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年
頭
の
ご
挨
拶

公
益
社
団
法
人
　
浦
和
法
人
会

会
長
　
　
池
田
　
一
義
　
　

　

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

新
し
い
年
を
迎
え
、
会
員
の
皆
様
に
は
、
新
春
の
門
出
を
健
や
か
に

お
迎
え
に
な
ら
れ
た
こ
と
と
謹
ん
で
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、

法
人
会
の
諸
事
業
に
つ
き
ま
し
て
、
日
頃
よ
り
一
方
な
ら
ぬ
ご
支
援
、

ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
昨
年
の
世
界
経
済
は
、
長
引
く
物
価
上
昇
に
対
し
て
各
国
中

央
銀
行
が
政
策
金
利
の
引
上
げ
を
継
続
し
た
結
果
、
緩
や
か
に
で
は

あ
り
ま
す
が
イ
ン
フ
レ
の
鎮
静
化
が
進
み
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

欧
州
な
ど
一
部
の
国
・
地
域
で
は
金
融
引
締
め
の
副
作
用
と
し
て
景

況
感
の
悪
化
や
景
気
の
減
速
が
表
面
化
し
始
め
た
他
、
中
国
に
お
い

て
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
約
３
割
を
占
め
る
と
も
い
わ
れ
る
不
動
産
関
連
市
場
の

低
迷
が
続
く
な
ど
、
全
体
と
し
て
成
長
率
は
鈍
化
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
世
界
の
軍
事
情
勢
に
目
を
向
け
ま
す
と
、
ロ
シ
ア
に
よ
る

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
は
未
だ
膠
着
状
態
が
続
い
て
い
る
他
、
10
月
に
は

新
た
に
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ハ
マ
ス
の
軍
事
衝
突
が
発
生
し
、
残
念
な
こ

と
に
多
く
の
民
間
人
が
犠
牲
と
な
り
ま
し
た
。
中
東
情
勢
の
変
化
は
、

経
済
に
与
え
る
影
響
も
大
変
大
き
い
こ
と
か
ら
、
引
続
き
注
視
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

国
内
経
済
に
お
い
て
は
、
約
３
年
続
い
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
が
５
類
へ
引
き
下
げ
ら
れ
、
日
本
経
済
は
正
常
化
に
向
け
て

歩
み
を
始
め
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
中
止
や
規
模
縮
小
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
い
た
イ
ベ
ン
ト
は
続
々
と
再
開
さ
れ
、
多
く
の
国
内
外
観
光

客
が
全
国
各
地
に
訪
れ
る
な
ど
、
名
実
と
も
に
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
へ
の

移
行
を
実
感
し
た
一
年
で
あ
り
ま
し
た
。

　

昨
年
10
月
に
は
消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
、
今
年

１
月
か
ら
は
改
正
電
子
帳
簿
保
存
法
の
猶
予
期
間
終
了
に
よ
り
帳
簿

書
類
等
の
電
子
保
存
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。
会
員
の
皆
様
に
お
か
れ

ま
し
て
は
制
度
対
応
に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
き
た
こ
と
と
思
い
ま

す
が
、
是
非
こ
れ
ら
諸
制
度
へ
の
対
応
を
Ｄ
Ｘ
の
契
機
と
し
て
い
た

だ
き
、
事
業
効
率
化
と
生
産
性
向
上
に
向
け
た
一
層
の
取
組
み
を
お

願
い
す
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

昨
今
、
法
人
会
会
員
の
太
宗
を
占
め
る
中
小
企
業
の
経
営
環
境
は

目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
お
り
、
以
前
に
も
増
し
て
企
業
の
舵
取
り

は
困
難
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
不
確
実
性
の
高
い
時
代
を
乗

り
越
え
る
た
め
に
は
、
外
部
環
境
変
化
や
多
様
化
す
る
社
会
の
ニ
ー

ズ
に
合
わ
せ
て
自
身
の
ビ
ジ
ネ
ス
を
変
容
さ
せ
る
、
自
己
変
革
の
取

組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

浦
和
法
人
会
で
は
、
会
員
の
皆
様
と
共
に
こ
の
難
局
を
乗
り
越
え

る
べ
く
、
今
ま
で
以
上
に
皆
様
の
ご
意
見
や
ご
要
望
を
お
聞
き
し
、

皆
様
の
持
続
的
成
長
を
お
手
伝
い
し
て
ま
い
り
ま
す
。
同
時
に
、
会

員
の
皆
様
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
法
人
会
活
動
を
盛
り
上
げ
て
ま
い

