
の

分
割
の

基
準
は
必
ず
し
も
は
っ

き
り
し
て

い

な
い
。

な
お
、

こ

の

警
察
費
財
源
の

う
ち
、

区
費
・

課
出
金
が
、

の

ち
に
み
る
民
費
に

よ
る
警
察
費

と
い

う
こ

と
に

な
る
の

で

あ
ろ
う
。

注（1）
　
の

ち
の

こ

と
に

な
る
が
、

八
一

－
八
三

年
度
な
ど
に

は
、

こ

こ

の

「
税
外
収
入
」
の

後
身
と
思
わ
れ
る
「
雑
収
入
」
が
あ
り
、

そ
こ

で

は
「
洋
銀
」「
紙
幣
及

銅
貨
」
と
か
「
壱
円
銀

」「
補
助
銀

」「
紙
幣
及
銅
貨
」
と
か
が
、

年
々
一

〇
万
円
以
上
も
「
大
蔵
省
納
」
さ
れ
て
い

る
。

お
そ
ら
く
貨
幣
制
度
の

整
理
統
一

に

か
ら
ん
だ
操
作
で
、

こ

こ

に

示
さ
れ
た
貨
幣
を
吸
い

上
げ
て
い

る
の

で

あ
ろ
う
が
、

し
か
し
そ
の

た

め

に

は
、

そ
れ
に

見
合
う
対
価
を
与
え
て
い

る
は
ず

で
、

年
々
一

〇
万
円
を
こ

す
そ
の

資
金
は
ど
こ

か
ら
生
ま
れ
て
い

る
の

か
、

や
は
り
不
分
明
と
い

う
ほ
か
は
な
い
。

（2）
　
吉
田
新
田
埋
立
て

を
め
ぐ
る
外
交
と
金
融
に
つ

い

て

は
、

と
り
あ
え
ず
『
横
浜
市
史
』
第
三
巻
上
、

三
二

八
ペ

ー
ジ
以
下
を
参
照
。

（3）

（4）
　『
県
史
料
』
八
九
六
ペ

ー
ジ
。

た
だ
し
、

こ

こ

で
い

う
「
経
費
」
と
前
項
注
（7）
で
み
た
「
定
額
」
と
の

関
係
は
不
明
で

あ
る
。

・

第
三
節
　
県
内
の

国
税
と

県
税
等

前
節
で

検
討
し
た
定
額
金
制
度
を
中
心
と
す
る
会
計
は
、

い

わ
ば
中
央
出
先
機
関
と
し
て
の

県
の

業
務
を
、

中
央
政
府
の

手
許
の

国
税
の

分
与
を

受
け
て

ま
か
な
っ

た
も
の

で

あ
っ

た
。

そ
れ
に

対
応
し
て
、

神
奈
川
県
内
か
ら
国
税
が
徴
収
さ
れ
て
い

る
こ

と
は
い

う
ま
で

も
な
い

が
、

同
時
に

県

に
は
県
段
階
で

徴
収
し
て

費
消
す
る
県
税
お
よ
び
類
似
の

収
入
も
あ
る
。

本
節
で

は
、

そ
れ
ら
租
税
を
と
り
あ
げ
る
こ

と
に

し
よ
う
。

こ

こ

で

も
利

用
し
う
る
資
料
は
、

『
県
史
料
』
所
収
の

も
の
で

あ
る
が
、

や
は
り
ま
と
ま
っ

て

計
数
が
え
ら
れ
る
の

は
一

八
七
五（
明
治
八

）
年
以
降
で

あ
り
、

そ

れ
以
前
に
つ

い

て
は
今
の

と
こ

ろ
不
明
で

あ
る
。
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一

　
国

税

種

類

と

徴

収

額

一

八
七
五

－
七
七
年
は
、

中
央
の

租
税
に

関
し
て
い

え
ば
、

地
租
改
正
が
進
行
中
で

あ
り
、

か
つ

旧
来
の

雑
税
の

大
部
分
が
整
理

さ
れ
る
一

方
、

新
し
く
印
紙
税
な
ど
が
導
入
さ
れ
て

新
旧
交
替
が
よ
う
や
く
終
わ
ろ
う
と
す
る
時
点
に

当
た
っ

て

い

る
。

そ
の

点

は
、

表
一

－

七
三

に

も
あ
ら
わ
れ
て
い

る
。

ま
ず
、

国
税
で

あ
る
か
ら
収
入
の

大
部
分
が
地
租
か
ら
成
っ

て

い

る
の

は
い

う
ま
で

も
な
い

が
、

七
五

年
度
に

も
な
お
部
分
的
に

米
納
が
な
さ
れ
て
い

る
。

七
七
年
度
に
は
、

い

ち
お
う
地
租
改
正
は
終
わ
っ

た
が
ま
だ
市
街
地
は
完
了
せ
ず
、「
地
税
仮
額
」

と
し
て

旧
来
の

額
を
徴
収
し
て
い

る
段
階
で

あ
る
。

地
租
地
券
関
係
の

税
を
除
く
と
、

あ
と
は
い

ず
れ
も
少
額
の

も
の

ば
か
り
で
あ
る
が
、

な
か
で

酒
・

煙
草
の

税
が
や
や
大
き
く
、

印
紙
税
・

車
税
な
ど
が
こ

れ
に

続
く
。

こ

の

租
税
構
成
を
全
国
平
均
と
く
ら
べ

て
み
る
と
、

地
租
（
全
国
平
均
六
六
・

六

㌫
、

七
七
年
度
、

以
下
同
じ
）
は
、

ほ
と
ん
ど
同
じ
比
重
で

あ
る
が
、

酒
（
六
・

七
㌫
）、

煙
草
（
〇
・

五
㌫
）、

印
紙
税
（
一

・

一

㌫
）
な
ど
は
、

全
国
平

均
よ
り
も
い

ず
れ
も
高
く
な
っ

て
い

る
。

こ

れ
ら
消
費
税
・

流
通
税
の

比
率
が
高
い

の

は
、

本
県
内
に
お
け
る
商
品
流
通
が
他
県
に

比
し
て

盛
ん
で

あ
る
こ

と
を
反
映
し
て

い

る
と
い

え
よ
う
。

と
こ

ろ
で
、

同
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

神
奈
川
県
か
ら
は
毎
年
国
税
と
し
て

七
〇
－
九
〇
万
円
が
吸
い

上
げ
ら
れ
る
一

方
、

前
節
で

み
た
よ
う

に

中
央
か
ら
国
税
の

分
与
を
受
け
る
の

は
、

定
額
金
制
度
を
通
じ
て

定
額
常
費
一

一

万
円
の

ほ
か
、

額
外
常
費
は
変
動
が
大
き
く
て
一

般
化
し
え
な

い

が
、

七
五

年
の
二

二

万
円
プ
ラ
ス

洋
銀
三

〇
万
ド
ル
、

七
六
・

七
七
年
は
一

〇
万
円
と
三

万
円
、

土
木
費
も
変
動
が
大
き
い

が
四
－
一

三

万
円
、

営
繕
費
二

万
円
、

警
察
費
四
－
七
万
円
で
あ
る
か
ら
、

ど
う
計
算
し
て

も
、

中
央
は
神
奈
川
県
へ

分
与
し
て
い

る
国
税
の

二

倍
か
ら
数
倍
は
吸
い

上

げ
て
い

る
こ

と
に
な
る
。

さ
ら
に
、

前
述
の

と
お
り
、

内
容
不
詳
の

税
外
収
入
と
し
て

「
大
蔵
省
納
」
さ
れ
て
い

る
一

一

万
円
な
い

し
洋
銀
一

万
三
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〇
〇
〇
ド
ル

が
あ
る
。

も
し
こ

れ
が
、

何
ら
か
の

見
合
い

な
し
に

県
か
ら
一

方
的
に

中
央
へ

向
か
っ

て

流
出
し
た
資
金
だ
と
す
れ
ば
、

そ
の

分
が
追

加
さ
れ
る
こ

と
に

な
る
。

他
府
県
で

は
、

ど
の

よ
う
な
姿
に

な
っ

て
い

た
の

で

あ
ろ
う
か
。

あ
る
い

は
、

こ

れ
と
逆
の

形
を
示
す
も
の

が
あ
る
か
も

し
れ
な
い

が
、

現
在
ま
で
の

研
究
で

は
明
ら
か
に

な
っ

て
い

な
い
。

注（1）
　
国
税
と
府
県
税
の

区
別
が
、

い

ち
お
う
は
っ

き
り
な
さ
れ
た
の

は
、

前
述
の

と
お
り
七
五
年
九
月
太
政
官
布
告
第
一

四
〇
号
で

「
従
来
ノ

租
税
賦
金
ヲ

国
税

府
県
税
ノ

二

款
ニ

分
」
け
た
の

に

は
じ
ま
る
。

だ
が
、

体
系
化
さ
れ
た
の

は
、

七
八
年
の

「
地
方
税
規
則
」
に

お
い

て
で
あ
っ

て
、

そ
れ
以
前
は
国
－
府
県

－
区
町
村
の

租
税
や
賦
課
が
重
畳
し
た
り
混
在
し
た
り
し
て

お
り
、

し
か
も
そ
れ
ら
に

関
す
る
法
令
制
度
の

改
廃
は
頻
繁
か
つ

複
雑
で

あ
り
、

と
う
て
い

こ

こ

で

叙
述
し
え
な
い
。

そ
れ
に
つ

い

て

は
、

た
と
え
ば

藤
田
武
夫
『
日

本
地
方
財
政
制
度
の

成
立
』、
林
健
久
『
日

本
に

お
け
る
租
税
国
家
の

成
立
』
な
ど

を
参
照
さ
れ
た
い
。

こ

こ

で
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、

や
や
先
取
り
的
に
で

は
あ
る
が
、

国
税
と
県
税
と
を
分
離
し
て

示
す
こ

と
に

す
る
。

『
県
史
料
』
二

三

ペ

ー
ジ

以
下
の

取
扱
い

方
も
同
じ
で

あ
る
。

（2）
　『
資
料
編
