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４
月
の
異
動
で
業
務
管
理
官
に
拝
命
し

ま
し
た
鈴
木
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。

　

は
じ
め
に
、
こ
の
た
び
の
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発
生
に
よ
り
、
影
響

を
受
け
ら
れ
て
い
る
皆
様
に
心
か
ら
お
見

舞
い
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
感
染
症

の
一
日
も
早
い
収
束
を
お
祈
り
い
た
し

ま
す
。

　

私
は
生
ま
れ
育
ち
が
九
州
・
宮
崎
で
す
。

林
野
庁
に
就
職
し
て
以
来
、
北
海
道
、
関

東
、
九
州
の
各
森
林
管
理
局
、
林
野
庁
な

ど
に
勤
務
し
、
今
回
、
中
部
森
林
管
理
局

（
長
野
市
）
か
ら
赴
任
し
ま
し
た
。
四
国
森

林
管
理
局
の
勤
務
は
今
回
が
初
め
て
と
な

り
ま
す
が
、
暖
温
帯
林
か
ら
亜
寒
帯
林
に

ま
で
に
わ
た
る
多
様
な
森
林
を
抱
え
る
と

と
も
に
、
藩
政
・
明
治
時
代
か
ら
植
林
が

進
め
ら
れ
、
林
業
が
盛
ん
で
あ
る
こ
の
地

で
勤
務
で
き
る
こ
と
を
大
変
光
栄
に
思
っ

て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
照
葉
樹
林
の
山
々

と
海
辺
が
近
い
こ
と
な
ど
が
故
郷
と
似
て

お
り
、
大
変
親
し
み
も
感
じ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
国
有
林
野
事
業
は
一
般
会
計
で

実
施
す
る
事
業
に
移
行
し
、
国
有
林
野
を

名
実
と
も
に
「
国
民
の
森
林
」
と
す
る
よ

う
、
民
有
林
と
も
連
携
を
図
り
な
が
ら
、

様
々
な
事
業
や
取
組
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
そ
の
評
価
は
国
民
や
地
域
の
方
々
に

ど
れ
だ
け
認
知
さ
れ
て
い
る
か
が
重
要
と

思
い
ま
す
。
四
国
局
に
お
い
て
は
、
既
に

地
域
の
森
林
整
備
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

林
業
の
低
コ
ス
ト
化
、
民
有
林
と
連
携
し

た
共
同
施
業
団
地
の
設
定
や
国
産
材
の
供

給
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
被
害
対
策
な
ど
、
地
域

の
ニ
ー
ズ
を
汲
ん
だ
取
組
が
局
署
等
を
あ

げ
て
前
向
き
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
と
感

じ
て
い
ま
す
。

  

ま
た
、
昨
年
度
か
ら
民
有
林
に
お
い
て

森
林
経
営
管
理
制
度
の
運
用
が
開
始
さ
れ

ま
し
た
。
市
町
村
や
林
業
事
業
体
等
の
役

割
が
ま
す
ま
す
重
要
に
な
る
中
に
あ
っ

て
、
局
署
等
で
市
町
村
等
に
訪
問
し
悩
み

や
課
題
解
決
に
応
え
る
取
組
が
意
識
し
て

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
国
有
林
の
行
う
事
業
や
取
組

を
通
し
て
、
地
域
の
森
林
整
備
、
林
業
成

長
産
業
化
を
け
ん
引
す
る
と
と
も
に
、
四

国
局
の
先
輩
方
や
現
職
の
皆
さ
ん
が
築
い

て
き
た
地
域
と
の
良
好
な
関
係
が
今
後
も

継
続
、
更
に
は
発
展
さ
せ
て
い
け
る
よ
う
、

私
も
皆
さ
ん
と
一
緒
に
努
力
し
て
参
り
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
、
多
く
の
現
場
を
見
せ
て
い