り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

２
０
２
４
年
の
干
支
で
あ
る
辰
は
十
二
支
の
中
で
唯
一
空
想
上
の

生
き
物
で
あ
り
、
最
も
縁
起
が
良
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
辰

年
は
自
然
万
物
が
振
動
し
草
木
が
成
長
し
て
活
力
が
旺
盛
に
な
る
年

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
法
人
会
は
基
本
理
念
で
あ
る
「
税
の

オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
」
と
し
て
の
責
務
を
全
う
す
べ
く
、
皆
で
力

を
合
わ
せ
て
試
行
や
変
革
に
果
敢
に
挑
戦
し
て
参
り
ま
す
。
そ
し
て
、

会
員
の
皆
様
に
と
っ
て
魅
力
の
あ
る
、
そ
し
て
地
域
に
と
っ
て
存
在

感
の
あ
る
団
体
で
あ
り
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

本
年
も
、
法
人
会
活
動
に
引
続
き
ご
支
援
と
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
と
と
も
に
、
会
員
の
皆
様
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
、
事
業
の

ご
繁
栄
を
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
年
頭
の
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。
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年
頭
の
ご
挨
拶

浦
和
税
務
署

署
長
　
　
大
竹
　
泰
彦
　
　

　

令
和
六
年
の
年
頭
に
当
た
り
、
謹
ん
で
新
年
の
ご
挨
拶
を
申
し
上

げ
ま
す
。

　

公
益
社
団
法
人
浦
和
法
人
会
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
健

や
か
に
新
春
を
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

旧
年
中
は
、
池
田
会
長
を
は
じ
め
役
員
の
方
々
や
会
員
の
皆
様
方

に
は
、
税
務
行
政
の
円
滑
な
運
営
に
対
し
、
深
い
ご
理
解
と
多
大
な

ご
支
援
を
賜
り
、
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

浦
和
法
人
会
に
お
か
れ
ま
し
て
は
「
地
域
の
発
展
と
活
力
あ
る
法

人
会
を
め
ざ
す
」
の
も
と
、
税
に
関
す
る
各
種
研
修
会
の
開
催
、
租

税
教
室
へ
の
講
師
派
遣
、「
税
に
関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」
の

実
施
な
ど
、
租
税
教
育
事
業
に
力
を
入
れ
て
い
た
だ
き
、
正
し
い
税

知
識
の
普
及
並
び
に
納
税
道
義
の
高
揚
に
多
大
な
貢
献
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

今
後
と
も
、
地
域
社
会
に
密
着
し
た
魅
力
あ
る
会
運
営
に
よ
り
活

力
の
あ
る
組
織
が
築
か
れ
る
こ
と
を
ご
期
待
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、

皆
様
方
と
連
携
・
協
調
を
図
り
な
が
ら
法
人
会
活
動
に
協
力
し
て
ま

い
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
の
ご
支
援
・
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
税
務
行
政
を
取
り
巻
く
環
境
が
国
際
化
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
等
に

よ
り
大
き
く
変
化
し
て
い
く
中
、
私
ど
も
と
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
税

務
手
続
を
税
務
署
に
行
か
ず
に
で
き
る
社
会
を
目
指
し
て
、
デ
ジ
タ

ル
を
活
用
し
た
国
税
手
続
等
の
一
層
の
利
用
拡
大
に
努
め
て
お
り
ま

す
。
会
員
の
皆
様
方
に
は
ｅ
-
Ｔ
ａ
ｘ
を
は
じ
め
、
ダ
イ
レ
ク
ト
納

付
や
電
子
納
税
証
明
書
な
ど
各
種
制
度
の
積
極
的
な
ご
利
用
に
ご
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

ま
も
な
く
、
令
和
5
年
分
の
確
定
申
告
が
始
ま
り
ま
す
。
今
年
は
、

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
に
よ
り
控
除
証
明
書
等
の
デ
ー
タ
を
自
動
入

