府
県
税
、

町
村
税
が
か
さ
ば

み
、

そ
こ
へ

も
っ

て

き
て
、

戦
時
非
常
特
別
税
法
が
日

露
戦
争
後
に

も
ひ
き
続
き
適
用
さ
れ
、

悪
化
の
一

途
を
た
ど
る
ば
か
り
で

あ
っ

た
。

こ

の

事
情
は
、

一

九
〇
七
（
明
治
四
十

）
年
、

愛
甲
郡
の

町
村
長
会
に

お

い

て
、

国
松
英
太
郎
郡
長
が
そ
の

演
説
の

な
か
で
、

町
村
税
の

滞
納
額

が
年
を
追
う
ご
と
に
か
さ
ば
み
、

現
在
の

滞
納
額
は
驚
く
べ

き
巨
額
に

達
し
て
い

る
こ

と
を
の
べ

て
い

る
事
情
か
ら
も
読
み
と
る
こ

と

が

で

き
よ

う
。

清
川
村
役
場
の

『
町
村
長
会
共
議
案
綴
』
に
の
っ

て
い

る
国
松
英
太
郎
郡
長
の

報
告
要
旨
を
み
る
と
、

町
村
税
の

滞
納
の

た
め
に

町
村
の

財
政

が
乱
れ
に

乱
れ
、

町
村
内
の

諸
々

の

施
設
の

運
用
は
頭
打
ち
に

な
り
、

ひ
い

て
は
混
乱
や
紛
争
を
ひ

き
お
こ

し
て

自
治
の

発
展
を
さ
ま
た
げ
か
ね
な

い

事
情
に

あ
っ

た
。

だ
か
ら
、

郡
長
は
、

政
府
当
局
の

意
向
を
受
け
な
が
ら
、

国
力
培
養
の
一

環
と
し
て

地
方
事
業
の

施
設
の

充
実
と
奨
励
の

た
め

に

町
村
長
の

技
能
と
勉
励
を
要
請
し
、

あ
わ
せ
て
、

町
村
の

事
情
に

応
じ
て

滞
納
整
理
に
つ

と
め
る
こ

と
を
力
説
し
て
い

か
ざ
る

を
え
な
か

っ

た

（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴

二
一

五
－
一

）。

地
域
に
お
け
る
経
済
力
の

落
ち
込
み
に
と
も
な
う
市
町
村
民
の

担
税
能
力
の

低
下
は
、

ひ
と
り
愛
甲
郡
の

よ
う
な
限
ら
れ
た
地
域
の
で

き
ご
と
で

は
な
く
、

県
下
全
般
に

共
通
し
た
傾
向
で

あ
っ

た
。

い

ま
、

そ
の

事
情
を
日

露
戦
争
を
は
さ
ん
で

そ
の

前
後
を
郡
市
別
に

年
次
ご
と
に

追
っ

て

み
る

と
、

全
般
的
に

戦
後
、

滞
納
額
も
、

ま
た
滞
納
者
も
増
加
し
て
い

る
こ

と
、

そ
し
て
、

第
八
表
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に

横
浜
市
近
郊
の

橘
樹
、

都
筑
二
郡
か
ら
高
座
郡
、

そ
れ
か
ら
中
郡
よ
り
県
西
の

足
柄
下
郡
、

北