』16

近
代
・

現
代
（6）
一

八
三

に

は
、

『
県
史
料
』
に

依
っ

て

七
五
年
度
の

計
数
を
掲
げ
て

あ
る
。

（

3

）
　
こ

の

点
、

『
資
料
編
』16

近
代
・

現
代
（

6

）
一

四
八

を
参
照
。

二

　
県

税

種

類

と

徴

収

額

県
税
に
つ

い

て

の

計
数
も
、

や
は
り
『
県
史
料
』
に

七
五

年
度
以
降
の

も
の

が
の

せ
ら
れ
て
い

る
。

こ

れ
は
、

国
税
と
対
照
的
に

土
地
に
で

は
な
く
、

各
種
商
工
業
や
娯
楽
な
ど
に

課
せ
ら
れ
る
営
業
税
・

免
許
料
・

消
費
税
な
ど
と
い

う
性
質
の

も
の

で

あ
り
、

種
目
は
多
い
。

し
か
し
、

年
次
を
追
っ

て

み
る
必
要
が
あ
る
ほ
ど
大
き
な
変
化
は
な
さ
そ
う
な
の

で
、

こ

こ

で

は
事
例
と
し
て

七
六
年
度
の

も
の

を
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の

せ
て
お
く
に
と
ど
め
よ
う
。

表
一

－

七
四
に

ま
と
め
て
か
か
げ
た
も
の

が
そ
れ
で

あ
る
。

サ
ー
ビ

ス

業
、

娯
楽
を
含
め
た
当
時
の

商
工

業
の

大
部

分
が
、

こ

こ

に
カ
バ

ー
さ
れ
て
い

る
の

で

あ
ろ
う
が
、

ご
く
零
細
な
も
の

ま
で

徴
税
の

対
象
と
し
た
た
め
、

個
々

の

業
種
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
が
、

い

ず
れ
も
零
細
で
あ
る
こ

と
は
一

見
し
て

明
ら
か
で

あ
ろ
う
。

当
時
の

県
布
達
な
ど
を
み
る
と
、

こ

れ
ら
雑
多
な
県
税
の

取
扱
い

に

関
す
る
も
の

が

数
多
く
出
て

く
る
が
、

わ
ず
ら
わ
し
い

の

で

い

ち
い

ち
と
り
あ
げ
な
い
。

表
一

－

七
四
に
よ
る
と
、

ま
ず
第
一

に
、

県
税
の

収
入
額
が
三

万
五

〇
〇
〇
円
程
度
で

あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
が
、

こ

の

前
後
の

年
度
を
み
て

も

ほ
ぼ
同
額
で

あ
る
。

こ

れ
は
、

国
税
の

七
〇
－
九
〇
万
円
の

二

〇
分
の
一

な
い

し
三

〇
分
の
一

と
い

う
大
き
さ
に

す
ぎ
な
い
。

た
だ
し
、

県
が
県
内

の

住
民
か
ら
国
税
の

ほ
か
に

徴
収
す
る
の

は
、

こ

の

県
税
だ
け
で
は
な
い
。

す
ぐ
次
に

み
る

賦
金
な
ど
を
別
に

し
て

も
、

前
述
の

と
お
り
、

区
町
村

と
重
畳
し
て

と
く
に
、

土
地
や

戸
数
に

課
せ
ら
れ
る
「
民
費
」
を
徴
収
し
て
い

る
か
ら
で

あ
る
。

七
五

年
度
の

地
租
額
は
表
一

－

七
三
に

よ
れ
ば
七

八
万
円
で

あ
っ

た
か
ら
、

仮
に

そ
の

三

分
の
一

が
県
・

区
・

町
村
の

民
費
の

地
租
割
だ
っ

た
と
す
る
と
、

二

五

万
円
と
な
る
。

た
だ
し
、

そ
の

う
ち

の

県
の

取
り
分
は
わ
か
ら
な
い
。

ま
た
、

そ
の

ほ
か
に
、

戸
数
割
・

人
口

割
な
ど
の

民
費
の

う
ち
の

県
取
り
分
も
あ
っ

た
は
ず
で

あ
る
が
、

こ

れ
も

正
確
な
計
数
は
つ

か
め
な
い
。

そ

れ
に

し
て

も
、

国
税
の

大
き
さ
に

と
う
て
い

及
び
も
つ

か
な
い

こ

と
は
明
ら
か
で

あ
っ

て
、

こ

う
し
た
大
き
さ
の

コ

ン

ト
ラ
ス

ト
は
、

財
政
上
の

県
の

位
置
づ

け
を
考
え
る
上
で

記
憶
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
二

に
、

い

ず
れ
も
零
細
な
な
か
で
、

比
較
的
大
き
な
も
の

と
し
て
一

〇
〇
〇
円
以
上
収
納
さ
れ
た
も
の

を
、

大
き
な
順
に

と
り
出
す
と
、

諸
車

五
九
八
八
円
一

七
・

二

㌫
、

芸
妓
五
三

八
四
円
一

五
・

五

㌫
、

芝
居
三
二

二

七
円
九
・

三

㌫
、

質
屋
三
一

二

七
円
九
・

〇
㌫
、

酒
食
店
二

八
九
一

円

八
・

三

㌫
、

旅
泊
一

三
七
一

円
三
・

九
㌫
、

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ

れ
ら
上
位
七
種
合
計
で
、

総
額
の

六
六
㌫
に

当
た
る
二

万
三

〇
〇
〇
円
を
あ

げ
て
お

り
、

遊
興
・

娯
楽
・

飲
食
へ

の

課
税
依
存
が
著
し
く
高
い

こ

と
が
わ
か
る
。
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賦

金

明
治
初
期
に

何
を
「
賦
金
」
と
よ
ん
だ
か
は
は
っ

き
り
し
な
い

が
、

全
国
的
に

は
、

七
四
年

一

月
太
政
官
布
告
第
七
号
で
、

「
各
府
県
限
取
立
タ
ル

諸
税
」
を
「
賦
金
」
と
よ
ば
せ
て
い

る
。

さ
ら
に
、

七
五

年
に
は
中
央
の

雑
税
整
理
が
お
こ

な
わ
れ
、

そ
こ

で

廃
止
さ
れ
た
も
の

の

う
ち
、

地
方
で

営
業
取
締
り
に

必
要
な
も
の

は
地
方
限
り
で

税
と
し
て

課
税
し
う
る
こ

と
と
な
っ

た
が
、

内
務
省
は
そ
れ
ら
を

も
す
べ

て

賦
金
と
称
し
て

自
省
で

管
轄
し
た
い

と
計
画
し
、

大
蔵
省
と
争
っ

て

失
敗
し
た
例
が
あ
る
。

こ

の

限

り
で
は
賦
金
と
い

う
の

は
、

「
内
務
省
の

許
可
を
う
け
る
賦
課
」
を
さ
す
も
の

だ
っ

た
よ
う
に
み
え
る
。

と
も

あ
れ
、

こ

の

時
点
で

府
県
は
、

賦
金
と
、

こ

の

営
業
取
締
り
の

た
め
の

税
と
、

民
費
と
よ
ば
れ
て
い

た
区
町
村

と
重
な
っ

て
い

る
賦
課
と
の

三
つ

の

財
源
を
も
っ

て

い

た
こ

と
に
な
る
。

と
こ

ろ
が
、

七
五

年
九
月
太
政
官
布
告
第
一

四
〇
号
で

従
来
の

租
税
を
国
税
と
府
県
税
と
に
分
け
、

営
業
取

締
り
の

税
と
も
ど
も
「
従
来
ノ

賦
金
ヲ

府
県
税
」
と
改
称
し
た
。

こ

こ

で
、

全
国
的
に

は

賦
金

と
い

う
名
称

は
、

従
前
の

よ
う
な
意
味
で
は
存
在
し
な
く
な
り
、

府
県
税
と
民
費（
の
一

部
）
と
で

県
の

業
務
を
お
こ

な
う
体

制
に

な
っ

た
は
ず
で

あ
る
が
、

神
奈
川
県
の

場
合
は
、

特
殊
な
用
法
で

な
お
賦
金
が
存
続
し
て
い

る
。

と
い

う

の

は
、

『
県
史
料
』
に

は
前
述
の

県
税
の

計
数
を
か
か
げ
た
の

に

続
い

て
、

毎
年
「
賦
金
収
入
調
書
」
お
よ
び

の

ち
に
み
る
「
諸
歩
合
金
収
入
調
書
」
が
の

せ
ら
れ
て
い

る
か
ら
で

あ
る
。

そ
の

賦
金
を
ま
と
め
る
と
表
－

一

七
五
が
え
ら
れ
る
。

県
税
収
入
が
年
々

三

－
四
万
円
程
度
だ
っ

た
こ

と
を
考
え
る
と
、

わ
ず
か
四
種
目
だ
け
で
三

万
円
近
い

収
入

を
あ
げ
て

い

る
賦
金
収
入
の

県
財
政
に

と
っ

て

も
つ

意
味
は
大
き
く
、

県
税
に

加
え
て

み
れ
ば
、

県
の

税
収
の

表1－75　賦金収入

注　『県史料』72－80ページより作成
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遊
興
・

娯
楽
へ

の

依
存
が
い
っ

そ
う
高
ま
る
こ

と
は
い

う
ま
で

も
な
い
。

と
こ

ろ
が
、

こ

れ
ら
は
い

ち
お
う
「
税
」
と
か
「
鑑
札
料
」
と
か
の

名
称
が
付
さ
れ
て

い

る
の

に
、

前
掲
の

県
税