力
で
き
る
範
囲
が
拡
大
し
ま
す
。
加
え
て
、
事
業
主
の
方
が
給
与
所
得

の
源
泉
徴
収
票
を
ｅ
-
Ｔ
ａ
ｘ
で
税
務
署
に
提
出
い
た
だ
き
ま
す
と
、

給
与
所
得
の
情
報
も
自
動
入
力
の
対
象
と
な
り
、
従
業
員
の
方
が
よ

り
便
利
に
確
定
申
告
書
の
作
成
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
混
雑
が

予
想
さ
れ
る
確
定
申
告
会
場
へ
出
向
か
な
く
て
も
納
税
者
の
皆
様
が

「
よ
り
便
利
に
、
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
」
申
告
・
納
税
で
き
る
よ
う
取
り

組
ん
で
お
り
ま
す
の
で
、
是
非
と
も
、
法
人
会
会
員
の
皆
様
そ
し
て

各
法
人
の
従
業
員
の
皆
様
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
方
式
に
よ
る
ご
自

宅
か
ら
の
ス
マ
ホ
申
告
・
ｅ
-
Ｔ
ａ
ｘ
申
告
と
納
税
は
振
替
納
税
を

ご
利
用
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
周
知
・

広
報
に
多
大
な
ご
協
力
い
た
だ
き
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

引
き
続
き
、
本
制
度
の
定
着
に
向
け
た
取
組
を
継
続
し
な
が
ら
、
事

業
者
の
皆
様
が
適
切
に
申
告
を
行
え
る
よ
う
、
柔
軟
か
つ
丁
寧
な
対

応
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

結
び
に
当
た
り
、
令
和
六
年
が
皆
様
方
に
と
り
ま
し
て
幸
多
き
年

と
な
る
よ
う
祈
念
申
し
上
げ
ま
し
て
、
新
年
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
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♦丸い地球で環境を考える

丸い
地球で環境を考える

　

埼
玉
か
ら
眺
め
る
富
士
山
は
も
う
真
っ
白
な
冬
景
色
と

な
り
ま
し
た
。
富
士
山
に
降
る
雨
や
雪
溶
け
水
は
、
季
節

を
通
し
て
麓
の
あ
ち
こ
ち
で
湧
水
に
な
り
、
幾
つ
か
の
河

川
と
し
て
日
本
で
一
番
深
い
駿
河
湾
へ
と
流
れ
込
み
ま

す
。
そ
の
水
は
海
の
表
面
か
ら
蒸
発
し
て
雲
を
作
り
、
ま

た
雨
や
雪
に
な
っ
て
、
空
と
海
と
陸
の
間
を
循
環
し
て
い

ま
す
。
駿
河
湾
の
最
深
部
は
２
５
０
０
m
。
湾
口
は
北
太

平
洋
に
面
し
て
い
ま
す
が
、
北
太
平
洋
の
平
均
水
深
は
約

４
０
０
０
m
。
海
の
表
面
近
く
に
は
黒
潮
が
流
れ
て
い
る

の
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
海
底
付
近
の
海
水
は

動
か
ず
じ
っ
と
溜
ま
っ
た
ま
ま
で
し
ょ
う
か
。
実
は
太
平

洋
、
イ
ン
ド
洋
、
そ
し
て
大
西
洋
の
深
い
部
分
は
、
繋
が
っ

た
一
つ
の
海
と
し
て
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
て
い
る
の
で
す
。　

　

地
球
は
一
つ
、
か
け
が
え
の
な
い
海
、One Planet, 

One Ocean

と
い
え
ま
す
。

　