部
山
間
地
帯
の

愛
甲
、

津
久
井
の

両
郡
に

か

け
て

滞
納
者
が
続
出

し

て

い

る
。

し
か

も
、

滞
納
額
の

整
理
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の

町
や
村
で

努
力
を
重
ね
て
い

た
と
は
い

う
も
の

の
、

足
踏
み
状
態
で

あ
っ

た
。

そ
こ

で
、

県
は
、

一

九
〇
七
年
五
月
、

市
町
村
税
等
の

滞
納
の
一

掃
を
め

ざ
し
て

「
市
町
村
税
其
ノ

他
諸
収
入
滞
納
整
理
手
続
ヲ

定
ム

ル

ノ

件
」
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と
い

う
訓
令
第
三
二
号
を
だ
し
て
、

翌
年
三
月
末
を
め
ど
に

市
町
村
に

な
か
ば
強
制
的
に

滞
納
整
理
を
命
じ
た
の
で

あ
る

（『
神
奈
川
県
公
報
』
第
一

二
五
三
号
）。

そ
の

整
理
の

経
過
を
み

る
と
、

こ

の

年
の

夏
か
ら
秋
に
か
け
て
、

津
久
井
郡
下
の

約

七
〇
㌫
の

実
績
を
筆
頭
に
、

鎌
倉
郡
の

約
六
十
三
㌫
、

高
座

郡
の

約
五
十
二
㌫
を
は
じ
め
、

『
神
奈
川
県
公
報
』（
第
一

一

八
一

号
）
で

県
下
平
均
を
み
る
と
約
二
十
六
㌫
に
の

ぼ
っ

て

い

た
。

そ
う
と
う
な
強
行
整
理
で

あ
る
。

こ

の

整
理
の

実
績
の
一

端
は
、

民
力
に

余
力
が
あ
る
か
ら

で

き
た
と
い

う
の
で

は
な
く
、

財
産
差
押
と
売
却
処
分
を
と

も
な
う
強
制
力
に
よ
っ

て
い

る
か
ら
、

民
力
の

回
復
は
む
し

ろ
困
難
に

な
っ

て
い

た
。

し
か

も
、

こ

の

年
は
、

周
布
公
平

知
事
の

臨
時
県
会
で

の

表
現
に
よ
れ
ば
、

県
下
全
域
が
五
十

年
来
ぶ
り
の

大
水
害
の

被
害
を
受
け
、

そ
の

た
め
に
、

地
域

経
済
の

不
安
は
む
し
ろ
つ

の
っ

て
い

っ

た
。

県
議
会
は
、

被

害
を
受
け
た
地
域
の

悲
哀
を
救
い

道
路
・

橋
梁
の

復
旧
工
事

に

臨
時
部
土
木
資
金
、

二
万
一

千
七
百
余
円
の

支
出
を
認
め

第8表　市町村税その他諸収入滞納額取調結果 （1907年6月15日現在）

1）『神奈川県公報』1281号（1907年12月10）から作成
2）表のなかの（）の数字は滞納人員
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た
が
（『
神
奈
川
県
会
史