か
ら
こ

れ
ら

だ
け
が
分
離
さ
れ
て
い

る
の

は
な
ぜ
か
に
つ

い

て
、

明
示
的
な
説
明
は
見
当
た
ら
な
い

が
、

こ

れ
ら

は
い

わ
ば
目
的
税
と
し
て

特
別
会
計
的
に

経
理
さ
れ
て
い

た
の

で

あ
る
。

と
い

う
の

は
、

の

ち
の

こ

と
に

な
る
が
、

『
県
史
料
』
に

よ
れ
ば
、

七
九
・

八
〇
・

八
二

年
度
の

会
計
に
は
、

地
方
税
収
支
と

は
独
立
に

「
雑
課
」
と
し
て
、

娼
妓
賦
金
・

貸
座
敷
賦
金
・

引
手
茶
屋
賦
金
な

ど

を

収
入
と
し
、

黴
毒
病
院
費
・

警
察
探
偵
費
・

業
体
取
締
費
・

産
婆
養
成
処
費
・

衛
生
巡
視
員
費
な
ど
を
支
出
項
目

と
す
る
勘
定
が
の

せ
ら
れ
て
い

る
し
、

八
一

・

八
三

年
度
に

は
「
賦
金
収
支
」
と
し
て

同
じ
も
の

が

の

せ
ら
れ
て
い

る
か
ら
で

あ
る
。

こ

の

種
の

税
が
、

は
じ
め
て

設
け
ら
れ
た
の

は
一

八
七
二

年
十
月

の

「
遊
女
渡
世
規
則
」
か
ら
で

あ
ろ
う
が
、

お
そ
ら
く
そ
の

最
初
か
ら
同
じ
取
扱
い

だ
っ

た
と
思
わ

れ
る
。

歩

合

金

『
県
史
料
』
に

は
、

「
租
税
（
国
税
の

こ

と
－
引
用
者
）
決
算
額
」
「
県
税
収
入
金
調

書
」
「
賦
金
収
入
調
書
」
と
な
ら
ん
で
、

前
項
で

も
ふ

れ
た
よ
う
に

「
諸
歩
合
金

収
入
調
書
」
が
の

せ
ら
れ
て
お
り
、

七
七
年
度
に

廃
止
さ
れ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い

る
。

そ
れ
を
表
示

す
れ
ば
表
一

－

七
六
が
え
ら
れ
る
。

五
万
円
か
ら
七
万
円
と
い

う
、

と
き
に
は
全
県
税
収
入
の

二

倍
に

も
達
す
る
大
き
さ
の

こ

の

歩
合

金
は
、

七
七
年
以
後
の

県
当
局
と
横
浜
商
人
と
の

間
の

最
大
の

政
治
的
争
点
と
な
っ

た
。

そ
れ
に
つ

表1－76　歩合金収入

注　『県史料』72－80ページより作成
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い

て
こ

こ

で

く
わ
し
く
述
べ

る
余
裕
は
な
い

が
、

当
面
必
要
な
限
り
で

関
説
し
て
お
く
。

ま
ず
、

紛
争
の

原
因
は
、

元
来
こ

の

歩
合
金
の

性
格
が
あ

い

ま
い

だ
っ

た
こ

と
に
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

県
側
で

は
こ

れ
は
県
へ

納
め
る
べ

き
県
税
の
一

種
で
あ
る
と
し
た
の

に

た
い

し
て
、

横
浜
商
人
側
は
、

任
意
の

拠
出
金
で

あ
る
と
し
て
い

た
の

で

あ
る
。

こ

れ
は
、

万
延
元
年
（
一

八
六
〇
）
か
ら
は
じ
ま
っ

た
も
の

で
、

横
浜
の

売
込
商
（
の

ち
引
取
商
も

含
む
）
か
ら
売
込
高
（
引
取
高
）
の
一

〇
〇
〇
分
の

五
を
町
費
と
し
て

徴
収
し
て

町
会
所
で

保
管
し
、

町
の

費
用
に
あ
て

て
い

た
も
の

で

あ
る
。

新
政

府
も
、

こ

れ
を
直
接
保
管
し
、

実
際
に
は
県
税
に

加
え
て

横
浜
の

道
路
橋
梁
修
復
そ
の

他
の

費
用
を
ま
か
な
っ

て

き
た
。

し
た
が
っ

て
、

実
質
的
に

は
県
の

行
政
機
構
の
一

端
と
し
て
の

大
区
の

費
用
を
ま
か
な
っ

て
い

た
の

で

あ
っ

て
、

そ
の

意
味
で

県
税
を
補
う
も
の

で

あ
っ

た
が
、

由
来
と
し
て

は
商
人
た
ち
の

自
発
的
な
拠
出
・

積
立
に
な
る
も
の

で

あ
っ

た
。

そ
れ
を
七
七
年
に

い

た
っ

て

廃
止
し
、

区
費
の
一

部
を
ま
か
な
う
も
の

と
し
て
の

第
一

営
業
割
（
従
来
の

歩
合
金
と
ほ
ぼ
同
じ
方
式
で

徴
収
、

金
額
五
万
円

）
と
第
二

営
業
割
（
小
売
業
者
に

利
益
金
の
一

〇
〇
〇
分
の

五
を
課
す
る

）
と
に

分
け

る
こ

と
と
な
っ

た
。

商
人
ら
が
こ

の

機
会
に
、

歩
合
金
会
計
の

明
細
が
明
確
で

な
く
、

区
長
が
専
断
で

徴
収
す
る
の

に

反
発
し
て

積
立
金
の

引
渡
し

を
拒
否
し
、

県
と
争
っ

た
の

が
紛
争
の

あ
ら
ま
し
で

あ
る
。

長
い

い

き
さ
つ

の

の

ち
、

七
八
年
に

商
人
の

自
発
的
な
徴
収
と
保
管
を
前
提
と
し
、

正

租
五

分
の
一

の

区
費
で

不
足
す
る
と
こ

ろ
を
補
う
た
め
に

歩
合
金
を
区
務
所
へ

引
き
渡
す
、

と
い

う
建
前
が
確
認
さ
れ
て

争
い

は
落
着
し
た
。

こ

の

歩
合
金
紛
争
は
、

金
額
が
大
き
い

こ

と
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、

実
力
あ
る
商
人
の

自
発
的
な
拠
出
金
と
い

う
こ

の

資
金
の

伝
統
的
な
性
格
と
、

そ
れ

を
県
・

大
区
・

小
区
制
を
支
え
る
県
税
な
い

し
区
費
に

完
全
に

組
み
込
み
、

県
の

徴
収
体
制
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
県
官
僚
の

立
場
と
の

衝
突
が

う
み
出
し
た
、

い

わ
ば
近
代
的
地
方
税
制
確
立
前
夜
の
エ

ピ

ソ

ー
ド
で

あ
っ

た
と
い
っ

て
よ
い
。

民

費

県
に
は
、

上
記
の

県
税
・

賦
金
・

歩
合
金
な
ど
の

ほ
か
に
、

「
民
費
」
と
よ
ば
れ
る
収
入
部
分
が
あ
っ

た
。

そ
れ
は
金
額
か
ら
い

え

ば
、

お
そ
ら
く
一

〇
数
万
円
に

の

ぼ
っ

た
は
ず
で
、

た
と
え
ば
、

す
ぐ
次
に

み
る
七
八
年
度
の

場
合
に
は
一

三

万
二

九
五
五

円
が

計
上
さ
れ
て

い

る
（『
県
史
料
』
九
〇
八
ペ

ー
ジ

）
が
、

そ
の

詳
細
を
示
す
資
料
は
な
い
。

と
く
に

民
費
と
い

う
の

は
、

の

ち
に

区
町
村
財
政
と
関
連
し
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て

述
べ

る
よ
う
に
、

「
収
入
」
と
「
支
出
」
を
い

ず
れ
も
民
費
と
よ
ぶ
と
い

う
こ

と
、

お
よ
び
県
の

収
支
の

う
ち
の

県
税
・

賦
金
・

歩
合
金
な
ど
を
除

い

た
も
の

（
地
租
割
・

戸
数
割
な
ど
）
に

加
え
て

大
小
区
の

収
支
や
町
村
の

収
支
す
べ

て

を
民
費
と
よ
ん
で

い

る
た
め
、

あ
ら
ゆ
る
意
味
で

区
別
が
し

に

く
い
。

ま
た
、

そ
の

こ

と
自
体
に

当
時
の

財
政
の

実
態
が
あ
ら
わ
れ
て
い

る
の

で

あ
る
。

し
た
が
っ

て
、

民
費
に

関
す
る
資
料
が
え
ら
れ
る
場
合

も
、

そ
れ
ら
が
合
わ
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
場
合
が
多
く
、

結
局
、

県
の

収
入
と
し
て

の

民
費
だ
け
を
と
り
出
す
こ

と
は
、

目
下
の

と
こ

ろ
不
可
能
で

あ
る
。注（

1

）
　
こ

こ

で
の

「
県
税
」
の

定
義
に

か
か
わ
る
が
、

地
価
（
地
租
・

反
別
・

石
高
）
割
や
戸
数
割
・

人
口

割
な
ど
で

徴
収
さ
れ
た
も
の

は
、

県
レ

ベ

ル

の

も
の

で

も
「
県
税
」
に
加
え
ら
れ
ず
、

お
そ
ら
く
後
述
の

「
民
費
」
に

加
え
ら
れ
て
い

る
の

で

あ
ろ
う
。

た
だ
し
、

同
じ
『
県
史
料
』
の

九
〇
七
ペ

ー
ジ

に
あ
る
「
県
税
」
は
、

そ
の

大
き
