
「
侵
略
の
定
義
は
学
界
的
に
も
国
際

的
に
も
定
ま
っ
て
い
な
い
。
国
と
国

と
の
関
係
で
ど
ち
ら
か
ら
見
る
か
で

違
う
」(

４
月
２
３
日､

参
院
予
算
委)

。

安
倍
晋
三
首
相
の
こ
の
発
言
が
、
ア

ジ
ア
各
国
だ
け
で
な
く
米
国
な
ど
で

も
波
紋
を
広
げ
て
い
ま
す
。
戦
前
の

日
本
に
よ
る
「
植
民
地
支
配
と
侵
略
」

に
つ
い
て
謝
罪
し
た
村
山
富
市
首
相

｢

談
話｣

(

１
９
９
５
年)

を
否
定
す
る

と
と
も
に
、
戦
後
の
国
際
秩
序
に
も

挑
戦
す
る
も
の
と
受
け
と
め
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
安
倍
首

相
は
い
ま
だ
に
発
言
を
撤
回
し
て
い

ま
せ
ん
。
こ
の
発
言
を
ど
う
み
る
の

か
、
考
え
て
み
ま
す
。（
肩
書
は
当
時
）

「
侵
略
を
否
定
す
る
詭
弁
」

韓
国
紙
も
指
摘

な
ぜ
い
ま
、
安
倍
首
相
は
「
侵
略
の

定
義
」
な
ど
を
持
ち
出
し
た
の
で
し
ょ

う
か
。
首
相
は
こ
の
発
言
の
前
日
、

「
安
倍
内
閣
と
し
て
、
村
山
談
話
を
そ

の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
」（
４
月
２
２
日
、
参
院
予
算
委
）

と
答
弁
。「
侵
略
の
定
義
」
発
言
も
、

村
山
談
話
に
つ
い
て
の
質
疑
で
飛
び

出
し
た
も
の
で
す
。

韓
国
の
中
央
日
報
（
４
月
２
４
日

付
）
は
、
こ
の
発
言
に
つ
い
て
「
日

帝(

日
本
帝
国
主
義)