』第
三
巻

）、
こ

れ
だ
け
で

ま
か
な
い

き
れ
る

も
の
で

は
な
く
、

県
当
局
は
、

復
旧
費
約
九
十
四
万
八
千
八
百
余
円
の

う
ち
、

国
庫
補
助
金
約
二
十
八
万
余
円
を
の

ぞ
く
大
部
分
の

費
用
は
、

県
債
で

四
十
万
円
、

残
り
は
地
租
、

戸
数
割
な
ら
び
に

家
屋
税
を
増
額
し
て

補
お
う

と
し
て
い

た
（『
横
浜
貿
易
新
報
』
明
治
四
十
年
十
二
月
二

十
日
付
）。

そ
れ
だ
け
に
、

負
担
は
二

重
、

三
重
に

県
民
の

肩
に
ふ
か
く
食
い

込
み
、

民
力
を
ど
う
回
復
し
て
い

く
か
と
い

う
問
題
は
、

日
露
戦
争
後
の

地
方

経
営
に
と
っ

て
、

そ
れ
こ

そ
ぬ

き
さ
し
な
ら
な
い

争
点
に

な
っ

て
い

た
の

で

あ
る
。

自
力
更
生
へ

の
指
針

民
力
の

向
上
を
は
か
る
た
め
に
は
、

市
町
村
の

負
債
の

償
還
と
基
本
財
産
の

増
殖
を
う
な
が
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の

市
町
村
民

に

「
勤
労
進
取

」
の

気
風
を
う
え
つ

け
、

共
同
一

致
の

精
神
を
お
こ

し
て
い

く
こ

と
が
ま
ず
先
決
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い

た
。

こ

の

こ

と
は
、

一

九
〇
八
年
の

各
郡
の

町
村
長
会
に

お
け
る
郡
長
の

演
説
内
容
を
み
て

も
あ
き
ら
か
で

あ
る
。

愛
甲
郡
町
村
長
会
を
例
に

と

っ

て

み
る
と
、

郡
長
は
内
務
省
・

県
の

命
を
受
け
て
、

い

ま
の
べ

て

き
た
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、

町
村
役
場
が
主
導
権
を
も
っ

て
、

住
民
の

負

担
を
増
し
民
力
の

低
下
を
も
た
ら
す
よ
う
な
不
急
の

事
業
を
避
け
る
よ
う
に

す
る
こ

と
、

ま
た
、

土
木
、

教
育
、

勧
業
、

衛
生
事
業
を
住
民
の

負
担

金
に
よ
る
協
議
費
で

ま
か
な
う
慣
行
を
改
め
て
こ

れ
ら
の

事
業
を
町
村
役
場
の

経
営
に
移
し
、

住
民
を
「
公
共
ノ

事
」
に

尽
力
せ
し
め
て
い

く
こ

と

を
強
調
し
て
い

た
（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴

二
一

五
－
二

）。

地
域
の

疲
弊
を
断
ち
切
っ

て
い

く
た
め
に

は
、

市
町
村
の

内
部
か
ら
、

住
民
の

負
担
を
で

き
る
だ
け
と
り
の

ぞ
い

て
、

自
主
的
に

自
治
体
再
建
を

は
か
っ

て
い

く
以
外
に

道
は
な
い

と
い

う
の

が
、

内
務
省
・

県
当
局
の

考
え
方
で

あ
っ

た
。

こ

の

間
、

こ

の

年
の

夏
、

ふ

た
た
び
内
閣
を
組
織
し
た
桂
太
郎
は
、

当
時
の

社
会
情
勢
を
み
て
、

貧
富
の

差
が
は
な
は
だ
し
く
、

国
民
や
社
会
の

間
に
ス

キ
マ

風
が
生
じ
、

と
も
す
れ
ば
秩
序
や
安
寧
が
そ
こ

な
わ
れ
る
傾
向
が
強
ま
る
の

は
欧
米
の

歴
史
に

照
ら
し
合
わ
せ
て

や
む
を
え
な
い

こ

と

で

あ
る
が
、

そ
れ
だ
け
に
「
国
民
の

道
義

」
を
た
か
め
る
必
要
が
あ
る
と
説
い

て
い

た
。

そ
し
て
、

十
月
に
は
戊
申
詔
書
が
発
布
さ
れ
た
。

戊
申
詔
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書