た
だ
き
、
ま
た
職
員
の
皆
さ
ん
や
県
や
市

町
村
、
事
業
者
の
方
々
に
様
々
な
こ
と
を

教
え
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
国
有
林
の
使

命
で
あ
る
公
益
重
視
の
管
理
経
営
と
林
業

成
長
産
業
化
へ
の
貢
献
と
い
う
重
要
課
題

に
取
り
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
の

で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

本
原
稿
を
執
筆
し
て
い
る
現
在
、
感
染

症
の
収
束
が
見
通
せ
な
い
状
況
に
あ
り
、

地
域
の
森
林
・
林
業
・
木
材
産
業
等
へ
の

影
響
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
関
係
の
皆
様
方

の
声
を
聴
き
、
国
有
林
と
し
て
で
き
る
こ

と
を
し
っ
か
り
対
応
し
て
参
り
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
の
で
、
あ
わ
せ
て
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

四
国
森
林
管
理
局
業
務
管
理
官
交
代

  

地
域
に
貢
献
す
る
国
有
林
を
め
ざ
し
て

 

業
務
管
理
官
　 

鈴
木
　
正
勝
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剣
山
ス
ー
パ
ー
林
道
へ
よ
う
こ
そ

〈
徳
島
森
林
管
理
署
〉

　

剣
山
ス
ー
パ
ー
林
道
は
、
徳
島
県
の
中

央
に
位
置
し
、
起
点
の
徳
島
県
上
勝
町
か

ら
神
山
町
、
那
賀
町
、
美
馬
市
な
ど
剣
山

の
南
側
を
経
由
し
、
終
点
で
あ
る
那
賀
町

木
頭
に
至
る
ル
ー
ト
で
、
全
長
が
８
７
・
７

㎞
と
い
う
日
本
で
一
番
長
い
林
道
で
す
。

　

昭
和

（
１
９
７
２
）
年
か
ら
、「
特
定

森
林
地
域
開
発
林
道
・
剣
山
線
」
と
し
て

開
発
が
始
ま
り
、
昭
和

（
１
９
８
５
）

年
に
全
線
が
開
通
し
ま
し
た
が
、
現
在
も

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
未
舗
装
の
ま
ま
で
あ
り
、

起
点
か
ら
終
点
ま
で
を
走
破
す
る
に
は
４

時
間
ほ
ど
を
要
し
ま
す
。
ダ
ー
ト
走
行
を

堪
能
で
き
る
こ
と
か
ら
、
４
Ｗ
Ｄ
や
オ
フ

ロ
ー
ド
車
な
ど
の
林
道
走
行
愛
好
者
の
間

で
人
気
の
ス
ポ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

当
署
が
管
理
す
る
国
有
林
は
、
起
点
側

か
ら
神
山
町
、
那
賀
町
、
美
馬
市
の
脊
梁

部
に
所
在
し
、
そ
の
多
く
が
剣
山
国
定
公

園
や
四
国
山
地
緑
の
回
廊
で
す
。
多
く
の

天
然
林
が
残
さ
れ
四
季
折
々
の
様
々
な
景

色
が
堪
能
で
き
ま
す
。

　

春
は
、
４
月
中
旬
よ
り
ア
ケ
ボ
ノ
ツ
ツ

ジ
の
開
花
が
始
ま
り
、
続
い
て
ミ
ツ
バ
ツ

ツ
ジ
や
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
が
開
花
し
ま
す
。
そ

し
て
、
剣
山
付
近
の
ブ
ナ
な
ど
の
広
葉
樹

林
は
萌
え
る
新
緑
と
な
り
ま
す
。

　

夏
の
登
山
シ
ー
ズ
ン
に
は
多
く
の
愛
好

者
が
山
頂
を
目
指
し
ま
す
。
徳
島
県
の
最
高

峰
で
あ
る
剣
山
へ
の
登
頂
ル
ー
ト
は
、
北

側
が
駐
車
場
や
リ
フ
ト
が
整
備
さ
れ
有
名

 高
城

山
　

ア
ケ

ボ
ノ

ツ
ツ

ジ
で
す
が
、
南
側
の
山
の
家
「
奥
槍
戸
」
登
山

口
か
ら
、
徳
島
県
第
２
の
標
高
の
次
郎
笈
を

経
由
し
剣
山
に
向
か
う
登
山
道
も
整
備
さ

れ
て
お
り
、
北
側
ル
ー
ト
と
は
違
っ
た
登

山
が
楽
し
め
ま
す
。
林
道
沿
い
で
は
ほ
か

に
も
カ
タ
ク
リ
の
花
や
苔
の
美
し
い
雲
早

山
、
広
大
な
ブ
ナ
の
原
生
地
で
あ
る
高
城

山
、
天
神
丸
な
ど
で
登
山
が
楽
し
め
ま
す
。

高
城
山　

ア
ケ
ボ
ノ
ツ
ツ
ジ

　