さ
か
ら
み
て

（
一

五
万
円
余
）、
「
民
費
」
を
含
ん
で
い

る
も
の

と
考
え

ら
れ
る
。

こ

の

点
、

後
述
の

「
区
町
村
の

財
政
」
を
参
照
。

（

2

）
　
前
項
注
（

2

）
の

資
料
に
七
五
年
度
分
県
税
が
含
ま
れ
て
い

る
の

で
、

参
照
さ
れ
た
い
。

（3）
　
お
も
な
県
税
に
つ

い

て

は
、

『
資
料
編
』16

近
代
・

現
代
（

6

）
一

六
七

に
、

そ
の

成
立
の

由
来
と
課
税
方
式
に
つ

い

て

の

説
明
が
あ
る
。

ま
た
県
税
の

大
部
分
は

営
業
税
・

免
許
料
な
ど
で

あ
る
が
、

『
県
史
料
』
禁
令
の

部
な
い

し
規
則
の

部
に
は
、

ほ
と
ん
ど
す
べ

て
の

営
業
種
目
に

関
す
る
規
則
が
の

せ
ら
れ
て

お
り
、

そ
れ
ら
は
同
時
に

営
業
税
・

免
許
料
の

根
拠
法
規
で

も
あ
る
の

で
、

関
連
し
て

参
照
を
こ

い

た
い
。

（

4

）
　
七
五

年
度
、

三
万
二

七
九
五
円
、

七
七
年
度
、

四
万
〇
二

二

二

円
で

あ
る
（『
県
史
料
』
七
八
－
八
〇
ペ

ー
ジ

）。

（

5

）
　
く
わ
し
く
は
林
健
久
『
日

本
に

お
け
る
租
税
国
家
の

成
立
』
二

二

四
ペ

ー
ジ

以
下
を
参
照
。

（6）
　『
県
史
料
』
二

七
ペ

ー
ジ
に

は
「
県
租
即
チ
賦
金
」
と
し
て
、

す
べ

て
の

県
税
を
賦
金
と
よ
ん
で
い

る
用
法
も
見
ら
れ
る
。

（

7

）
　
神
奈
川
県
だ
け
の

特
殊
な
用
法
と
は
い

え
な
い

と
思
わ
れ
る
が
、

他
府
県
に
つ

い

て

は
、

目
下
不
明
で

あ
る
。
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（8）
　『
県
史
料
』
九
一

八
－
九
六
二
ペ

ー
ジ
。

な
お
、

こ

れ
ら
の

資
料
が
出
て

く
る
時
期
に
は
、

こ

の

「
雑
課

」
な
い

し
「
賦
金
収
支

」
に
の

せ
ら
れ
て
い

る「
賦

金
」
の

ほ
か
に
「
地
方
税
収
入
」
や
「
地
方
税
元
受
」
の

な
か
に
、

地
方
税
や
国
庫
下
渡
金
と
な
ら
ん
で
、

も
う
ひ
と
つ

の

「
賦
金

」
が
の

せ
ら
れ
て

い

る

が
、

そ
の

実
態
は
不
明
で

あ
る
。

（9）
　『
県
史
料
』
六
二

六
ペ

ー
ジ
に
七
四
年
三

月
の

「
遊
女
渡
世
規
則
」
が
の

せ
ら
れ
て

お
り
、

そ
の

な
か
に
「
明
治
五
年
十
月
相
定
候
」
と
の

記
述
が
あ
る
。

（10

）　
こ

の

件
に
つ

い

て

は
、

『
横
浜
市
史
』
第
三

巻
下
第
三

編
が
く
わ
し
く
論
じ
て
い

る
。

第
四
節
　
県
・

区
町
村
の

経
費

一

　
県
の

経
費

県

の

経

費

さ
き
に

述
べ

た
よ
う
に
、

定
額
金
制
度
等
は
、

県
の

行
政
の

う
ち
い

わ
ば
中
央
の

機
関
と
し
て
の

収

支
を

示
す
も
の

で

あ
っ

た

が
、

県
が
独
自
に

お
こ

な
う
収
支
は
そ
こ

に

含
ま
れ
て
い

な
か
っ

た

の

で
、

こ

こ

で

は
そ
れ
を
と
り
あ
げ
る
こ

と
に

し
よ
う
。

『
県
史
料
』
に

は
七
八
年
度
に
つ

い

て
、

や
や
ま
と
ま
っ

た
支
出
内
容
が
の

せ
ら
れ
て
い

る
。

も
っ

と
も
、

同
年
度
は
、

途
中
か
ら「
地
方
税
規
則
」

に
よ
っ

て

会
計
が
処
理
さ
れ
る
よ
う
に

変
わ
っ

た
た
め
、

七
－
十
一

月
の

「
県
税
」（『
県
史
料
』
九
〇
七
ペ

ー
ジ

）
と
、

十
二

月
か
ら
翌
七
九
年
六
月

ま
で

の

「
仮
地
方
税
」（『
県
史
料
』
九
〇
八
－
九
一

〇
ペ

ー
ジ

）
の
二

つ

に

分
け
て

掲
げ
ら
れ
て
い

る
が
、

通
年
の

様
子
を
み
る
た
め
に

は
、

両
者
を

合
わ
せ
て

み
る
必
要
が
あ
る
の

で
、

多
少
の

く
い

違
い

は
あ
り
う
る
が
、

い

ち
お
う
合
計
し
て

表
に

示
し
た
の

が
表
一

－

七
七
で

あ
る
。
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こ

れ
で

み
る
と
、

年
間
三

六
万
円
の

支
出
と
な
っ

て
お
り
、

こ

れ
を
ま
か
な
っ

た
の

は
、

表
に

は
の

せ
な
か
っ

た
が
県
税
二

〇
万
円
、

民
費
一

三

万
円
、

雑
課
三

万
円
な
ど
で

あ
っ

た
。

こ

の

う
ち
、

県
税
・

雑
課
（
賦
金
）
に
つ

い

て

は
、

既
述
し
た
と
こ

ろ
で

あ
り
、

民
費
の

詳
細
は
前
述
の

と

お
り
不
明
で

あ
る
。

し
か
し
、

と
も
か
く
県
独
自
の

行
政
と
い

う
の

は
、

こ

の

三

者
に

よ
っ

て

ま
か
な
わ
れ
た
の

で

あ
っ

た
。

と
こ

ろ
で

同
表
に
よ

る
と
、

こ

の

時
点
で

の

県
の

最
大
の

費
目
は「
瓦
斯
燈
諸
費
」で
あ
る
。

こ

れ
は
周
知
の

よ
う
に
、

横
浜
を
象
徴
す
る
ガ
ス

燈
に

関
す
る
経
費
で

あ
る

が
、

実
は
こ

の

前
後
の

年
に
は
こ

の

費
目
は
見
当
た
ら
な
い
。

お
そ
ら
く
こ

の

年
度
特
有
の

支
出
で

あ
っ

て
、

当
時
進
行
中
の

ガ
ス

局
事
件
（
ガ
ス

局
を
め
ぐ
る

紛
争
に
つ

い

て

は
、

『
横
浜
市
史
』
第
三

巻
下

第
一

・

二

章
を
参
照
）
と
何
ら
か
の

関
係
が
あ
っ

た

と

察
せ
ら
れ
る
が
、

断
定
は

で

き

な

い
。

ま
た
、

金
額
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い

が
、

十
全
医
院
や
黴
毒
病
院
関
係
の

費
用
が
こ

こ

に
の
っ

て
い

る
の

は
、

収
入
側
で

雑
課
が
の
っ

て

い

る
の

に

対
応
し
て
い

る
も
の

で

あ
る
。

し
か
し
、

こ

れ
も
こ

の

時
か
ぎ
り
で
、

前
述
の

と
お
り
、

こ

れ
以
前
も
こ

の

の

ち
も
雑
課
な
い

し
賦
金
と

し
て

特
別
会
計
的
に

取
り
扱
わ
れ
て
い

る
も
の

が
、

ち
ょ

う
ど
制
度
変
更
の

境
目
に

当
た
る
こ

の

時
だ
け
、

こ

の
一

般
会
計
に

含
ま
れ
た
も
の

と
み

え
る
。

そ
こ

で
、

そ
れ
ら
を
除
い

て

考
え
て

み
る
と
、

最
も
大
き
い

の

は
「
戸
長
以
下
給
料
」
の
一

四
・

四
㌫
で

あ
る
が
、

こ

れ
に

「
同
旅
費
同
職
務
取

扱
諸
費
」「
民
費
補
出
」
な
ど
を
加
え
、

さ
ら
に

「
郡
区
吏
員
給
料
」
な
ど

郡
区
関
係
費
を
加
え
る
と
、

い

わ
ば
県
の

出
先
と
し
て
の

郡
区
町
村
に

関
す
る
費
用
だ
け
で

二

七
㌫
に
の

ぼ
る
こ

と
に
な
る
。

県
独
自
の

行
政
の

最
大
の

も
の

が
こ

う
し
た
経
費
で

あ
る
と
い

う
の

は
、

中
央
－
府
県
－
郡

区
町
村
と
い

う
行
政
組
織
を
確
立
し
よ
う
と
し
て

い

た

当
時
の

日

本
全
体
の

流
れ
に

沿
っ

た
あ
り
か
た
だ
っ

た
と
い
っ

て
よ
い
。

こ

れ
に

次
い

で

「
水
道
費
」が
大
き
い

が
、

こ

れ
も
ガ
ス

と
並
ん
で
、

当
時
最
も
先
進
的
な
水
道
事
業
を
神
奈
川
県
な
り
横
浜
な
り
が
も
っ

て
い

た
こ

と
の

反
映
で
あ

り
、

こ

の

時
点
で

は
、

他
府
県
に

例
を
み
な
い

大
き
さ
だ
と
思
わ
れ
る
。

「
警
察
費
へ

補
出
」
が
こ

れ
に

続
い

て

い

る
が
、

こ

れ
は
『
県
史
料
』
九

〇
五
ペ

ー
ジ

に
、

「
警
察
官
費