は
社
会
で

高
位
に
つ

い

て
い

る
者
も
、

下
層
の

者
も
心
を
ひ
と
つ

に

あ
わ
せ
て

そ
れ
ぞ
れ
の

職
業
に

精
を
だ
し
、

生
活
を
質
素
に
し
て
一

生
懸
命

働
き
、

日
本
の

良
い

習
慣
や
風
習
を
守
り
、

浮
わ
つ

い

た
気
分
を
と
り
の

ぞ
き
、

気
力
を
養
う
よ
う
つ

と
め
る
こ

と
を
強
調
し
て
い

る
。

そ
の

意
味

で
、

こ

の

詔
勅
は
、

国
民
へ

の

生
活
規
範
を
は
じ
め
て

示
し
た
も
の
で

あ
っ

た
と
い

え
よ
う
。

し
か

も
、

こ

の

詔
書
は
、

内
相
平
田
東
助
の

も
と
で

実
施
さ
れ
て
い

く
地
方
改
良
運
動
を
方
向
づ
け
て
い

た
。

が
、

ひ
と
ま
ず
、

戊
申
詔
書
が
、

地
域
の

指
導
者
た
ち
に

よ
っ

て

自
治
体
の

強
化
の

た
め
に

ど
の

よ
う
に

受
け
と
め
ら
れ
て
い

た
か
を
み
て
お
こ

う
。

ま
ず
、

県
知
事
は
、

郡
市
、

町
村
当
局
者
に
は
も
ち
ろ
ん

の

こ

と
、

県
農
会
長
と
し
て

郡
市
農
会
長
を
つ

う
じ
て

町
村
の

農
会
に

た
い

し
、

「
勧

農
殖
産
」
の

見
地
か
ら
「
報
效
の

誠

」
を
つ

く
す
た
め
に
つ

ぎ
の

よ
う
な
希
望
事
項
を
あ
げ
て
い

っ

た
。

す
な
わ
ち
、

⑴
農
業
指
導
者
と
農
民
の

事

情
を
密
接
に
し
て

事
業
の

連
絡
を
は
か
る
こ

と
、

⑵
す
ぐ
れ
た
精
農
を
表
彰
し
、

農
家
の

模
範
を
つ

く
っ

て
い

く
こ

と
、

⑶
後
進
を
啓
発
し
、

忠
実

な
農
民
を
養
成
す
る
こ

と
、

⑷
で

き
る
だ
け
小
区
域
で

耕
作
ま
た
は
競
技
会
を
催
し
て

技
術
を
習
練
せ
し
む
る
こ

と
、

⑸
他
の

郡
市
に
視
察
員
を
派

遣
し
て

長
所
を
採
用
し
欠
陥
を
是
正
し
て
い

く
こ

と
、

⑹
共
同
の

取
引
を
助
成
し
て

産
業
組
合
の

企
画
を
は
か
っ

て

い

く
こ

と
、

⑺
時
間
を
励
行

し
、

勤
倹
貯
蓄
の

風
を
お
こ

し
、

農
村
の

風
俗
習
慣
の

改
善
を
促
進
す
る
こ

と
、

⑻
農
業
改
良
の

計
画
を
確
立
し
実
行
に

移
し
て
い

く
こ

と
、

以
上

の

八
項
目
で

あ
る
（『
神
奈
川
県
農
会
報

』
第
四
二

号

）。
こ

れ
ら
の

項
目
は
、

農
事
改
良
に

的
が
し
ぼ
ら
れ
て
い

る
が
、

「
勧
農
殖
産
」
の

実
を
あ
げ
て

い

く
こ

と
こ

そ
が
、

町
や
村
の

再
建
に
と
っ

て

の

基
礎
で

あ
る
こ

と
を
考
え
れ
ば
、

戊
申
詔
書
を
引
き
金
に
し
て

農
事
振
興
を
具
体
化
す
る
と
い

う

の

は
と
う
ぜ
ん
の

な
り
ゆ
き
で

あ
っ

た
。

戊
申
詔
書
の

趣
旨
の

徹
底
を
は
か
る
た
め
に
、

農
会
筋
に

お
い

て

は
詔
書
の

謄
本
を
複
製
し
て

十
二
月
十
一

日
に

郡
市
町
村
農
会
に

配
布
し
、

今

後
、

大
会
や
あ
る
い

は
儀
式
の

さ
い

に
こ

れ
を
読
み
あ
げ
る
よ
う
指
示
が
だ
さ
れ
て
い

た
。

こ

う
し
た
こ

と
は
、

も
ち
ろ
ん
農
会
だ
け
で

は
な
く
青

年
団
、

処
女
会
な
ど
町
村
の

あ
ら
ゆ
る
団
体
に

も
要
求
さ
れ
て
い

く
が
、

さ
ら
に
、

町
村
役
場
を
つ

う
じ
て

戊
申
詔
書
奉
読
式
を
お
こ

な
い
、

一

般
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に