図
は
米
国
の
地
球
化
学
者
の
ブ
ロ
ッ
カ
ー
博
士
が
示
し

た
「
海
洋
大
循
環
」
と
呼
ば
れ
る
図
を
描
き
直
し
た
も
の

で
す
。
循
環
の
出
発
海
域
は
北
大
西
洋
の
グ
リ
ー
ン
ラ
ン

ド
沖
で
、
こ
こ
の
海
水
は
塩
辛
く
、
そ
れ
が
冷
や
さ
れ
て

重
く
な
る
こ
と
で
、
表
面
か
ら
水
深
４
０
０
０
m
ま
で
沈

ん
で
い
き
ま
す
。そ
れ
も
直
径
約
15
㎞
の
海
中
の
滝
と
な
っ

て
、
一
気
に
沈
む
の
で
す
。
そ
の
量
は
世
界
の
河
川
水
の

全
流
量
の
15
倍
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
動
き
出

し
た
流
れ
は
、
北
大
西
洋
の
深
層
を
南
極
海
に
向
け
て
南

下
し
て
い
き
、
ぐ
る
り
と
南
極
海
を
周
遊
し
ま
す
。
そ
の

一
部
が
イ
ン
ド
洋
へ
向
か
い
、
そ
し
て
太
平
洋
へ
と
北
上

し
ま
す
。

　

こ
の
地
球
を
め
ぐ
る
深
層
水
の
旅
は
１
０
０
０
〜

２
０
０
０
年
か
か
り
ま
す
。
海
底
に
沿
っ
て
、
ゆ
っ
く
り

と
流
れ
て
い
る
の
で
す
。
放
射
性
炭
素
を
使
っ
た
年
代
測

定
に
よ
る
と
、
今
、
世
界
中
の
海
で
最
も
古
い
海
水
は
、

北
太
平
洋
の
中
緯
度
の
水
深
２
０
０
０
m
辺
り
だ
と
推
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
生
ま
れ
た
頃
に

グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
沖
に
あ
っ
た
海
水
が
、
よ
う
や
く
日
本

の
東
方
の
北
太
平
洋
の
中
層
に
た
ど
り
着
い
た
こ
と
に
な

り
ま
す
。
表
層
水
と
混
じ
り
合
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
た
海

水
は
、
表
面
海
流
と
な
っ
て
、
北
大
西
洋
へ
と
戻
っ
て
い

き
ま
す
。

　

海
流
は
気
候
に
も
影
響
を
与
え
ま
す
。
北
緯
51
度
の
ロ

ン
ド
ン
は
、
北
緯
43
度
の
札
幌
よ
り
も
温
暖
で
、
真
冬
で

も
東
京
並
み
の
気
温
で
す
。
こ
れ
は
亜
熱
帯
域
か
ら
流
れ

る
メ
キ
シ
コ
湾
流
の
暖
か
く
塩
辛
い
海
水
が
、
北
大
西
洋

海
流
と
し
て
欧
州
へ
向
か
っ
て
北
東
に
進
み
、
そ
の
暖
か

い
海
水
の
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
偏
西
風
が
拾
い
上
げ
て
、
欧

州
を
温
め
る
か
ら
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。こ
の
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー

は
原
子
力
発
電
所
１
０
０
万
基
に
相
当
す
る
と
計
算
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

し
か
し
温
暖
化
が
進
む
と
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

南
極
大
陸
や
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
氷
が
溶
け
て
、
海
面
の

上
昇
が
生
じ
る
と
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
以

上
の
問
題
と
し
て
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
沖
で
海
水
が
沈
み

込
ま
な
く
な
る
可
能
性
を
示
唆
し
た
論
文
が
出
さ
れ
ま
し

た
。
塩
辛
い
海
水
は
、
塩
分
の
せ
い
で
重
い
の
で
す
が
、

氷
の
溶
け
た
淡
水
で
薄
め
ら
れ
て
軽
く
な
っ
て
し
ま
い
、

沈
み
込
ま
な
く
な
る
。
つ
ま
り
海
洋
大
循
環
が
弱
ま
り
、

流
れ
が
停
止
す
る
と
い
う
仮
説
で
す
。
し
か
も
、
そ
の
変

化
は
早
け
れ
ば
２
０
２
５
年
、
遅
く
と
も
２
０
９
５
年
に

は
始
ま
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
う
な
れ
ば
、

メ
キ
シ
コ
湾
流
の
暖
か
い
海
水
が
欧
州
へ
届
か
ず
、
急
激

に
欧
州
の
気
温
が
低
下
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

約
1
万
年
前
に
ヤ
ン
ガ
ー
ド
リ
ア
ス
期
と
い
う
寒
冷
な

時
期
が
あ
り
、
海
底
の
堆
積
物
を
調
べ
た
結
果
、
そ
の
時

に
平
均
気
温
が
10
年
間
で
10
〜
15
℃
下
が
っ
て
い
た
と
い

う
報
告
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
論
文
で
は
、
近
い
将
来
に
同