」
に

続
い
て

掲
げ
ら
れ
て

い

る
「
警
察
県
費
」
の

元
受
高（
収
入
源
）
四
万
四
六
三

六
円
の

う
ち
の
、

課
出
金
一

万
〇
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八
三
五
円
を
除
い

た
賦
金
八
六
九
三

円
と
地
方
税
二

万
四
一

〇
六
円
の

合
計
と
対
応
し
て
い

る
。

以
下
、

道
路
関
係
費
、

勧
業
関
係
費
、

衛
生
・

病

院
関
係
費
な
ど
が
比
較
的
大
き
い

も
の

と
し
て

あ
げ
ら
れ
よ
う
。

二

　
区
町
村
の

経
費

民

費

さ
き
に

述
べ

た
よ
う
に
、

「
民
費
」
と
い

う
の

は
区
町
村
の

収
支
に

限
ら
ず
、

県
の

収
支
の

う
ち
、

県
税
・

賦
金
・

歩
合
金
な
ど

に
よ
ら
な
い

部
分
を
も
含
ん
で

い

る
。

し
た
が
っ

て
、

区
町
村
財
政
と
し
て
、

民
費
を
と
り
出
す
の

は
問
題
が
残
る
が
、

し
か
し

逆
に
い

え
ば
、

わ
ず
か
に

得
ら
れ
る
民
費
の

計
数
の

な
か
に
、

少
な
く
と
も
区
町
村
の

収
支
は
ほ
ぼ
す
べ

て

含
ま
れ
て

い

る
と
い

え
る
の

で
、

い

ち

お
う
こ

こ

で
は
そ
う
い

う
取
扱
い

を
す
る
こ

と
に

す
る
。

む
し
ろ
積
極
的
に

い

え
ば
、

「
地
方
税
規
則
」
施
行
の

七
八
年
以
前
に
は
、

県
・

区
・

町

村
の

財
政
と
く
に

民
生
関
係
の

財
政
区
分
は
必
ず
し
も
は
っ

き
り
し
て

お
ら
ず
、

そ
の

こ

と
が
そ
れ
ら
を
総
称
す
る
民
費
と
い

う
言
葉
を
う
み
出
し

て
い

る
の

で

あ
っ

て
、

こ

う
い

う
取
扱
い

方
が
実
態
を
反
映
し
て
い

る
と
も
い

え
る
の

で

あ
る
。

と
こ

ろ
で
、

三

新
法
以
前
の

町
村
財
政
は
、

明
治
五

年
（
一

八
七
二

）
四
月
の

「
大
区
・

小
区
制
」
採
用
と

七
三

年
以
降
実
施
さ
れ
た
地
租
改
正

事
業
に
よ
っ

て

大
き
な
影
響
を
う
け
た
。

前
者
に
つ

い

て

い

え
ば
、

こ

の

制
度
の

採
用
以
前
の

町
村
は
ほ
と
ん
ど
江
戸
時
代
そ
の

ま
ま
の

制
度
と
財

政
と
を
続
け
て

い

た
の

に
、

大
区
・

小
区
制
の

採
用
に

よ
っ

て
、

少
な
く
と
も
形
式
的
に

は
町
村
は
行
政
の

単
位
で

は
な
く
な
り
、

区
制
の

な
か
に

吸
収
さ
れ
て

し
ま
っ

た
こ

と
に

な
る
。

実
態
は
必
ず
し
も
そ
う
は
い

え
な
い

が
、

行
政
制
度
と
し
て
は
こ

の

の

ち
三

新
法
で

甦
生
す
る
ま
で
、

町
村

は
い
っ

た
ん
そ
の

姿
を
没
し
た
こ

と
に
な
る
の

で

あ
る
。

こ

れ
に

伴
っ

て
、

伝
統
的
な
名
主
や
年
寄
は

廃
さ
れ
て
、

区
長
・

戸
長
が
そ
れ
に

代
わ
り
、

大
小
区
行
政
の

中
心
と
な
る
に
い

た
っ

た
。

つ

ぎ
に
、

地
租
改
正
に
つ

い

て

い

え
ば
、

一

般
的
に
い
っ

て

も
こ

れ
が
封
建
社
会
か
ら
近
代
社
会
へ

の
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移
行
の

中
心
を
な
し
た
の

で

あ
る
か
ら
、

そ
の

影
響
が
大
き
い

の

は
当
然
で

あ
る
が
、

町
村
財
政
と
し
て
い

え
ば
、

そ
の

収
入
源
が
こ

れ
に

よ
っ

て

き
び
し
く
制
限
さ
れ
た
こ

と
の

意
味
が
大
き
い
。

と
い

う
の

は
、

ぼ

う
大
な
改
正
事
業
の

費
用
を
町
村
が
負
担
し
た
こ

と
を
別
と
し
て

も
、

町
村
は

も
と
も
と
県
の

よ
う
に

独
立
し
た
税
を
持
っ

て

お
ら
ず
、

民
費
の

財
源
は
反
別
割
・

石
高
割
な
ど
と
い

う
土
地
へ

の

貢
租
へ

の

付
加
金
か
、

戸
数
割
・

人
口

割
な
ど
で

あ
っ

た
の

に
、

「
地
租
改
正
条
例
」
に
よ
っ

て

土
地
へ

の

賦
課
は

地
租
の

三

分
の
一

以
内
と
さ
れ
、

そ
れ
さ
え
七
七
年
の

減
租
の

際
、

五
分
の
一

へ

と
引
き
下
げ
ら
れ
た
か
ら
で

あ
る
。

し
た
が
っ

て
、

そ
の

制
限
で

ま
か
な
い

切
れ
な
い

度
合
が
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

戸
数
割
や
人

口

割
へ

の

依
存
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、

そ
う
す
る
た
め
に

は
、

そ
の

範
囲
内
で

あ
る
程
度
は
能
力
に

応
じ
た
負
担
の

方
式
を
あ
み
出
さ

ざ
る
を
え
な
い
、

と
い

う
よ
う
に
、

実
質
も
制
度
も
大
き
く
ゆ
さ
ぶ

ら
れ
た
の

で

あ
っ

た
。

と
こ

ろ
で
、

全
国
的
な
民
費
に
つ

い

て
の

統
計
は
、

『
日

本
府
県
民
費
表
』
と
い

う
か
た
ち
で

残
さ
れ
て
お
り
、

む
ろ
ん

神
奈
川
県
も
そ
の

な
か

に

含
ま
れ
て
い

る
。

一

方
、

『
資
料
編
』16
近
代
・

現
代
（

6

）
四
五
五

に

は
七
三

年
度
分
が
、

同11

同
（

1

）
四
四

に

は
七
五

年
度
分
が
の

せ
ら
れ
て

い

て
、

こ

ち
ら
の

ほ
う
が
全
国
の

も
の

よ
り
経
費
の

分
類
が
こ

ま
か
い
。

こ

こ

で
は
、

そ
の

う
ち
、

後
者
を
整
理
し
た
表
一

－

七
八
を
掲
げ
て

お
く
。

こ

れ
に

よ
っ

て

み
る
と
、

七
五

年
度
の

民
費
総
額
は
五
七
万
円
で

あ
っ

て
、

同
年
の

定
額
金
（
定
額
常
費
・

額
外
常
費
・

臨
時
費
）
三
五

万
円
・

洋
銀
三

〇
万

ド
ル
、

土
木
費
（
官
費
・

県
費
）
四
・

三

万
円
、

警
察
費
（
官
費
・

県
費
）
五
・

四
万
円
、

営
繕
費
一

万
円
、

合
計
四
五
・

七
万
円
・

洋
銀
三

〇
万
ド

ル

と
い

う
、

こ

れ
ま
で

み
て

き
た
官
費
・

県
費
支
出
に

く
ら
べ

て
、

そ
の

大
き
さ
が
わ
か
る
で

あ
ろ
う
。

と
く
に
、

洋
銀
三

〇
万
ド
ル

は
こ

の

年
だ

け
の

例
外
的
な
支
出
だ
か
ら
、

こ

れ
を
別
に

す
る
と
、

県
内
の

官
費
・

民
費
合
計
の

総
行
政
費
は
一

〇
二

万
円
で
、

官
費
（
県
費
を
含
む
）
四
四
㌫
、

民
費
五

六
㌫
と
な
る
。

と
こ

ろ
で
、

表
一

－

七
八
で

地
租
改
正
入
費
と
国
役
金
と
を
い

ち
お
う
別
掲
し
た
の

は
、

原
資
料
の

説
明
に
よ
れ
ば
、

民
費
と
し
て

恒
常
的
な
も

の

と
は
い

え
な
い

か
ら
で

あ
る
。

そ
れ
を
別
に

し
て
、

民
費
の

構
成
比
を
み
る
と
、

区
務
・

区
戸
長
関
係
費
で

三
五

㌫
、

道
路
堤
防
等
の

土
木
費
二
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〇
㌫
、

学
校
費
一

六
㌫
な
ど
が
き
わ
だ
っ

て

大
き
い
。

と
こ

ろ
で

同
表
中
※
印
を
付
し
た
も
の

は
、

義
務
的
な
色
彩
が
濃
い

と
思
わ
れ
る
も
の

を
と

り
出
し
た
の
で

あ
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
三
五

万
円
の

う
ち
の

六
八
㌫
に

当
た
る
し
、

も
し
、

こ

れ
に
地
租
改
正
入
費
と
国
役
金
を
含
め
て

総
額
五
七
万

円
と
対
比
す
る
と
、

八
〇
㌫
が
義
務
的
な
経
費
に

当
た
る
こ

と
に

な
る
。

こ

の

数
字
は
む
ろ
ん
い