効
果
を
あ
げ
て
い

こ

う
と
し
て
い

た
。

そ
の

拠
所
と
な
っ

た
の

は
、

「
神
奈
川
県
訓
令
第
一

一

号
戊
申
詔
書
奉
読
規
定
」
で

あ
る
。

で
は
、

こ

の

訓
令
は
ど
の

よ
う
に

生
か
さ
れ
て
い

っ

た
か
、

中
郡
大
山
町
（
現
在

伊
勢
原
市

）
の

場
合
を
と
り
あ
げ
て
み
る
こ

と
に

し

た
い
。

こ

の

町
で
は
、

翌
一

九
〇
九
（
明
治
四
十
二

）
年
十
月
下
旬
、

町
役
場
か
ら
什
長
宛
に
、

十
一

月
三
日
の

天
長
節
に

「
御
詔
書
奉
読
式
」
を
挙
行
す
る

に

あ
た
っ

て
、

町
会
議
員
、

各
教
導
職
、

什
長
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、

な
る
べ

く
一

戸
一

名
ず
つ

参
列
す
る
よ
う
通
牒
を
発
し
た
。

そ
の

理
由
は
、

国
力
増
進
の

基
は
「
国
民
自
強
ノ

精
神
ト
其
実
行
」
に

あ
り
、

し
た
が
っ

て
、

民
間
の

資
力
の

充
実
を
は
か
っ

て
い

く
進
取
経
営
の

気
性
と
民
力
の

向
上
、

風
気
の

作
興
を
植
え
つ

け
る

た
め

で

あ
る
。

伊
勢
原
市
役
所
蔵
『
明
治
四
十
年
起
回
議
綴
』
の

な
か
の

関
係
書
類
を
み
る
と
、

こ

う
し
た

「
戊
申
詔
書
奉
読
式
」
を
機
会
に
、

兵
役
退
営
や
入
営
の

送
迎
が
と
も
す
れ
ば
華
美
虚
飾
に

流
れ
る
風
習
を
廃
止
し

た
り
、

納
税
予
納
貯
金
組
合
規

約
を
つ

く
り
、

日
掛
も
し
く
は
月
掛
に

よ
っ

て

年
間
の

負
担
納
税
額
に

み
あ
う
金
額
を
貯
金
す
る
こ

と
を
と
り
き
め
て
い

っ

た
（
資
料
編
11

近
代
・

現

代
⑴

二
二
一

）。

ま
た
、

町
村
に

よ
っ

て

は
、

高
座
郡
相
原
村
（
現
在

相
模
原
市
）
の

よ
う
に

わ
ざ
わ
ざ
「
戊
申
」
の

二
字
を
つ

け
て

戊
申
大
詔
紀
念
相
原
村
勤
倹

貯
蓄
組
合
を
組
織
し
、

村
び
と
が
し
っ

か
り
働
き
利
潤
を
上
げ
た
分
と
、

節
約
し
て

余
裕
の

で

き
た
財
と
を
貯
蓄
に

ま
わ
し
、

「
一

家
一

郷
ノ

繁
栄
」

を
は
か
る
計
画
を
実
行
に

移
し
た
と
こ

ろ
も
あ
る
。

相
原
村
で

は
、

そ
の

た
め
に

組
合
員
に

時
間
を
無
駄
に

し
な
い

こ

と
、

早
起
、

夜
業
の

励
行
、

職
業
の

精
励
、

副
業
の

増
進
、

分
度
を
守
り
虚
飾
を
戒
む
る
こ

と
な
ど
十
二
項
目
を
義
務
づ
け
な
が
ら
、

夜
間
作
業
で

得
た
収
入
、

春
秋
二
季
の

屑

繭
代
金
の
一

部
、

米
麦
な
ど
の

収
穫
物
、

廃
品
の

代
金
の
一

部
な
ど

を

貯
蓄
す
る
こ

と
を
規
約
の

な
か
に

具
体
的
に

う
た
っ

て
い

っ

た
（
相
模
原
市

立
図
書
館
古
文
書
室
蔵
『
戊
申
大
詔
紀
念
書
類
』）。
こ

の

よ
う
な
勤
倹
貯
蓄
組
合
は
、

多
く
の

町
村
で

は
、

多
か
れ
少
な
か
れ
日
露
戦
争
後
に
つ

く
ら
れ

た
組
織
を
改
組
し
充
実
を
は
か
っ

て
い

る
形
を
と
っ

て
い

た
よ
う
で

あ
る
。
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地
方
改
良
の

組
織
づ
く
り

町
や
村
で

勤
倹
貯
蓄
組
合
と
か
納
税
組
合
を
つ

く
り
な
お
し
貯
蓄
の

増
進
と
滞
納
防
止
に

の

り
だ
し
た
の

は
、

あ
き