の
韓
半
島
植
民

地
支
配
が
日
本
の
視
点
で
は
侵
略
で

は
な
い
と
い
う
意
味
に
聞
こ
え
る
。

侵
略
の
歴
史
を
否
定
し
た
い
内
心
を

表
し
た
詭
弁
（
き
べ
ん
）
と
い
わ
ざ

る
を
得
な
い｣

と
指
摘
し
ま
し
た｡

こ
の
指
摘
の
と
お
り
、
首
相
発
言

の
真
意
は
、
日
本
に
よ
る
植
民
地
支

配
と
侵
略
の
否
定
に
あ
る
こ
と
は
間

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
、
そ
の
後

の
首
相
答
弁
で
は
「
多
く
の
国
々
、

と
り
わ
け
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
々
に
対

し
て
多
大
の
損
害
と
苦
痛
を
与
え
た
。

そ
の
認
識
に
お
い
て
は
歴
代
内
閣
と

共
通
」
と
は
い
う
も
の
の
、
決
し
て

「
植
民
地
支
配
と
侵
略
」
と
い
う
言
葉

は
口
に
し
ま
せ
ん
。

麻
生
太
郎
副
総
理
ら
４
閣
僚
に
よ
る

靖
国
神
社
参
拝
も
同
じ
考
え
方
の
う
え
に
あ
る

こ
と
も
明
白
で
す
。

国
連
で
「
定
義
」
は
確
定

総
会
３
３
１
４
決
議
「
侵
略
の
定
義
」

な
どで
は
、
安
倍
首
相
の
い
う
よ
う
に
、「
侵
略
の

定
義
は
学
界
的
に
も
国
際
的
に
も
定
ま
っ
て
い

な
い
」
の
で
し
ょ
う
か
。

１
９
７
４
年
１
２
月
の
国
連
総
会
で
採
択
さ

れ
た
総
会
決
議
３
３
１
４
で
「
侵
略
の
定
義
」

は
明
確
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
第
１
条
で
は
、

「
侵
略
と
は
、
国
家
に
よ
る
他
の
国
家
の
主
権
、

領
土
保
全
若
（
も
）
し
く
は
政
治
的
独
立
に
対

す
る
、
又
は
国
際
連
合
の
憲
章
と
両
立
し
な
い

そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
武
力
の
行
使
」
で
あ
る

と
明
確
に
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
決
議
に

も
と
づ
き
「
侵
略
犯
罪
」
を
定
義
し
た
国
際
刑

事
裁
判
所
の
「
ロ
ー
マ
規
程
」
改
正
決
議
が
２

０
１
０
年
６
月
に
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
て
い

ま
す
。

２
度
に
わ
た
る
世
界
大
戦
と
そ
の
後
の
国
際

紛
争
の
経
験
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
国
際
的
な
定

義
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
安
倍
首
相
は
こ
の
決
議
に
つ
い

て
「
安
保
理
が
侵
略
行
為
の
存
在
を
決
定
す
る

た
め
の
い
わ
ば
参
考
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
」

（
８
日
、
参
院
予
算
委
）
と
の
べ
、
過
去
の
個
別

の
戦
争
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
い
い
逃
れ
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
日
本
の
過
去
の
戦
争
に
つ
い
て
い