月
中
旬
か
ら
は
紅
葉
が
始
ま
り
ま
す
。

「
フ
ァ
ガ
ス
の
森
高
城
」
や
「
奥
槍
戸
」
付

近
、高
知
県
と
の
県
境
付
近
の
「
高
の
瀬
峡
」

に
は
多
く
の
紅
葉
狩
り
の
観
光
客
が
訪
れ

ま
す
。
晩
秋
の
気
象
条
件
が
整
っ
た
日
に

は
霧
氷
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
魅
力
た
っ
ぷ
り
の
剣
山

ス
ー
パ
ー
林
道
で
す
が
、

月
初
め
か
ら

３
月
末
ま
で
積
雪
に
よ
る
冬
季
閉
鎖
の
ほ

か
、
台
風
等
の
降
雨
後
な
ど
の
路
面
洗
掘

や
道
路
復
旧
工
事
の
た
め
に
通
行
止
め
と

し
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
通
行
の
際

に
は
事
前
に
林
道
情
報
の
確
認
が
必
要
で

す
。
ま
た
、
林
道
沿
線
に
は
民
家
や
ガ
ソ

リ
ン
ス
タ
ン
ド
も
な
く
、
携
帯
電
話
も
不

通
箇
所
が
多
く
あ
り
ま
す
。
道
幅
も
狭
い

た
め
、
事
故
に
は
十
分
注
意
し
、
対
向
車

に
道
を
譲
り
合
い
な
が
ら
安
全
に
通
行
す

る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
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安
芸
森
林
管
理
署

管
内
の
み
ど
こ
ろ

〈
安
芸
森
林
管
理
署
〉

旧き
ゅ
う

魚や

な

せ

梁
瀬
森し

ん
り
ん
て
つ
ど
う

林
鉄
道

　

魚
梁
瀬
森
林
鉄
道
は
、
高
知
県
東
部
の

馬
路
村
魚
梁
瀬
か
ら
木
材
を
搬
出
す
る
た

め
、
明
治

（
１
９
１
１
）
年
か
ら
昭
和

（
１
９
４
２
）
年
に
か
け
て
農
商
務
省
の
直

轄
事
業
に
よ
り
建
設
さ
れ
た
森
林
鉄
道
施

設
で
す
。
自
動
車
道
の
発
達
に
よ
り
、
昭
和

（
１
９
６
３
）
年
に
廃
線
と
な
り
ま
し
た

が
、
各
地
に
そ
の
遺
構
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

写
真
の
二
股
橋
は
、
魚
梁
瀬
を
源
流
と

し
た
奈な

は

り

半
利
川が

わ

と
、
竹
屋
敷
を
源
流
と
し

た
小お

川が
わ
が
わ川

の
合
流
点
に
か
か
る
２
連
ア
ー

チ
橋
で
、
全
長
が
４
６
・
９
ｍ
、
幅
が

ｍ
あ
り
ま
す
。
昭
和

（
１
９
４
０
）
年

の
建
造
と
な
っ
て
お
り
、
鉄
筋
を
使
わ
な

い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
橋
梁
と
し
て
は

我
が
国
最
大
級
の
構
造
物
で
あ
り
、
コ
ン

ク
リ
ー
ト
技
術
史
上
、
高
い
価
値
が
あ
る

も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

清
流
に
弧
を
描
く
姿
は
美
し
く
、
周
囲

の
山
々
の
緑
と
も
融
合
し
て
す
ぐ
れ
た
景

観
を
作
り
上
げ
て
い
ま
す
。
当
時
の
魚
梁

瀬
ス
ギ
を
満
載
し
た
森
林
鉄
道
が
ガ
タ
ゴ

ト
と
走
る
姿
を
想
像
す
る
だ
け
で
も
わ
く

わ
く
す
る
も
の
で
す
。

　