ら
か
に

そ
れ

ぞ
れ
の

町
村
の

安
定
を
自
力
で

回
復
し
よ
う
と
す
る

た
め

で

あ
っ

た
。

こ

の

よ
う
な
組
織
・

施
設
づ
く
り
は
、

青
年
会
、

婦
人

会
、

処
女
会
の

よ
う
な
団
体
に

も
波
及
し
、

た
と
え
ば
、

新
磯
村
を
の

ぞ
く
相
模
原
地
域
六
か
村
の

青
年
会
十
三

の

う
ち
、

一

九
〇
九
（
明
治
四
十

二

）年
と
十
年
に

設
立
さ
れ
た
団
体
は
八
を
数
え
、

こ

れ
ら
の

青
年
会
は
地
方
改
良
運
動
の

な
か
で

改
組
し
て

道
路
修
繕
、

桑
樹
栽
植
、

補
習
教
育
、

造
林
、

縄
な
い

な
ど
の

事
業
に

た
ず
さ
わ
っ

て
い

っ

た
と
い

う
（『
相
模
原
市
史
第
三
巻
、

第
六
巻
』）。

地
域
か
ら
の

こ

う
し
た
自
力
更
生
の

試
み
の

な
か
で
、

内
務
省
が
音
頭
を
と
っ

て

地
方
改
良
運
動
の

計
画
が
打
ち
だ
さ
れ
て

き
た
。

こ

の

地
方
改

良
計
画
は
、

「
戊
申
詔
書
」
の

発
布
と
関
連
し
て
い

る
が
、

そ
の

狙
い

は
、

「
名
実
伴
は
ざ
る
一

等
国
」
日
本
を
底
辺
か
ら
支
え
て
い

こ

う
と
す
る
と

こ

ろ
に

か
か
っ

て
い

た
。

運
動
と
し
て
は
、

内
務
省
を
頂
点
に
、

道
府
県
知
事
か
ら
郡
市
長
、

さ
ら
に

町
村
長
と
い

う
手
順
で

行
政
の

組
織
を
つ

う

じ
て

進
め
ら
れ
て
い

く
。

そ
こ

で
、

神
奈
川
県
で
は
、

一

九
一

〇
（
明
治
四
十
三

）
年
四
月
、

第
一

回
県
地
方
事
業
功
労
者
表
彰
式
が
お

こ

な
わ
れ
た
さ
い

に

県
地
方
改
良

会
を
設
置
し
、

規
則
を
制
定
し
て
ス

タ
ー
ト
を
き
る
こ

と
と
な
っ

た
。

県
地
方
改
良
会
の

目
的
は
そ
の

規
則
の

第
三
条
に

う
た
っ

て
い

る
よ
う
に
、

「
教
育
ニ

関
ス

ル

勅
語
及
戊
申
詔
書
ノ

聖
旨
ヲ

奉
体
シ

地
方
ノ

改
良
」
を
は
か
る
こ

と
に

あ
っ

た
。

そ
の

た
め

に
、

県
の

地
方
改
良
会
を
中
心
に
、

郡
市
に

支
部
を
設
け
、

そ
の

下
に

町
村
単
位
で

会
員
を
募
集
し
よ
う
と
し
た
の

で

あ
る
。

だ
か
ら
、

地
方
改
良
会
の

会
員
資
格
は
、

「
神
奈
川
県
地

方
改
良
会
規
則

」
を
み
る
と
、

そ
の

第
四
条
、

五
条
で

あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、

県
内
在
住
者
で

あ
れ
ば
誰
で

も
入
会
で

き
、

さ
ら
に
、

こ

の

運
動
の

指
導
者
に

な
る
こ

と
が
で

き
る
道
が
こ

う
じ
ら
れ
て
い

た
（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴

二
一

六

）。

要
す
る
に
、

県
民
丸
が
か
え
の

運
動
を
目
論
ん
で

い

た
の

で

あ
る
。

県
知
事
を
会
長
に
、

そ
し
て

副
会
長
に

県
内
務
部
長
を
す
え
た
県
地
方
改
良
会
を
頂
点
に
し
て
、

郡
市
ご
と
の

支
部
で

組
織
づ
く
り
を
進
め
て
い
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く
が
、

支
部
設
置
に

は
が
い

し
て

苦
慮
し
て
い

た
模
様
で

あ
る
。

地
域
で

の

こ
の

動
き
を
郡
と
町
村
の

関
係
で

み
て
い

く
と
、

た
と
え
ば
、

中
郡
大

磯
町
の

場
合
で

も
、

地
方