様
の
こ
と
が
起
こ
る
可
能
性
を
述
べ
て
い
る
の
で
す
。

　

今
の
人
類
は
温
暖
化
効
果
気
体
を
放
出
し
続
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
の
仮
説
が
正
し
い
の
か
ど
う
か
、
壮
大
で

後
戻
り
で
き
な
い
実
験
を
進
め
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。

も
し
正
し
け
れ
ば
、
そ
の
影
響
は
欧
州
だ
け
で
は
な
く
、

様
々
な
形
で
全
地
球
に
及
ぼ
す
こ
と
で
し
ょ
う
。

地球温暖化が寒冷化を引き起こすかも
埼玉県環境科学国際センター・総長

東京大学名誉教授

植松　光夫

参考文献
Matsumoto, K., “Radiocarbon-based circulation age of the world oceans” J. 
Geophys. Res., 112, C09004, (2007). https://doi.org/10.1029/2007JC004095
Ditlevsen, P., Ditlevsen, S. “Warning of a forthcoming collapse of the Atlantic 
meridional overturning circulation” Nature Commun. 14, 4254 (2023). https://
doi.org/10.1038/s41467-023-39810-w

図　1000〜 2000年をかけて流れ続ける海洋大循環
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3行動する法人会 ～税制改正要望陳情活動～

11月28日　古川　俊治　議員
11月29日　沢田　　良　議員

12月12日　清水　勇人　さいたま市長
12月12日　江原　大輔　さいたま市議会議長
矢倉克夫議員には郵送にて陳情しました。

田中　良生　議員 牧原　秀樹　議員

法人会は「令和6年度税制に関する提言」を決議しました。

令和６年度税制改正スローガン

※詳細は全法連ホームページをご覧ください。

♦財政健全化は国家的課題。負担を先送りせず現世代で解決を！
♦企業への過度な保険料負担を抑制し、経済成長を阻害しない社会保障制度の確立を！
♦経済再生には中小企業の力が不可欠。健全な経営に取り組む企業に実効性ある支援を！
♦中小企業は地域経済と雇用の担い手。本格的な事業承継税制の創設を！

 法人会では、公平で健全な税制の実現を目指して、会
員企業のご意見や要望を反映しながら、税のあるべき
姿や将来像を見据え、建設的な提言を行っています。

 法人会の提言活動は、法人実効税率の更なる引き下
げ、事業承継税制の拡充など、中小企業の活性化に
資する税制の構築に寄与しています。

地域のイベントに参加しています！
～各支部の地域社会貢献活動～

10/7　第21回南区ふるさとふれあいフェア 10/21　第21回桜区区民ふれあいまつり 10/29　第21回緑区区民まつり

11/5　中山道浦和宿二七の市 11/11・12　中央区区民まつり

村井　英樹　議員 西田　実仁　議員
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社長さん、こんにちは

お客様からの「Good Job!」を目指して

株式会社　グッドジョブ

　　　　代表取締役　岡部　勉 （おかべ　つとむ）さん

〜〜〜【プロフィール】〜〜〜

【会社】
創　業：2003 年（平成 15 年）
所在地：さいたま市桜区中島 3-4-6
概　要：ビルケア事業部・ハウスケア事業部・ヒューマンケア事業

部・不動産事業部の４つの事業部で、清掃業全般から各種
リフォーム工事など建物に関する幅広い事業を展開する。

【社長】
1970年（昭和45年）10月14日生まれ、53歳。さいたま市西区出身。
自動車ディーラーで自動車整備士・営業として 11 年間務めた後に、
31 歳で起業。グッドジョブを設立した。
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▼
清
掃
業
と
の
出
会
い

　

こ
の
会
社
は
、
２
０
０
3
年
（
平
成
15
年
）

に
創
業
し
、清
掃
業
か
ら
始
ま
っ
た
会
社
で
す
。

　