二
股
橋
の
ほ
か
に
ト
ン
ネ
ル
や
橋
な
ど

の
森
林
鉄
道
の
遺
構
を
訪
ね
る
の
も
大
変

興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

朝あ
さ

日ひ

出で

山や
ま
お
お
す
ぎ

大
杉

　

馬
路
村
の
北
川
村
と
の
境
あ
た
り
に
朝

日
出
山
大
杉
の
登
り
口
看
板
が
あ
り
、
尾

根
筋
に
山
道
を
約

分
く
ら
い
歩
く
と
人

工
林
の
中
に
突
如
、
大
迫
力
を
持
っ
た
こ

の
大
杉
が
姿
を
現
し
ま
す
。

　

推
定
樹
齢
８
０
０
年
、
幹
周
り
約

ｍ
、

樹
高
約

ｍ
の
堂
々

と
し
た
巨

樹
で
あ
り
、

昭
和

年

に
馬
路
村

の
天
然
記

念
物
に
指

定
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

一
目
で

は
視
界
に

入
り
き
ら
な
い
圧
倒
的
な
存
在
感
を
放

ち
、
思
わ
ず
手
を
合
わ
し
た
く
な
る
よ
う

な
神
々
し
さ
を
纏
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
大
杉
の
根
元
に
は
馬
路
城
落
城
の

哀
話
に
ま
つ
わ
る
祠
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
歴
史
は
天
正
２
（
１
５
７
５
）

年
、
長
宗
我
部
元
親
が
高
知
県
東
部
に

大
軍
を
進
め
、
迎
え
撃
つ
馬
路
城
主
、

馬う
ま
じ
く
ら
ん
ど
の
か
み
た
い
ら
の
な
が
ひ
ら

路
蔵
人
頭
平
長
平
勢
と
の
戦
い
が

あ
り
、
一
度
は
馬
路
軍
が
勝
利
し
ま
し

た
が
、

年
後
、
長
宗
我
部
軍
に
従
っ
た

安や
す
だ
み
か
わ
の
か
み
あ
き
の
ぶ

田
三
河
守
鑑
信
軍
と
合
戦
と
な
り
、
多

勢
の
長
宗
我
部
軍
（
安
田
軍
）
に
か
な
わ

ず
、
馬
路
軍
は
こ
こ
朝
日
出
山
へ
逃
げ
、

蔵
人
の
子
、
若わ

か
さ
の
か
み
た
か
ま
さ

狭
頭
隆
正
と
乳
母
は
こ
の

大
杉
の
元
で
討
ち
死
に
を
し
ま
し
た
。
ま

た
、
若
狭
頭
の
長
男
、
若
杉
丸
は
北
川
村

西
谷
で
殺
さ
れ
、
現
在
、
馬
路
様
（
馬
路

中
王
神
社
）と
し
て
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。（
詳

し
く
は
大
杉
の
脇
に
馬
路
村
教
育
委
員
会

に
よ
る
説
明
看
板
が
あ
り
ま
す
）

　

こ
の
大
杉
の
一
番
大
き
な
枝
は
馬
路
城
が

あ
っ
た
馬
路
中
心
部
を
向
い
て
い
る
と
い
い

ま
す
。
大
杉
の
大
迫
力
、
郷
土
の
歴
史
を
ぜ

ひ
現
地
を
訪
ね
て
感
じ
て
み
ま
せ
ん
か
。

千せ
ん
ぼ
ん
や
ま

本
山

　
「
や
な
せ
千
本
鉢は
ち

巻ま

き
落
と
し　

ミ
ヤ
マ

シ
キ
ビ
の
実
の
な
る
頃
は　

杉
の
て
ん
ぎ
ょ

（
て
っ
ぺ
ん
）
で
日
あ
し
を
見
る
な　

谷
は

暗
や
み
霧
の
底
」
と
唄
わ
れ
、
古
く
か
ら

人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
た
高
知
県
東
部
を
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代
表
す
る
名

