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韓
帥
偶
で ヵ、
向
郷
郊
旗
均

陸
年 っ

秋
の
事
業
仕
分
け
の
結
果

（担
当
事

業
が
廃
止
）
を
踏
ま
え
た
善
後
策
の

一
環
と
し
て
、
３
月
末
で
財
団
法
人

日
本
環
境
協
会
を
退
職
し
た
。

今
年

の
干
支
の
庚
寅

（か
の
え
と
ら
）
の

「庚
」
は
更
ま
る
を
意
味
し
、

草
木

の
成
長
が
行
き
詰
ま

っ
て
新
た
な
形

に
変
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
状
態
を

言
う
と
の
こ
と
だ
が
、

庚
寅
の
年
男

の
私
に
と

っ
て
、

今
年
は
ま
さ
に
干

支
の
意
味
通
り
の
変
化
の
年
と
な

っ

た
。

そ
の
よ
う
な
訳
で
、

こ
の
と
こ

ろ
も

っ
ぱ
ら
充
電
の
日
々
を
過
ご
し

て
い
る
。

今
回
は
、

そ
う
し
た
中
で

読
む
こ
と
の
で
き
た
書
物
の

一
つ
を

ご
紹
介
し
た
い
。

今
年
の
１
月
に
加
藤
三
郎
、

藤
村

コ
ノ
ヱ
両
氏
に
よ
り
上
梓
さ
れ
た

『環

境
の
思
想
』

（プ
レ
ジ
デ
ン
ト
社
刊
）

＝
写
真

＝
は
、

両
氏
が
共
同
代
表
を

務
め
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「環
境
文
明
２‐
」

に
よ
る
長
年
の
研
究
の
成
果
を
ま
と

め
た
書
で
あ
る
。

ョ
日
本
の
伝
統
社

会
が
継
承
し
て
き
た
知
恵
を
発
掘
し
、

そ
の
知
恵
を
、

日
本
は
も
と
よ
り
世

界
で
持
続
可
能
な
社
会
づ
く
り
に
役

立
て
た
い
』
と
の
思
い
を
１
９
９
３

年
の
法
人
設
立
以
来
抱
き
続
け
て
き

た
」
と
著
者
ら
は
語
る
。

１７
年
に
及

ぶ
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動

の
中
で
、

「
日
本
人

は
限
ら
れ
た
国
上
の
な
か
で
、

限
ら

れ
た
資
源
を
う
ま
く
活
用
し
な
が
ら

一
つ
の
社
会
を
維
持
し
、

優
れ
た
文

背
後
に
あ
る
思
想
に
対
す
る

（外
国

人
の
）
無
関
心
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
指
摘

す
る
。

そ
し
て
、

「も

っ
た
い
な
い
」

「
足
る
を
知
る
」
と

い
っ
た
日
本
人

が
長
年
に
わ
た
り
は
ぐ
く
み
、

継
承

し
て
き
た
知
恵
の
働
き
に
つ
い
て
、

日
本
人
の
間
で
も
、

ま
し
て
外
国
人

に
対
し
て
も
、

理
解
で
き
る
よ
う
な

そ
の
ピ
ン
チ
を
チ
ャ
ン
ス
に
変
え
て

し
ま
う
た
く
ま
し
い
思
想
が
今
、

求

め
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

本
書
は
、

持
続
性
に
関
す
る
日
本

の
伝
統
的
知
恵
と
し
て
、

「①

モ
ノ

よ
り
心
、

②
自
然
と
の
共
生
、

③
足

る
を
知
る
、

④
循
環
思
想
、

⑤
調
和

を
保

つ
、

⑥
精
神
の
自
由
、

②
先
人

を
大
切
に
す
る
、

⑥
次
世
代
を
愛
し

育
て
る
」
の
８
項
目
を
提
起
し
て
い

Ｚつ
。日

本
の
自
然
や
暮
ら
し
、

そ
し
て
、

そ
こ
に
は
ぐ
く
ま
れ
た
神
道
の
思
想
、

さ
ら
に
中
国
か
ら
伝
わ

っ
た
仏
教
や

儒
教
が
融
合
し
て
形
成
さ
れ
、

日
本

人
の
骨
肉
と
な
り
、

生
活
感
情
の
中

核
に
な

っ
た
も
の
と
述
べ
る
こ
れ
ら

８
項
目
の
内
容
検
証
の
記
述
は
、

香

り
高

い
日
本
文
化
論
と
も
な

っ
て
い

ＺＣ
。そ

し
て
著
者
ら
は
、

欧
米
起
源
の

技
術
や
政
治
経
済
の
シ
ス
テ
ム
と
日

本
の
伝
統
社
会
の
価
値
シ
ス
テ
ム
と

の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
的
融
合
の
重
要
性

を
説
く
。

１７
年
前
に
環
境
庁
地
球
環

境
部
長
か
ら
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
転
身
し
た
加

藤
三
郎
氏
が
貫
い
た

「環
境
と
文
明
」

へ
の
志
は
、

藤
村

コ
ノ
ヱ
氏
ら
と
と

も
に
、

遂
に
時
代
が
求
め
る

「環
境

の
思
想
」

へ
の
到
達
を
見
た
。

■
日
本
の
伝
統
社
会
に
見
る
持
続
性
の
知
恵

山
村

尊
房

（日
本
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
参
与
）

化
や
歴
史
を
築
い
て
き
た
。

そ
う
し

た
日
本
人
に
は
、

特
有
の
価
値
観
、

Ｄ
Ｎ
Ａ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、

そ

れ
が
現
在
の
閉
塞
か
ら
抜
け
出
し
、

有
限
な
地
球
環
境
の
な
か
で
生
き
抜

く
持
続
性
の
知
恵
に
つ
な
が
る
の
で

は
な
い
か
」
と
の
思
い
が
強
ま

っ
て

い
っ
た
と
い
つヽ
。

著
者
ら
は
、

海
外
か
ら
の
日
本
の

技
術
に
対
す
る
熱
い
視
線
と
、

そ
の

形
で
伝
え
る
努
力
が
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
こ
と
に
思
い
至
る
。

本
書
の
タ
イ
ト
ル
を

『環
境
の
思

想
』
と
し
た
理
由
と
し
て
、

「
２．
世

紀
の
人
類
社
会
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

を
抱
え
て
は
い
る
が
、

そ
の
な
か
で

最
も
顕
著
な
脅
威
は
人
の
暮
ら
し
と

生
命
の
基
盤
で
あ
る
環
境
の
破
壊
で

あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、

そ
の
破
壊
を

最
小
限
に
抑
え
込
む
だ
け
で
な
く
、
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