う
な
ら
ば
、「
侵
略
の
定
義
」
を
持
ち
出
す
ま
で

も
な
く
明
確
な
侵
略
戦
争
で
あ
る
こ
と
は
国
際

的
に
確
定
し
て
い
ま
す
。

な
に
よ
り
、
日
本
が
受
諾
し
た
ポ
ツ
ダ
ム
宣

言
は
「
日
本
国
国
民
を
欺
瞞
（
ぎ
ま
ん
）
し
之

（
こ
れ
）
を
し
て
世
界
征
服
の
挙
に
出
づ
る
の
過

誤
を
犯
さ
し
め
た
る
者
の
権
力
及
勢
力
は
永
久

に
除
去
せ
ら
れ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」（
第
６
項
）
と

の
べ
て
い
ま
す
。
国
際
連
合
憲
章
も
５
３
条
で

日
本
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
が
と
っ
た
政
策
を

「
侵
略
政
策
」
と
規
定
し
、
そ
の
「
再
現
に
備
え

…
侵
略
を
防
止
す
る
」
と
し
て
い
ま
す
。

安
倍
首
相
が
「
式
典
」
ま
で
強
行
し
て
祝
っ

た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
で
は
、
太
平

洋
戦
争
を
「
侵
略
戦
争
で
あ
っ
た
」
と
認
定
し

た
極
東
国
際
軍
事
裁
判
（
東
京
裁
判
）
の
判
決

を
受
諾
し
て
い
ま
す
。

も
し
、
安
倍
首
相
が
「
侵
略
の
定
義
」
が
定

ま
っ
て
い
な
い
な
ど
と
し
て
、
日
本
の
侵
略
戦

争
を
否
定
す
る
な
ら
、
こ
れ
ら
戦
後
国
際
政
治

の
秩
序
を
ま
る
ご
と
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
す
。

「
村
山
談
話
」
か
ら
大
幅
に
後
退

侵
略
戦
争
へ
の
無
反
省
論

安
倍
首
相
は
、「
侵
略
の
定
義
」
に
つ
い
て

「
歴
史
家
、
専
門
家
に
任
せ
る
べ
き
だ
」
と
述
べ

ま
し
た
。
こ
れ
は
４
０
年
前
の
田
中
角
栄
首
相

の
答
弁
に
ま
で
逆
戻
り
す
る
も
の
で
す
。

１
９
７
３
年
の
国
会
で
日
本
共
産
党
の
不
破

哲
三
書
記
局
長
が
「
中
国
に
対
す
る
戦
争
を
、

侵
略
戦
争
と
考
え
る
の
か
、
そ
れ
と
も
別
の
戦

争
と
考
え
て
い
る
の
か
」
と
質
問
し
ま
し
た
。

７
２
年
に
日
中
国
交
回
復
を
し
て
帰
っ
て
き
た

田
中
首
相
は
「
後
世
、
史
家
が
評
価
す
る
こ
と

だ
と
い
う
以
外
に
は
お
答
え
で
き
ま
せ
ん
」
と

述
べ
、
侵
略
戦
争
の
事
実
を
認
め
ま
せ
ん
で
し

た
。８

９
年
に
は
竹
下
登
首
相
が
、
侵
略
戦
争
を

め
ぐ
り
田
中
首
相
と
同
じ
答
弁
を
繰
り
返
し
ま

し
た
。
不
破
氏
が
「
そ
れ
な
ら
、
あ
な
た
は
、

ド
イ
ツ
の
ヒ
ト
ラ
ー
が
や
っ
た
戦
争
に
つ
い
て
、

こ
れ
を
侵
略
戦
争
と
考
え
る
の
か
」
と
質
問
す

る
と
、
竹
下
首
相
は
困
っ
て
、
日
本
の
戦
争
だ

け
で
な
く
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
戦
争
に
対
し
て
ま
で

「
後
世
の
史
家
が
評
価
す
べ
き
問
題
だ
」「
侵
略

戦
争
に
対
す
る
学
説
は
、
た
い
へ
ん
多
岐
に
わ

た
っ
て
い
る
。
学
問
的
に
定
義
す
る
の
は
非
常

に
難
し
い
」
と
驚
く
べ
き
答
弁
を
し
ま
し
た
。

こ
の
竹
下
答
弁
に
驚
い
た
在
日
米
軍
の
準
機
関

紙
「
星
条
旗
」
は
、“
竹
下
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
戦
争

を
擁
護
”
と
批
判
す
る
記
事
を
掲
載
し
ま
し
た
。

侵
略
か
ど
う
か
の
判
断
を
「
後
世
の
史
家
」

ま
か
せ
に
す
る
の
な
ら
、
現
実
に
起
き
て
い
る

国
際
紛
争
に
つ
い
て
も
判
断
不
能
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
現
在
と
未
来
の
国
際
社
会
で
生
き
て