私
と
清
掃
業
と
の
出
会
い
は
、
自
動
車

デ
ィ
ー
ラ
ー
で
営
業
と
し
て
働
い
て
い
た
と

き
の
こ
と
で
し
た
。
自
動
車
整
備
士
の
専
門

学
校
を
卒
業
し
、
元
々
自
動
車
整
備
士
と
し

て
働
い
て
い
た
の
で
す
が
、
入
社
４
年
目
の

と
き
に
、
営
業
へ
の
職
種
変
更
を
説
得
し
て

く
れ
た
上
司
が
い
ま
し
て
。
絶
対
に
営
業
は

や
ら
な
い
つ
も
り
で
働
い
て
い
た
も
の
の
、

１
年
間
会
う
た
び
に
誘
っ
て
く
れ
る
も
の
で

す
か
ら
、「
こ
の
人
の
た
め
に
や
っ
て
み
よ
う
」

と
５
年
目
で
営
業
に
挑
戦
を
し
ま
し
た
。

　

営
業
の
中
で
も
、
一
年
間
で
１
０
０
台
の

車
を
売
る
と
あ
る
程
度
上
に
い
く
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
け
ど
も
、
営
業
４
年
目
で

１
０
０
台
を
売
る
よ
う
に
な
り
ま
し
て
。
自

分
の
中
で
漠
然
と
「
自
分
が
い
る
業
界
外
で

社
長
業
を
や
っ
て
み
た
い
」
と
い
う
次
の
人

生
の
目
標
が
で
き
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
思
っ
て
い
た
最
中
、
お
客

さ
ん
に
手
書
き
の
手
紙
を
書
こ
う
と
、シ
ョ
ー

ル
ー
ム
が
休
み
の
日
に
出
社
を
し
ま
し
て
。

そ
こ
で
、
普
段
は
見
た
こ
と
が
な
い
清
掃
業

者
の
ス
タ
ッ
フ
の
仕
事
を
見
か
け
た
の
で
す
。

そ
の
業
者
の
ス
タ
ッ
フ
の
服
装
は
バ
ラ
バ
ラ

で
、
た
ば
こ
を
吸
い
な
が
ら
仕
事
を
進
め
て

い
て
。
終
い
に
は
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
内
に
ご
ざ

を
広
げ
て
昼
食
を
食
べ
る
も
の
で
す
か
ら
、

「
自
分
が
働
い
て
い
る
業
界
で
は
到
底
あ
り
得

な
い
こ
う
い
う
世
界
も
あ
る
の
だ
な
…
」
と

思
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
以
来
、
い
つ
の
間
に
か
街
中
で
も

清
掃
業
者
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い

て
。
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
に
、「
自
分
が
自
動
車

デ
ィ
ー
ラ
ー
で
培
っ
て
き
た
ノ
ウ
ハ
ウ
を
こ

の
業
界
で
活
か
し
た
ら
ど
う
な
る
の
か
な
」

と
考
え
る
よ
う
に
。
そ
の
後
も
自
動
車
販
売

会
社
で
営
業
と
し
て
年
間
１
０
０
台
を
売
り
続

け
て
か
ら
、
入
社
11
年
目
で
退
社
し
ま
し
た
。

▼
モ
ノ
売
り
か
ら
サ
ー
ビ
ス
売
り
へ

　

清
掃
業
界
へ
の
参
入
を
決
め
た
私
で
は
あ

り
ま
し
た
が
、
こ
の
業
界
で
の
経
験
は
ゼ
ロ
。

会
社
を
辞
め
た
後
は
、
一
体
な
に
か
ら
準
備

を
し
て
い
い
も
の
か
と
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
に

行
っ
て
、
掃
除
道
具
売
場
を
眺
め
て
い
る
よ

う
な
日
々
が
続
き
ま
し
た
。１
カ
月
ほ
ど
経
っ

た
あ
る
日
、
知
り
合
い
が
と
あ
る
掃
除
屋
さ

ん
を
紹
介
し
て
く
れ
ま
し
て
。
人
手
が
足
り

な
い
と
き
に
声
を
掛
け
て
く
れ
て
、
働
き
な

が
ら
こ
の
業
界
に
つ
い
て
の
仕
事
を
学
ぶ
機

会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。

　