ち
お
う
の

試
算
に

す
ぎ
な
い

が
、

民
費
と
い
っ

て

も
、

全
体
の

重
心
は
、

中
央
政
府
を
頂
点
と
す
る
統
治
機
構
の
一

環
と
し
て
の
、

な
い

し
は
そ
の

形
成
の

た
め
の

経
費
に
か
か
っ

て
い

た
こ

と
は
た

し
か
で

あ
ろ
う
。

そ
れ
だ
け
に
、

国
全
体
と
し
て
は
民
費
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
区
町

村
の

行
政
を
、

慎
重
に

か
つ

確
実
に
遂
行
す
る
必
要
が
あ
っ

た
。

と
り
わ
け
区
町
村
は
、

そ
れ
自
体
の

民
費
収
支
の

う
ち
に
、

徴
税
の

末
端
機
構
と
し
て

国
税
や
県
税
を
確
保
す
る
と
い
っ

た
機
能
を
も
っ

て

い

た
か
ら
、

各
種
の

「
区
戸
長
心
得
書
」
や
「
戸
長
副
戸
長
事
務
取
扱
」「
区
長
事
務
章
程
」
な
ど
に
は
、

民
費
に

関
し
て
正
確
な
収
支
を

帳
簿
に

記

入
し
、

住
民
の

納
得
を
得
つ

つ

併
せ
て

国
税
・

県
税
の

収
納
を
確
保
す
べ

き
旨
の

規
定
が
、

繰
り
返
し
定
め
ら
れ
て

い

る
。

そ
れ
に

対
応
し
て
、

県

会
・

大
小
区
会
議
・

町
村
会
議
な
ど
の

条
例
や
議
事
規
則
や
会
議
心
得
な
ど
に
は
、

民
費
賦
課
の

方
法
・

支
出
・

検
査
な
ど
が
、

最
も
重
要
な
役
割

と
し
て
定
め
ら
れ
て
い

る
。

と
こ

ろ
で
、

表
一

－

七
八
に

示
さ
れ
る
よ
う
に
、

七
五
年
度
の

民
費
は
五
七
万
円
弱
で

あ
っ

た
が
、

上
述
の

と
お
り
七
七
年
に

民
費
の

う
ち
、

土

地
へ

賦
課
し
う
る
の

は
地
租
の

五
分
の
一

と
制
限
さ
れ
た
。

と
こ

ろ
が
、

同
年
の

地
租
額
は
七
八
万
円
弱
で

あ
っ

た
か
ら
、

そ
の

五

分
の
一

と
す
る

と
、

わ
ず
か
一

六
万
円
弱
に

す
ぎ
ず
、

四
一

万
円
も
差
が
あ
る
。

仮
に
、

地
租
改
正
入
費
と
国
役
金
を
除
い
て

も
三
五
万
円
と
一

六
万
円
と
の

差
二

〇
万
円
弱
が
生
ず
る
。

七
七
年
初
の

県
会
に
、

こ

の

件
に
つ

い

て

「
民
費
賦
課
法
議
案
」（『
資
料
編
』11

近
代
・

現
代
（1）
四
四

）
が
提
出
さ
れ
て
い

る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、

も
と
も
と
民
費
を
土
地
所
有
者
だ
け
に

課
す
の

は
不
公
平
で

あ
る
し
、

土
地
賦
課
制
限
一

五
万
円
と
い

う
こ

と
で

あ
れ
ば
、

七
七

年
度
現
在
の

計
数
で

み
て
、

三
五
万
円
の

う
ち
一

五
万
円
に

近
い

三
五
㌫
を
土
地
へ
、

残
り
の

六
五
㌫
を
戸
数
に

課
す
こ

と
に

す
れ
ば
、

平
準
を
得

な
が
ら
民
費
を
ま
か
な
い

う
る
こ

と
に

な
る
と
さ
れ
て

い

る
。

さ
ら
に
、

戸
数
に

課
す
る
に

当
た
っ

て

は
、

資
産
の

厚
薄
に

よ
り
一

二

級
に

わ
け
て
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賦
課
す
る
の

が
望
ま
し
い

と
、

応
能
的
な
課
税
方
法
を
提
言
し
て
い

る
。

ち
な
み
に

同
案
に

よ
れ
ば
、

当
時
の

現
戸
数
は
一

二

万
七
一

五
五

戸
で

あ

る
が
、

こ

の
一

戸
が
平
均
三

戸
を
兼
ね
る
も
の

と
み
な
せ
ば
四
倍
の

五

〇
万
八
六
二

〇
戸
が
得
ら
れ
、

こ

れ
で

負
担
す
べ

き
額
を
除
す
れ
ば
一

戸
に

つ

き
四
三

銭
六
厘
四
毛
余
が
え
ら
れ
る
。

こ

れ
を
一

二

級
の
一

戸
に

課
す
る
最
小
単
位
（
一

個

）
と
す
る
の
で

あ
る
。

し
か
し
、

「
家
産
ノ

厚
薄
ヲ

調

査
ス

ル

ハ

実
ニ

至
難
ノ

要
件
」
で

あ
る
か
ら
、

「
区
戸
長
村
吏
及
代
議
人
等
ニ

テ

親
ク
実
際
ヲ

考
究
シ

テ
篤
ト
商
議
ヲ

尽
シ

衆
評
ノ

可
ト
ス

ル

所
ヲ

以
テ

」
等
級
を
定
め
る
べ

き
こ

と
、

お
よ
び
、

町
駅
村
の

表
、

小
区
の

表
、

大
区
の

表
、

県
全
体
の

表
の

四
葉
を
作
成
し
、

そ
れ
ぞ
れ
を
通
じ
て

等

級
の

全
県
的
な
平
衡
の

確
保
を
可
能
な
ら
し
め
る
べ

き
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。

こ

の

民
費
は
繰
り
返
し
の
べ

た
よ
う
に
、

県
－
区
－
町
村
各
段
階
に

ま
た
が
っ

た
も
の

で

あ
る
が
、

同
案
で

は
、

こ

れ
を
「
一

般
ニ

賦
ス

ヘ

キ
モ

ノ

」「
一

大
区
ニ

賦
ス

ヘ

キ
モ

ノ

」、
「
組
合
一

小
区
一

村
」
に

賦
す
べ

き
も
の
に
分
け
、

そ
の

区
分
を
左
の

よ
う
に

示
し
て

い

る
（『
資
料
編

』11

近
代
・

現
代
（1）
四
四

）。

区
分
の

原
則
は
、

当
該
経
費
の

効
果
の

及
ぶ
範
囲
に

よ
っ

て
い

る
よ
う
で

あ
る
。

一

般
ニ

賦
ス

ヘ

キ
科
目

一

　
県
庁
営
繕
費

一

　
徴
役
場
及
監
獄
営
繕
費

一

　

国
道
県
道
営
繕
費

一

　
布
告
書
類
頒
布
費

一

　
管
内
一

般
臨
時
諸
費
ノ

諸
費

一

　
国
道
掃
除
費

一

　

巡
査
給
料
及
警
察
費

一

　
復
籍
人
逓
送
費
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一

　

掲
示
場
建
築
修
繕
費

一

　
難
船
救
助
費

一

　
支
庁
及
出
張
先
官
員
往
復
書
郵
送
費

一

　
徴
兵
下
調
費

一

　
中
学
校
入
費

一

　
中
学
校
吏
員
教
員
以
下
月
給
旅
費

一

　
師
範
学
校
入
費

一

　

師
範
訓
導
吏
員
以
下
月
給
旅
費

一

　
学
区
取
締
月
給
旅
費

一

　
巡
回
訓
導
月
給
旅
費

大
区
限
賦
課
ス

ヘ

キ
科
目

一

　
正
副
区
長
筆
生
小
使
月
給

一

　
正
副
区
長
筆
生
筆
墨
料

一

　
区
務
所
借
地
料
并
家
賃

一

　

用
紙
用
度
品
買
入
費

一

　
正
副
区
長
筆
生
出
庁
及
区
内
巡
回
旅
費

一

　
租
税
金
庁
納
迄
ノ

入
費

一

　
脚
夫
賃

一

　
区
務
所
営
繕
費
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一

　
区
務
所
諸
器
物
買
入
費

一

　
臨
時
雇
入
物
書
給
料

一

　
大
区
限
取
調
物
入
費

一

　
勧
業
掛
月
給

小
区
限
賦
ス

ヘ

キ
科
目

一

　
正
副
戸
長
書
役
小
使
月
給

一

　
正
副
戸
長
書
役
筆
墨
料

一

　
扱
所
借
地
料
並
家
賃

一

　
用
紙
用
度
品
買
入
費

一

　
布
告
配
達
費

一

　
租
税
金
徴
収
入
リ
区
務
所
ヘ

送
致
迄
ノ

入
費

一

　
正
副
戸
長
県
庁
ヘ

出
張
旅
費

一

　
脚
夫
賃

一

　
扱
所
修
繕
費

一

　
扱
所
諸
器
物
買
入
費

一

　
臨
時
増
置
書
役
日
給

一

　
小
区
限
取
調
物
入
費

一

村
限
賦
課
ス

ヘ

キ
科
目

一

　
村
用
掛
月
給
并
雇
小
使
日
給
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一

　
村
用
掛
筆
墨
料

一

　
村
用
掛
用
紙
用
度
品
買
入
費

一

　
村
用
ニ

付
村
用
掛
出
庁
旅
費

一

　

火
水
盗
難
猪
鹿
予
防
費

一

　
戸
籍
調
費

一

　
一

村
限
取
調
物
諸
入
費

実
際
ニ

応
シ

組
合
ヲ

設
ケ
賦
課
ス

ヘ

キ
科
目

一

　

用
悪
水
路
修
繕
費

一

　
小
学
校
諸
費

一

　