改
良
の

趣
旨
は
、

か
な
ら
ず
し
も
た
や
す
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

た
と
は
い

え
な
い
。

こ

の

年
の

五
月
末
、

中
郡
長
で

県
地
方
改
良
会
中
部
支
部
長
を
つ

と
め
る
白
根
鼎
三
は
、

町
村
長
の

会
合
の

席
上
で

地
方
改
良
会
員
の

募
集
の

件

を
要
請
し
、

さ
ら
に
、

郡
役
所
通
達
「
地
方
改
良
会
ニ

関
ス

ル

件
」（
中
庶
二

〇
〇
七
号
）
で

町
村
役
場
吏
員
、

教
員
な
ど
公
職
に
つ

い

て

い

る

者
、

神
官
、

僧
侶
、

篤
志
者
、

有
力
者
な
ど
を
会
員
に

勧
誘
す
る
よ
う
指
示
す
る
手
続
き
を
と
っ

た
。

と
こ

ろ
が
、

大
磯
町
役
場
が
会
員
に

な
る
こ

と
に

賛
成
し
た
町
内
四
十
六
名
の

名
簿
を
郡
役
所
に

送
っ

た
の

は
、

な
ん
と
九
月
の

中
旬
に

な
っ

て

か
ら
で

あ
る
。

こ

の

間
、

町
役
場
は
郡
役
所
か
ら
四

回
に

わ
た
っ

て

督
促
照
会
の

通
達
を
受
け
取
っ

て
い

た
あ
り
さ
ま
で

あ
る
。

郡
役
所
所
在
の

町
で

あ
り
な
が
ら
、

ど
う
し
て
こ

れ
ほ
ど
ま
で

に
手
ま

ど
っ

た
の

か
と
い

う
と
、

大
磯
町
役
場
か
ら
の

通
知
（
第
七
二

七
号
）
に

よ
れ
ば
、

地
方
改
良
会
の

趣
旨
を
誤
解
し
た
り
、

連
絡
を
つ

け
よ

う
と

し

て

も
、

人
に
よ
っ

て

は
な
か
な
か
そ
の

機
会
を
う
る
こ

と
が
で

き
な
か
っ

た
た
め
ら
し
い
。

し
か
し
、

難
航
を
重
ね
な
が
ら
も
、

大
磯
町
で

地
方
改

良
会
に

参
加
し
た
会
員
四
十
六
名
の

内
訳
は
、

町
の

公
職
に
つ

い

て
い

る
人
び
と
や
町
内
の

有
力
者
、

寺
院
住
職
で

あ
る
。

始
動
す
る
地
方

改
良
会
支
部

中
郡
で

は
、

郡
下
各
町
村
か
ら
の

地
方
改
良
会
が
で

そ
ろ
っ

た
十
月
二
十
八
日
、

大
磯
町
尋
常
高
等
小
学
校
で

神
奈
川
県
地
方

改
良
会
中
郡
支
部
発
会
式
を
挙
行
し
た
。

こ
の

発
会
式
に
は
、

周
布
県
知
事
を
は
じ
め
県
庁
職
員
、

内
務
省
か
ら
は
生
江
孝
之

嘱
託
が
出
席
し
、

た
い

へ

ん
な
盛
況
を
き
わ
め
た
と
報
じ
ら
れ
て
い

る
。

支
部
長
の

白
根
郡
長
は
発
会
式
の

式
次
第
、

す
な
わ
ち
「
君
ケ

代
」
の

斉

唱
、

教
育
勅
語
、

戊
申
詔
書
の

奉
読
に
つ

い

で
、

ま
ず
支
部
発
会
に
い

た
る
経
過
と
地
方
改
良
の

目
的
手
段
に
つ

い

て

説
明
を
お
こ

な
い
、

支
部
は
、

今
後
、

郡
の

青
年
会
を
は
じ
め
各
団
体
の

指
導
者
と

な
っ

て

「
協
同
一

致
以
て
殖
産
興
業
」
に
つ

と
め
、

「
健
全
な
る
徳
義
」
を
〓
養
す
べ

き
こ

と

を
説
き
、

周
布
知
事
は
「
郷
党
の

発
達
進
歩
」
は
「
戮
力
同
心
」
に

ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い

う
趣
旨
の

訓
示
を
お
こ

な
っ

た
。

ま
た
発
会
式

後
、

午
後
か
ら
、

白
坂
県
事
務
官
、

山
本
横
浜
貿
易
新
報
社
員
、

生
江
内
務
省
嘱
託
の

講
演
会
を
催
し
、

地
方
改
良
の

必
要
性
を
説
き
そ
の

実
践
例
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