山
で
、
秋
田

杉
、
吉
野
杉

と
と
も
に
日

本
三
大
美
林

の
一
つ
魚
梁

瀬
杉
を
育
ん
で
き
ま
し
た
。

　

こ
の
地
域
は
太
陽
光
を
十
分
に
受
け
る

南
斜
面
で
あ
り
、
日
本
屈
指
の
雨
の
多
い

地
帯
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
四
国
の
天
然
杉

分
布
の
中
心
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
で
も
、「
一
目
千
本
」
と
言
わ
れ
る

樹
齢
３
０
０
年
の
巨
木
群
が
ど
っ
し
り
と

根
を
張
り
、
枝
を
伸
ば
し
、
真
っ
直
ぐ
に

太
い
樹
幹
が
伸
び
、
梢
が
天
を
衝
く
林
内

に
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
誰
も
が
そ

の
迫
力
と
圧
倒
的
ス
ケ
ー
ル
に
驚
愕
す
る

こ
と
で
し
ょ
う
。

　

山
頂
へ
は
登
山
口
ま
で
は
県
道
千
本
山

魚
梁
瀬
線
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
登
山
道

も
よ
く
手
入
れ
さ
れ
て
い
る
た
め
展
望
台

の
あ
る
中
間
地
点
ま
で
は
比
較
的
、
手
軽

に
安
心
し
て
上
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
健

脚
の
方
は
、
少
々
大
変
で
す
が
、
ぜ
ひ
頂

上
ま
で
登
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
千
本
山
山
頂
か
ら
甚じ
ん
き
ち
も
り

吉
森
へ
と

続
く
尾
根
道
は
大
変
危
険
で
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

猿さ
る
お
し押

林
道
看
板
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

　

安
芸
市
か
ら
奥
栗
一
ノ
谷
線
を
経
由
し

て
馬
路
村
を
結
ぶ
猿
押
林
道
は
、
安
芸
・
入

河
内
森
林
事
務
所
と
馬
路
森
林
事
務
所
が

管
轄
す
る
約

㎞
の
区
間
の
林
道
で
、
住

民
の
生
活
道
と
し
て
、
ま
た
木
材
搬
出
の

道
等
と
し
て
頻
繁
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

林
道
沿
い
に
は
文
化
財
な
ど
文
化
的
価

値
が
あ
る
神
社
仏
閣
等
の
建
築
用
材
と
な

る
大
径
長
尺
材
を
生
産
す
る
高
齢
級
の
文

化
財
備
蓄
林
や
、
生
長
を
続
け
る
若
い
人

工
林
に
モ
ミ
や
ツ
ガ
、
ト
ガ
サ
ワ
ラ
な
ど

の
天
然
林
が
彩
り
を
添
え
て
い
ま
す
。
ま

た
、
平
家
伝
説
の
歴
史
を
秘
め
、
数
多
く

の
「
不
思
議
」
現
象
の
起
こ
る
「
猿
多
し
杉
」

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

と
り
わ
け
深
い
山
中
に
あ
る
こ
と
か
ら

ニ
ホ
ン
ジ
カ
や
カ
モ
シ
カ
、
イ
ノ
シ
シ
の

姿
を
ひ
ん
ぱ
ん
に
見
か
け
る
こ
と
も
で
き

る
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
ん
だ
林
道
で
す
。

　

こ
の
た
め
、
安
芸
森
林
管
理
署
で
は
、

年
間
を
通
じ
て
、
林
道
維
持
修
繕
や
落
石
・

草
刈
り
等
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
実
施
し
、

安
全
に
車
両
の
通
行
が
で
き
る
よ
う
に
管

理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
猿
押
林
道
の
起
点
に
あ
っ

た
看
板
が
老
朽
化
し
た
た
め
、
日
頃
よ
り

木
工
の
腕
を
振
る
っ
て
管
内
の
標
識
類
を

作
成
し
て
い
る
安
芸
・
入
河
内
森
林
事
務

所
の
職
員
が
新
し
い
看
板
を
作
成
し
、
こ

の
ほ
ど
現
地
に
設
置
し
ま
し
た
。

　