小
学
校
教
員
世
話
役
等
月
給

一

　
暴
漲
水
防
費

一

　
養
蚕
世
話
役
給
料

一

　
井
堰
守
給
料

一

　
時
鐘
費

一

　
溜
井
修
繕
費

一

　
里
道
修
繕
費

こ

の

区
分
は
、

そ
れ
ま
で
の

慣
行
を
や
や
整
理
し
た
か
た
ち
に

ま
と
め
た
も
の

と
み
な
す
こ

と
が
で

き
そ
う
で
、

こ

れ
を
手
が
か
り
に

し
て
、

当

時
の

民
費
の

県
や
町
村
の

間
の

配
分
が
、

あ
る
程
度
は
見
当
を
つ

け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
、

表
一

－

七
八
を
こ
の

区
分
に

し
た
が
っ

て

各
段
階
に

割
り
付
け
る
こ

と
は
、

目
下
の

と
こ

ろ
無
理
の

よ
う
で

あ
る
。

©神奈川県立公文書館



注（1）
　
神
奈
川
県
で

は
、

七
四
年
六
月
ま
で
は
「
小
区

」
と
い

わ
ず
、

二

〇
〇
〇
石
を
め
ど
に

数
か
村
を
合
併
し
て
「
番
組

」
と
よ
ん
だ
よ
う
で
あ
る
（『
資
料
編

』

11
近
代
・

現
代
（

1

）
一

四

・

三
〇

を
参
照
）。

（

2

）
　
藤
田
武
夫
『
日

本
地
方
財
政
制
度
の

成
立
』
四
二

－
四
三
ペ

ー
ジ

）。

（

3

）
　
た
と
え
ば
、

『
資
料
編
』11

近
代
・

現
代
（

1

）
三
・

一

四

・

一

八

・

二
〇
・

二
八

・

三
一

・

四
二

な
ど
を
参
照
。

（

4

）
　
た
と
え
ば
、

『
資
料
編
』11

近
代
・

現
代
（

1

）
第
一

編
第
二

章
第
二

節
を
参
照
。

（

5

）
　『
資
料
編
』11

近
代
・

現
代
（1）
一

一

五

に
「
足
柄
上
郡
民
費
額
ノ

内
訳
抜
萃
」
が
の
せ
ら
れ
て
い

る
。
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第
二

編
　
明
治
前
期
の

神
奈
川
県
経
済
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第
一

章
　
地
租
改
正
後
の

経
済
発
展

第
一

節
　
農
林
水
産
業
の

近
代
的
再
編

一

　
地
租
改
正
期
の

土
地
問
題

明
治
維
新
の

変
革
と
農
業

明
治
に

入
る
と
、

農
民
は
、

自
由
に

農
作
物
を
栽
培
・

販
売
で

き
る
よ
う
に
な
り
、

ま
た
、

土
地
の

売
買
も
解
禁
さ
れ
、

従
来
の

所
持

地
に
は
私
的
な
所
有
権
が
与
え
ら
れ
た
。

農
業
に

限
ら
ず
、

一

般
に

営
業
の

自
由
が
認
め
ら
れ
、

資
本
の

自
由
な
活
動
の

場
が
開

か
れ
た
。

こ

う
し
て
、

県
下
で
、

一

八
七
八
（
明
治
十
一

）
年
、

山
林
原
野
を
除
き
地
租
改
正
事
業
が
ほ
ぼ
完
了
し
、

高
額
で

は
あ
る
が
定
額
金
納
の

地
租
が
新
定
さ
れ
、

地
券
が
交
付
さ
れ
た
と
き
、

法
制
の

上
で

は
、

神
奈
川
県
農
民
の

前
に
は
、

自
由
な
経
済
活
動
を
通
し
て

近
代
的
発
展
を
な
し

と
げ
る
大
き
な
可
能
性
が
開
か
れ
た
。

こ

の

と
き
、

政
府
の

新
た
な
一

連
の

金
融
法
令
の

公
布
に
よ
っ

て
、

農
民
は
生
活
・

経
営
資
金
の

借
入
れ
を
、

土
地
建
物
を
抵
当
に

し
て

容
易
に
な
し
う
る
よ
う
に
な
っ

て
い

た
。

す
な
わ
ち
、

一

八
七
三
（
明
治
六
）
年
以
降
公
布
さ
れ
た
地
所
質
入
書
入
規
則
・

動
産
不
動
産
書
入
金
穀
貸
借
規
則
・

金
穀
貸
借
請
人
証
人
弁
償
規
則
な
ど
一

連
の

金
融
法
令
は
、

こ

れ
ま
で

各
地
に

存
在
し
た
質
地
慣
行
な
ど
を
否

定
し
て
、

手
厚
い

債
権
の

保
護
を
図
り
、

整
備
さ
れ
た
裁
判
所
機
構
が
、

こ

れ
ら
法
令
の

施
行
を
保
証
し
た
。

こ

の

結
果
、

遠
隔
地
に

対
す
る
土
地

金
融
は
旧
幕
期
に

く
ら
べ

は
る
か
に

安
全
確
実
な
も
の

と
な
っ

た
。

あ
た
か
も
、

地
租
改
正
終
了
時
に
は
、

農
産
物
の

価
格
は
騰
貴
し
つ

つ

あ
り
、
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農
民
は
生
活
の

向
上
・

経
営
発
展
の

た
め
に

資
金
を
借
り
入
れ
て

も
そ
の

返
済
は
可
能
と
思
わ
れ
た
。

し
か
し
、

深
刻
な
正
貨
不
足
に
よ
る
財
政
危

機
に

端
を
発
し
た
一

八
八
一

（
明
治
十
四

）
年
以
降
の

政
府
の

紙
幣
整
理
実
施
は
、

農
産
物
は
じ
め
諸
物
価
の

低
落
・

市
場
の

退
縮
を
も
た
ら
し
、

商

品
経
済
に

入
り
つ

つ

あ
っ

た
農
家
経
営
を
一

挙
に

破
滅
に

追
い

や
っ

た
。

借
入
金
は
、

た
ち
ま
ち
返
済
不
能
と
な
り
、

こ

れ
に

対
し
、

新
た
な
金
融

法
令
は
、

容
赦
な
い

担
保
物
件
の

公
売
処
分
・

身
代
限
処
分
を
も
っ

て

答
え
た
。

不
平
等
条
約
の

た
め
に
、

こ

れ
ま
で

在
来
商
品
作
物
栽
培
の

伸
長
な
ど
を
通
し
て

歩
ん
で

き
た
農
業
発
展
の

道
が
閉
ざ
さ
れ
て

し
ま
っ

て
い

た
当

時
の

状
況
を
考
え
る
と
、

こ

の

状
況
下
に
お
い

て
、

以
上
に
の
べ

た
よ
う
な
形
で

農
民