そ
こ
か
ら
会
社
や
仕
事
を
紹
介
し
て
い
た

だ
け
る
よ
う
に
な
り
、
朝
、
昼
間
、
夜
と
仕

事
を
掛
け
持
ち
す
る
よ
う
な
日
々
を
３
年
間

ほ
ど
過
ご
し
ま
し
た
。

　

清
掃
業
か
ら
始
め
る
こ
と
は
決
め
て
い
た

の
で
す
が
、
そ
の
後
は
リ
フ
ォ
ー
ム
や
イ
ン

テ
リ
ア
な
ど
に
も
手
を
広
げ
て
「
建
物
に
関

す
る
こ
と
な
ら
な
ん
で
も
で
き
る
会
社
」
に

し
て
い
き
た
い
と
会
社
名
を
考
え
て
い
た
と

き
に
、
た
ま
た
ま
テ
レ
ビ
で
大
リ
ー
グ
の
野

球
の
ニ
ュ
ー
ス
が
目
に
と
ま
り
ま
し
た
。
そ

の
ニ
ュ
ー
ス
で
日
本
だ
と
「
ナ
イ
ス
キ
ャ
ッ

チ
」
と
い
う
と
こ
ろ
、
向
こ
う
で
は
「Good 

Job

」
と
言
う
こ
と
を
知
っ
て
。
私
た
ち
も
良

い
仕
事
を
し
た
ら
「Good Job!

」
と
言
っ

て
も
ら
え
る
よ
う
な
仕
事
を
し
た
い
な
と
思

い
、社
名
を
「
グ
ッ
ド
ジ
ョ
ブ
」
に
。
今
で
は
、

社
員
や
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
60
人
と
仕
事

を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　

自
動
車
販
売
店
の
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
と
き
か

ら
意
識
し
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
こ
の
業
界
で
働
く
よ
う
に
な
っ

て
よ
り
一
層
に
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
、
礼

儀
と
礼
節
、
義
理
と
人
情
こ
れ
ら
を
大
切
に

す
る
こ
と
で
す
。
モ
ノ
で
あ
れ
ば
、
お
客
さ

ま
が
お
金
を
出
そ
う
と
思
う
判
断
と
い
う
の

は
「
形
が
か
っ
こ
い
い
」
だ
と
か
「
色
が
か
っ

こ
い
い
」
だ
と
か
の
基
準
が
あ
る
と
思
う
の

で
す
が
、
う
ち
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
で
の
お

客
さ
ま
の
判
断
基
準
は
、「
人
」
が
判
断
基
準

に
な
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

現
在
こ
の
会
社
は
、
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

な
ど
の
清
掃
業
以
外
に
も
、
不
動
産
や
家
事

代
行
、
障
が
い
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
運
営

な
ど
４
つ
の
事
業
部
を
柱
と
し
た
多
種
多
様

な
仕
事
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ

そ
暮
ら
し
の
中
で
、
建
物
と
そ
の
環
境
に
か

か
わ
る
困
り
ご
と
が
あ
っ
た
際
、
多
く
の
人

か
ら
「
こ
こ
に
電
話
す
れ
ば
必
ず
答
え
て
く

れ
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
会
社
に
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

▼
税
に
つ
い
て
一
言

　

人
と
の
つ
な
が
り
を
大
事
に
し
た
い
と
、

私
は
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
に
も
加
入
し
て
い

る
の
で
す
が
奉
仕
活
動
に
参
加
す
る
た
び
に
、

税
金
は
世
の
中
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
必
要

不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
て
い

ま
す
。
困
っ
た
人
の
た
め
に
行
き
わ
た
る
よ

う
引
き
続
き
税
を
納
め
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
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なぞ解き

明
昌
野
秦

18

龍
の
彫
刻
を
探
訪
す
る

　