新
し
い
看
板
は
、
熊
押
山
の
国
有
林
の

入
り
口
の
表
札
と
し
て
ひ
と
き
わ
目
を
引

く
存
在
と
な
り
、
安
芸
市
側
か
ら
で
は
こ

こ
か
ら
が
未
舗
装
と
な
る
た
め
、
通
行
す

る
人
の
注
意
喚
起
を
促
し
安
全
運
転
を
呼

び
か
け
る
役
割
も
果
た
し
て
い
ま
す
。

三
本
杭
付
近
で
の

シ
カ
食
害
防
止
の
取
組

〈
四
万
十
川
森
林
ふ
れ
あ
い
推
進
セ
ン
タ
ー
〉

　

高
知
県
と
愛
媛
県
の
県
境
に
位
置
す
る

滑
床
山
国
有
林
周
辺
は
、
足
摺
宇
和
海
国

立
公
園
に
指
定
さ
れ
る
等
貴
重
な
景
観
や

亜
熱
帯
植
物
な
ど
が
み
ら
れ
る
非
常
に
重

要
な
地
域
で
す
。
し
か
し
、
平
成

年
頃

か
ら
ニ
ホ
ン
ジ
カ
に
よ
る
食
害
に
よ
り
、

ミ
ヤ
コ
ザ
サ
な
ど
の
植
生
が
消
失
し
裸
地

化
し
た
状
況
が
山
頂
の
三
本
杭
周
辺
な
ど

一
部
で
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

当
セ
ン
タ
ー
で
は
、
三
本
杭
山
頂
付
近
の

植
生
を
回
復
さ
せ
る
た
め
、
平
成

年
か

ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
地
元
自
治
体
、
有
識

者
な
ど
多
く
の
方
々
の
協
力
を
得
て
、
ミ
ヤ

コ
ザ
サ
の
移
植
を
行
う
と
と
も
に
、
獣
害
防

護
ネ
ッ
ト
の
設
置
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

取
り
組
み
当
初
の
平
成

年
４
月
と

年
後
の
令
和
元
年
５
月
の
状
況
を
比
較
す

る
と
写
真
の
よ
う
に
回
復
が
み
ら
れ
効
果

が
表
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
食
害

に
よ
り
裸
地
化
し
て
い
る
箇
所
に
は
防
護

ネ
ッ
ト
を
追
加
設
置
す
る
な
ど
植
生
の
回

復
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
昨
年
は
、
三
本
杭
山
頂
な
ど
に
至

る
歩
道
の
刈
り
払
い
を
行
い
ま
し
た
。
登

山
等
で
当
地
を
訪
れ
る
方
に
は
、
防
護

ネ
ッ
ト
の
出
入
口
を
開
閉
し
て
い
た
だ
く

な
ど
ご
不
便

を
お
か
け
し

ま
す
が
、
植

生
回
復
の
た

め
ご
理
解
と

ご
協
力
を
よ

ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。
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現
在
、
伐
期
を
迎
え
た
人
工
林
の
面
積

が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
主
伐

後
の
土
地
利
用
を
ど
う
す
る
か
考
え
る
際

に
、
判
断
基
準
と
な
る
情
報
を
い
か
に
入

手
で
き
る
か
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

基
準
は
、
樹
木
成
長
、
路
網
な
ど
の
ア
ク

セ
ス
の
し
や
す
さ
、
社
会
経
済
的
要
因
な

ど
多
岐
に
渡
り
ま
す
が
、
中
で
も
樹
木
成

長
に
影
響
す
る
立
地
要
因
は
重
要
な
基
準

の
一
つ
と
な
り
ま
す
。

　

昭
和
の
拡
大
再
造
林
期
に
は
、
ス
ギ
人

工
林
の
成
長
予
想
を
す
る
た
め
土
壌
や
立

地
に
関
す
る
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
真
下
（
１
９
６
０
）
を
は
じ
め