に

与
え
ら
れ
た
近
代
と
は
何
で

あ
っ

た
の

か
、

と
い

う
問
題

に

行
き
当
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

地
租
改
正
後

の

地
価
修
正

前
述
の

よ
う
に
、

神
奈
川
県
の

地
租
改
正
は
、

耕
宅
地
は
一

八
七
八
（
明
治
十
一

）
年
、

山
林
原
野
は
一

八
八
〇
年
に

事
業
を

終

え
、

そ
れ
に

と
も
な
い

地
券
が
、

耕
宅
地
の

分
は
一

八
七
九
年
、

山
林
原
野
の

分
は
一

八
八
一

年
に

交
付
さ
れ
た
（
こ

の

と
き
農
民

は
、

こ

れ
と
引
き
換
え
に
地
価
一

〇
円
に
つ

き
五
銭
の

地
券
証
印
税
を
納
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

ま
た
、

さ
き
に

交
付
さ
れ
た
壬
申
地
券
は
す
べ

て

回
収
さ
れ
た

）。

し
か
し
、

改
租
施
行
は
、

一

八
七
六（
明
治
九
）年
か
ら
と
さ
れ
、

一

八
七
六
年
以
降
納
め
て

き
た
旧
租
と
ほ
ぼ
同
額
の

仮
納
額
は
、

新
地
租
額
と
差

し
引
き
さ
れ
、

不
足
分
を
さ
ら
に

納
入
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

こ

れ
は
、

地
租
改
正
に

よ
っ

て

増
租
と
な
っ

た
多
く
の

村
々

に
と
っ

て

耐
え
難
い

負
担
で

あ
っ

た
が
、

一

八
八
二
（
明
治
十
五

）
年
、

県
は
、

こ

れ
の

延
納
年
賦
を
認
め
、

甲
第
九
〇
号
年
賦
延
納
規
則
に
よ
っ

て

差
額
の

多
少
に
よ
り
、

五
〇
か
年
以
内
の

年
賦
上
納
の

措
置
を
と
っ

た
。

ま
た
、

前
述
の

よ
う
に

県
は
、

改
租
に

強
い

不
服
の

意
を
示
し
た
多
摩
郡
そ
の

他
の

村
々

に

対
し
、

地
租
改
正
条
例
追
加
第
八
章
が
定
め
た
地
価

再
改
定
年
度
（
改
租
年
か
ら
六
年
目

）
に
至
れ
ば
、

地
価
を
再
検
討
す
る
と
の

約
束
を
与
え
、

改
租
を
承
諾
さ
せ
た
の

で

あ
っ

た
が
、

一

八
八
一

年

が
、

そ
の

改
正
年
度
に

あ
た
っ

て
い

た
。

政
府
は
そ
の

前
年
一

八
八
〇
年
五

月
に

地
価
を
さ
ら
に
五
か
年
間
据
置
く
旨
の

太
政
官
布
告
第
二

五

号
を
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発
し
た
が
、

そ
の

第
一

条
但
書
に

「
府
知
事
県
令
ニ

於
テ
当
初
定
メ
タ
ル

地
価
不
適
当
ナ
リ
ト
思
慮
シ
、

其
事
由
ヲ

具
申
ス

ル

ト
キ
ハ

、

大
蔵
省
ハ

調
査
員
ヲ

派
遣
シ
、

実
地
調
査
ノ

上
、

一

町
村
又
ハ

一

郡
区
限
リ
、

特
別
修
正
ス

ル

コ

ト
ア

ル

ヘ

シ

」
と
そ
の

例
外
を
認
め
た
。

上
述
の

公
約
を
負

っ

た
神
奈
川
県
令
は
、

こ

の

第
一

条
但
書
に

も
と
づ
い

て

管
下
西
多
摩
・

北
多
摩
・

津
久
井
郡（
旧
一

〇
、

一

一

、

一

二

大
区
の

内
）
の
一

部
の

村
々

に

対
し
、

耕
地
地
価
の

特
別
修
正
を
行
っ

た
（
明
治
十
四
年
「
明
治
公
文
編
年
集
九
」
東
京
都
東
大
和
市
蔵
敷

内
野
禄
太
郎
家
文
書
）。

丙
第
二

百
六
十
三

号

西
多
摩
郡
役
所

北
多
摩
郡
役
所

津
久
井
郡
役
所

戸
長
役
場

其
郡
村
々

之
内
、

耕
地
々

価
別
紙
之
通
本
年
ヨ

リ
修
正
候
条
、

此
旨
相
達
候
事

明
治
十
四
年
十
二

月
廿
四
日

神
奈
川
県
令
沖
守
固
代
理

神
奈
川
県
少
書
記
官
　
磯
貝
静
蔵

こ

の

と
き
の

修
正
村
は
次
の
ご
と
く
で

あ
っ

た
。

な
お
、

津
久
井
郡
に
つ

い

て
は
明
ら
か
で
な
い
。

北
多
摩
郡
－
田
無
村
・

小
山
村
・

神
山
村
・

前
沢
村
・

柳
窪
村

・

柳
窪
新
田
・

下
里
村
・

南
沢
村
・

牟
礼
村
・

北
野
村
・

中
仙
川
村
・

新
川
村
・

吉
祥
寺
村
・

上
蓮
雀
村
・

下
蓮
雀
村
・

井
口

新
田
・

関
前
村
・

西
窪
村
・

境
村
・

鈴
木
新
田
・

野
中
新
田
与
左
衛
門
組
・

大
沼
田
新
田
・

野
中
新
田
善
左
衛
門
組
・

廻
り
田
新
田
・

貫
井
村
・

小
金
井
村
・

小
金
井
新
田
・

梶
野
新
田
・

関
野
新
田
・

砂
川
村
・

小
川
村
・

小
川
新
田
・

榎
戸
新
田
・

野
中
新
田
六
左
衛
門
組
・

平
兵
衛
新
田
・

蔵
敷
村

西
多
摩
郡
－
多
摩
村
・

石
畑
村
・

殿
ケ
谷
村
・

岸
村
・

箱
根
ケ
崎
村

な
お
、

右
の

修
正
村
は
西
多
摩
郡
に
お
い

て
も
全
村
で

は
な
か
っ

た
。

そ
の

間
の

経
緯
を
、

蔵
敷
村
地
所
所
有
者
総
代
、

県
会
議
員
内
野
杢
左
衛
門
は
、

自
村
に
関

し
次
の

よ
う
に

記
し
て
い

る
。

内
野
曰
、

明
治
九
年
改
正
、

大
麦
反
当
八
斗
弐
升
六
合
ナ
リ
シ

ガ（
当
時
明
治
三

年
ゟ
七
年
迄
五
ケ
年
平
均

麦
壱
石
ニ

付
金
壱
円
七
拾
五
銭
定
メ

）、
地
価
ハ

此
収
穫
麦
壱
石
ニ

対
シ

金
拾
四
円
八
拾
七
銭
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