い
く
資
格
を
失
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
し
て
、

「
平
和
に
対
す
る
脅
威
、
平
和
の
破
壊
又
は
侵
略

行
為
の
存
在
」（
国
連
憲
章
第
３
９
条
）
を
決
定

す
る
安
全
保
障
理
事
会
に
入
る
こ
と
な
ど
で
き

な
く
な
り
ま
す
。

志
位
和
夫
委
員
長
は
第
７
回
中
央
委
員
会
総

会
で
、
こ
う
し
た
歴
代
自
民
党
首
脳
の
「
無
定

見
な
侵
略
戦
争
へ
の
無
反
省
論
」
か
ら
脱
し
て
、

と
も
か
く
も
過
去
の
侵
略
戦
争
と
植
民
地
支
配

を
「
国
策
の
誤
り
」
と
認
め
た
の
が
村
山
談
話

だ
っ
た
と
指
摘
。「
こ
の
到
達
点
か
ら
歴
史
認
識

を
大
幅
に
後
退
さ
せ
よ
う
と
い
う
姿
勢
も
、
絶

対
に
許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
強

調
し
ま
し
た
。

２
０
１
３
年
５
月
１
２
日(

日)
「
日
本
維
新
の
会
」
の
石
原
慎
太
郎
共
同
代
表

が
「
維
新
は
賞
味
期
限
を
迎
え
つ
つ
あ
る
」「
昇

り
龍
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
」
と
発
言
し
て
い

る
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
橋
下

徹
共
同
代
表
（
大
阪
市
長
）
は
９
日
、「
『
日
本

維
新
の
会
』
は
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と

人
ご
と
の
よ
う
に
認
め
ま
し
た
。
市
役
所
で
の

会
見
で
述
べ
ま
し
た
。

橋
下
氏
は
「
だ
っ
て
今
（
「
維
新
」
が
）
国
会

議
員
と
し
て
国
民
の
共
感
を
得
る
よ
う
な
態
度

振
る
舞
い
が
で
き
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う

で
は
な
い
」
と
発
言
。「
野
党
に
な
っ
て
し
ま
う

と
、
与
党
の
追
及
や
何
か
提
案
を
や
っ
た
り
と

か
で
国
民
の
共
感
を
得
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け

な
い
が
今
『
日
本
維
新
の
会
』
と
し
て
そ
れ
が

な
い
の
は
確
か
だ
」
と
語
り
ま
し
た
。

自
民
党
政
治
の
「
補
完
勢
力
」
に
す
ぎ
な
い

と
い
う
同
党
の
抱
え
る
本
質
的
な
矛
盾
を
か
え

り
み
る
こ
と
も
な
く
、「
市
政
・
府
政
の
執
行
権

は
持
っ
て
い
る
ん
で
、『
維
新
』
の
考
え
方
を
大

阪
で
示
す
の
が
、
僕
と
松
井
（
一
郎
大
阪
府
）

知
事
の
役
割
」
な
ど
と
述
べ
ま
し
た
。

ま
た
、
党
内
か
ら
橋
下
氏
の
参
院
選
出
馬
を

求
め
る
声
が
上
が
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

「
僕
が
国
会
議
員
に
な
っ
て
も
ク
ソ

の
役
に
も
立
た
な
い
。
僕
は
国
会

議
員
と
し
て
は
な
ん
に
も
仕
事
が

で
き
な
い
し
、
僕
が
出
た
と
こ
ろ

で
国
民
が
何
か
そ
れ
で
動
く
っ
て

こ
と
も
な
い
。
僕
が
な
っ
て
も
税

金
の
無
駄
遣
い
で
す
よ
」
と
自
嘲

的
に
語
り
ま
し
た

２
０
１
３
年
５
月
１
０
日(

金)

芝 和也 Ｅメール info@k-shiba.jp

川西町結崎８６２－７ 0745-43-2415
吉田 容工Ｅメールkatunori_yosida@ybb.ne.jp
田原本町大木１１３－５ 090-5257-4446
森 良子 Ｅメール qfndg008@ybb.ne.jp

田原本町鍵２８１－１ 0744-33-8570
(事務局）池田年夫Ｅメールuvkk87386@zeus.eonet.ne.jp

三宅町屏風４４０－５ 0745-43-2661

国
際
社
会
で

生
き
る
道
な
く
な
る

成り立たない安倍首相「侵略の定義」否定発言

選

挙

区

は

候

補

者

名

で

比

例

代

表

は

「

日

本

共

産

党

」

な

ど

政

党

名

で

参 院 選 挙
制 度 解 説

“
日
本
維
新

賞
味
期
限
”
は

そ
の
通
り

共
感
な
い
の
は
確
か

橋
下
氏
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現在

半 年の 増

減

財対 等 分 92 ,261 45 ,884 -46 ,377

そ の 他 28 ,716 65 ,110 36 ,394
一般 事 業 91 ,679 77 ,660 -14 ,019

臨時 地 方 道整 備 事 業 511 ,688 498 ,203 -13 ,483

臨時 経 済 対策 事 業 875 0 875
臨時 総 合 整備 事 業 13 ,053 440 -12 ,613

公営 住 宅 建設 事 業 414 ,617 370 ,586 -44 ,031

住宅 新 築 金等 貸 付 金事 業 80 ,504 70 ,328 -10 ,176

義 務 教育 施 設 整備 事 業 226 ,665 221 ,697 -4 ,968
社 会 厚生 福 祉 施設 整 備 事業 824 412 -412

地 域 改善 対 策 特定 事 業 426 214 -212

減 税 補填 債 127 ,522 116 ,039 -11 ,483
地 方 道路 整 備 臨時 貸 付 金 2,800 2 ,800 0

臨 時 税収 補 填 債 14 ,430 13 ,292 -1 ,138

臨 時 財政 対 策 債 1,719 ,789 1 ,680 ,141 -39 ,648
公共 下 水 道事 業

特定 環 境 保全 公 共 下水 事 業

流域 下 水 道事 業

上 水 道事 業 281 ,637 273 ,355 -8 ,282
総 　　 　　 合 　　 　　 計 6,401 ,019 6 ,134 ,593 -264 ,674

町 債 に 関 す る 調べ （Ｈ24 ,12 ,31現 在）　 　　 　　 　（単 位 千円 ）

一 般 公 共事

業

一 般 単 独事
業

公 営 住 宅建

設 事 業

下 水道 事 業

区                分

2 ,793 ,533 2 ,698 ,432 -95 ,101

川
西
町
臨
時
議
会

今
年
の
五
月
の
気
温
は
例

年
に
比
べ
て
ど
う
な
ん
で
し
ょ

う
。
気
の
せ
い
か
低
め
で
経

過
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て

い
る
ん
で
す
が
、
皆
さ
ん
は

ど
う
で
す
か
。

さ
て
、
連
休
明
け
の
九
日

(

木
曜
日)