と
す
る
一
連
の
研
究
で
は
、
林
野
土
壌
の

分
類
（
土
じ
ょ
う
部
１
９
７
６
）
と
し
て

定
義
さ
れ
て
い
る
土
壌
型
を
使
っ
て
、
立

地
条
件
に
よ
る
樹
木
成
長
の
違
い
の
解
析

を
試
み
ま
し
た
。
土
壌
型
は
主
と
し
て
斜

面
位
置
に
よ
る
水
分
条
件
の
違
い
か
ら
定

義
さ
れ
て
い
ま
す
。
水
分
に
対
す
る
感
受

性
が
高
い
と
さ
れ
て
い
る
ス
ギ
に
対
し
、

土
壌
型
と
成
長
と
の
関
係
が
一
定
面
積
で

有
意
で
あ
る
こ
と
が
一
連
の
研
究
か
ら
示

さ
れ
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
土
壌
型
の
判
定
や
土
壌
情

報
を
得
る
た
め
に
は
、
高
い
専
門
性
と
経

験
が
必
要
で
す
。
そ
の
一
方
で
、
近
年
さ

ま
ざ
ま
な
精
度
の
高
い
地
図
情
報
が
数
多

く
公
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
特

に
国
土
地
理
院
の
基
盤
地
図
情
報
に
あ
る

数
値
標
高
モ
デ
ル
は
、
現
在
で
は

ｍ
格

子
点
で
全
国
を
網
羅
し
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
誰
も
が
簡
易
に
土
壌
情
報
を

推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
数
値
標

高
モ
デ
ル
か
ら
土
壌
情
報
を
推
定
た
め
の

研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
よ
り

地
形
条
件
と
親
和
性
の
高
い
土
壌
情
報
予

想
の
方
が
、
よ
り
複
雑
な
要
因
が
絡
み
合

う
成
長
予
想
よ
り
、
高
い
予
想
精
度
が
期

待
で
き
る
た
め
で
す
。

　

格
子
点
状
の
標
高
デ
ー
タ
か
ら
、
傾
斜

角
や
曲
率
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
地
形
パ

ラ
メ
ー
タ
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
の
中
で
、
該
当
格
子
点
の
水
分
条

件
を
反
映
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
し
て
地
形

湿
潤
指
標
（
Ｔ
Ｗ
Ｉ
）
に
着
目
し
ま
し
た
。

こ
の
指
標
は
格
子
点
上
側
の
集
水
面
積
と

格
子
点
の
傾
斜
角
か
ら
導
か
れ
る
値
で
、

湿
潤
条
件
に
な
り
や
す
い
ほ
ど
地
形
湿
潤

指
標
の
値
は
大
き
く
な
る
性
質
を
持
っ
て

い
ま
す
。

　

過
去
の
土
壌
調
査
地
点
（
約
３
０
０
０

点
）
で
解
析
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
湿
性
土

壌
は
乾
性
土
壌
と
比
べ
る
と
地
形
湿
潤
指

標
が
有
意
に
大
き
い
と
い
う
結
果
と
な
り

ま
し
た
。
た
だ
し
こ
れ
は
平
均
値
の
比
較

で
あ
り
、
同
じ
土
壌
型
間
で
も
地
形
湿
潤

指
標
の
変
動
は
大
き
く
、
単
一
の
指
標
で

土
壌
型
の
予
想
を
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ

と
も
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
形
指
標
を
組
み

合
わ
せ
た
り
、
機
械
学
習
的
な
手
法
を
組

み
込
ん
だ
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
度

の
高
い
土
壌
型
予
想
を
目
指
し
て
い
ま

す
。

　

１ 　

真
下
育
久
（
１
９
６
０
）
林
野
土
壌

調
査
報
告　

農
林
省
林
業
試
験
場

　

２ 　

土
じ
ょ
う
部
１
９
７
５
（
１
９
７

６
）
林
野
土
壌
の
分
類　

林
業
試
験

場
研
究
報
告
２
８
０
：
１
―

デ
ジ
タ
ル
地
形
情
報
を
使
っ
た

土
壌
情
報
推
定
の
取
り
組
み

森
林
総
合
研
究
所
四
国
支
所

森
林
生
態
系
変
動
研
究
グ
ル
ー
プ
長

稲
垣
　
昌
宏

研
究
機
関
の
取
組
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土壌断面調査の様子 寒色がＴＷＩ値が低く、暖色が高い
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