に
川
西
町
の
臨
時

議
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。
毎

年
こ
の
時
期
に
開
か
れ
て
い

る
ん
で
す
が
。
こ
れ
は
、
正

副
議
長
及
び
各
議
員
の
所
属

委
員
会
等
、
議
会
の
役
員
人

事
の
為
に
開
か
れ
る
議
会
な

ん
で
す
。
市
町
村
に
よ
っ
て

は
、
首
長
提
出
の
議
案
も
一

緒
に
審
議
し
て
い
る
所
も
有

り
ま
す
が
、
川
西
町
で
は
、

私
が
努
め
さ
て
頂
い
て
い
る

こ
の
二
十
余
年
は
、
人
事
案

件
の
み
で
開
か
れ
て
い
ま
す
。

私
の
所
属
は
、
今
期(

向

こ
う
二
年)

も
前
期
同
様
、

も
っ
ぱ
ら
、
住
民
生
活
の
特

に
医
療
と
か
保
健
と
か
福
祉

等
々
に
関
連
す
る
議
案
の
審

議
等
を
中
心
に
行
う
厚
生
常

任
委
員
会
の
所
属
に
な
り
ま

し
た
。

川
西
町
議
会
は
常
任
委
員

会
が
二
つ
し
か
有
り
ま
せ
ん

の
で
、
も
う
一
方
の
総
務
建

設
経
済
常
任
委
員
会
と
の
ど

ち
ら
か
な
ん
で
す
が
、
そ
ち

ら
は
人
気
が
有
り
ま
し
て
譲

り
合
っ
て
は
り
ま
す
ん
で
、

私
は
、
残
っ
た
方
に
入
る
事

に
し
て
い
ま
す
の
で
、
結
果

と
し
て
、
厚
生
委
員
会
に
か

な
り
長
く
席
を
置
い
て
い
る

格
好
で
す
。

尚
、
正
副
議
長
で
す
が
。

森
本
修
司
議
員
が
議
長
を
、

今
村
榮
一
議
員
が
副
議
長
を

そ
れ
ぞ
れ
務

め
ら
れ
ま
す
。

川
西
町
議
会

議
員

芝

和
也

や
す
ま
ろ
さ
ん
プ
レ

ミ
ア
ム
商
品
券
結
果

昨
年
一
〇
月
二
七
日
か
ら

今
年
一
月
末
ま
で
取
組
ま
れ

て
い
た
「
や
す
ま
ろ
さ
ん
プ

レ
ミ
ア
ム
商
品
券
」
の
結
果

が
出
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

県
内
で
は
、
奈
良
市
と
大

和
郡
山
市
の
三
自
治
体
で
取

組
ま
れ
、
売
れ
残
っ
た
と
こ

ろ
が
あ
る
中
、
本
町
で
は
完

売
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
プ

レ
ミ
ア
九
百
万
円
と
ス
タ
ン

プ
ラ
リ
ー
プ
レ
ゼ
ン
ト
三
〇

万
円
を
合
わ
せ
て
九
千
九
百

万
円
以
上
の
利
用
が
あ
っ
た

そ
う
で
す
。

参
加
事
業
所
一
八
五
の
内

一
三
二
事
業
所
で
利
用
さ
れ

ま
し
た
。
利
用
の
ほ
と
ん
ど

は
、
食
品
の
購
入
に
あ
て
ら

れ
た
よ
う
で
す
が
、
水
道
工

事
代
の
支
払
、
Ｊ
Ａ
で
種
等

の
購
入
代
、
年
賀
状
印
刷
代

の
支
払
に
あ
て
ら
れ
る
な
ど

予
想
を
上
回
る
多
様
な
使
わ

れ
方
が
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

こ
の
事
業
に
参
加
さ
れ
た

多
く
の
事
業
者
が
活
性
化
に

効
果
が
あ
っ
た
と
評
価
。
ア

ン
ケ
ー
ト
で
は
、
来
場
者
が

増
え
た
四
六
％
、
新
規
顧
客

が
増
え
た
四
〇
％
、
売
上
が

増
え
た
六
二
％
と
い
う
結
果

が
出
た
そ
う
で
す
。
少
し
で

も
お
客
さ
ん
が
増
え
て
ほ
し

い
と
い
う
事
業
者
の
気
持
ち

が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

本
町
の
事
業
所
や
商
工
会

に
は
ま
だ
ま
だ
や
る
気
と
潜

在
能
力
が
あ
る
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。

田
原
本
議
会
議

員吉
田
容
工

「
一
期
一
会
」

私
は
、
以
前
の
職
場
の
友

人
が
ミ
ニ
チ
ュ
ア
着
物
を
縫

い
始
め
た
と
い
う
の
で
、
半

年
程
前
か
ら
私
も
一
緒
に
教

え
て
頂
い
て
い
ま
す
。

教
室
は
週
一
回
、
五
條
に

通
い
、
ど
う
に
か
人
前
に
出

せ
る
作
品
に
な
っ
た
と
い
う

の
で
、
「
腕
試
し
」
と
い
う

意
味
で
ミ
ニ
着
物
サ
ー
ク
ル

の
三
人
で
近
鉄
百
貨
店
橿
原

店
の
「
手
づ
く
り
作
家
の
作

品
と
お
す
す
め
商
品
バ
ザ
ー

ル
」
に
出
し
て
み
よ
う
と
い

う
事
に
な
り
ま
し
た
。

私
達
が
出
店
す
る
後
期
は

十
二
日
か
ら
十
五
日
ま
で
の

四
日
間
。
昨
日
の
一
日
目
は

足
が
棒
の
よ
う
に
。

出
店

さ
れ
て
る
方
の
中
に
は
数
十

年
続
け
て
い
る
方
も
い
て
、

各
々
素
人
と
は
思
え
な
い
素

晴
ら
し
い
作
品
ば
か
り
。
私

た
ち
の
店
の
前
で
は
「
綺
麗

ね
、
上
手
に
縫
っ
て
あ
る
」

「
誰
に
着
せ
る
の
？
お
人
形
？
」

「
飾
り
た
い
け
ど
場
所
が
な

い
わ
」
「
も
う
着
な
い
着
物
、

こ
う
し
て
作
り
直
せ
ば
い
い

ん
や
ね
」
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の

反
応
が
面
白
い
と
感
じ
ま
し

た
。中

で
も
共
通
の
手
芸
の
話

を
す
る
中
で
、
障
害
者
手
帳

を
貰
っ
て
い
い
も
の
か
ど
う

か
？
結
婚
し
た
い
け
ど
出
来

な
い
、
な
ど
の
悩
み
も
聞
か

れ
ま
し
た
。
人
の
出
会
い
っ

て
不
思
議
だ
し
、
大
切
に
し

な
け
れ
ば
・
・
と
「
一
期
一

会
」
の
言
葉
を
思
い
出
し
ま

し
た
。

田
原
本
議
会

議
員

森

良
子

町
債
（
借
金
）

昨
年
１
２
月
末
現
在
の
三

宅
町
の
町
債
（
借
金
）
に
つ

い
て
財
政
の
公
表
と
い
う
形

で
公
表
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
財
政
の
公
表
に
つ
い

て
は
、
地
方
自
治
法
と
各
自

治
体
の
条
例
に
基
づ
い
て
年

２
回
、
三
宅
町
で
は
４
月
と

１
０
月
に
公
表
さ
れ
る
も
の

で
す
。

昨
年
１
２
月
末
現
在
の
三

宅
町
の
町
債
残
高
は
６
１
億

３
４
５
９
万
円
と
な
り
、
半

年
間
で
２
億
６
６
４
２
万
円

返
済
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
中
に

は
国
が
地
方
交
付

税
と
し
て
将
来
交

付
す
る
と
し
て
い

る
臨
時
財
政
対
策

債
が
１
６
億
８
０

１
４
万
１
千
含
ま

れ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
一

人
当
た
り
に
計
算

し
て
み
ま
す
と
８

４
万
３
４
７
４
円

で
１
世
帯
２
１
１

万
１
０
０
８
円
と

な
り
ま
す
。

三
宅
町

池
田
年
夫