干
支
は
、
十
干
と
十
二
支
を
組
合
せ
た
六
十
年
を
周
期
と
す
る
数
詞
で
、
古
代
の
暦
を
は
じ
め

と
し
て
時
間
、
方
位
、
順
次
等
に
用
い
ら
れ
た
。
十
干
は
甲

き
の
え 

、
乙
き
の
と 

、
丙
ひ
の
え 

、
丁
ひ
の
と 

、
戊
つ
ち
の
え 

、
己
つ
ち
の
と 

、

庚か
の
え 

、
辛
か
の
と 

、
壬
み
ず
の
え 

、
癸
み
ず
の
との
十
種
類
か
ら
な
り
、
十
二
支
は
子
、
丑
、
寅
、
卯
、
辰
、
己
、
午
、
未
、

申
、
酉
、
戌
、
亥
の
十
二
種
類
か
ら
な
る
。「
え
と
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
「
き
の
え
」、「
き
の
と
」、

「
ひ
の
え
」、「
ひ
の
と
」
等
と
陰
陽
に
応
じ
て
「
え
」
と
「
と
」
の
音
が
入
る
こ
と
に
由
来
す
る
。

本
来
の
十
干
十
二
支
と
は
自
然
界
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
循
環
、
生
命
の
流
れ
、
季
節
の
変
化
を
表
し

て
い
て
、
覚
え
や
す
く
す
る
工
夫
が
動
物
の
姿
で
あ
る
。
な
お
、
十
二
支
に
動
物
を
充
て
る
よ
う

に
な
る
の
は
後
漢
（
西
暦
二
十
五
年
～
二
百
二
十
年
）
の
頃
と
い
わ
れ
る
。

　

二
〇
二
四
年
は
甲

き
の
え

辰た
つ

の
年
。
十
干
で
あ
る
「
甲
」
は
、
種
が
堅
い
甲
冑
の
よ
う
な
皮
を
ま
と
っ

て
い
る
状
態
を
い
う
。
十
二
支
の
「
辰
」
は
、
植
物
の
茎
や
葉
が
形
を
整
え
ま
す
ま
す
大
き
く
伸

び
る
状
態
を
い
う
。
一
方
の
「
龍
」
は
、
水
を
噴
出
し
雨
を
降
ら
せ
る
が
、
反
面
、
長
雨
や
洪
水

を
鎮
め
る
役
割
も
担
う
。
十
二
支
の
中
で
唯
一
、
架
空
の
生
き
物
で
あ
る
。
伝
来
は
紀
元
一
世
紀

頃
の
弥
生
時
代
。
お
よ
そ
八
十
余
の
遺
跡
か
ら
龍
文
様
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
註
１
）。
そ
の
後
、

出
雲
の
八
岐
大
蛇
伝
承
や
仏
法
を
守
護
す
る
八
大
竜
王
等
を
経
て
、
現
在
知
ら
れ
る
勇
壮
な
姿
と

な
る
。
さ
い
た
ま
市
域
で
も
、
見
沼
や
鴻
沼
界
隈
で
龍
神
伝
説
は
多
く
聞
か
れ
る
。

　

干
拓
前
の
見
沼
で
は
、
夕
刻
に
な
る
と
竹
笛
を
吹
い
て
ほ
と
り
を
彷
徨
い
歩
く
美
女
が
お
り
、

笛
の
音
を
聞
い
た
若
者
は
こ
と
ご
と
く
村
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
こ
の
噂
は
都
に
ま
で

聞
こ
え
、
屈
強
な
武
士
が
真
偽
を
突
き
止
め
よ
う
と
こ
の
地
を
訪
れ
た
。
そ
し
て
、
不
審
な
美
女

を
見
つ
け
斬
り
つ
け
る
と
、
一
瞬
に
し
て
雷
鳴
が
轟
き
暴
風
雨
と
な
っ
た
。
そ
の
翌
朝
、
そ
の
場

所
へ
行
っ
て
み
る
と
一
本
の
竹
笛
が
落
ち
て
お
り
、
武
士
は
竹
笛
を
神
社
に
納
め
た
と
い
う
。
数

年
後
、
老
女
が
神
社
を
訪
ね
て
来
て
笛
を
吹
か
せ
て
欲
し
い
と
願
っ
た
の
で
、
神
官
は
笛
を
手
渡

し
た
。
老
女
が
笛
を
吹
き
始
め
る
と
神
官
は
眠
っ
て
し
ま
い
、
老
女
も
竹
笛
も
消
え
て
し
ま
っ
た

と
い
う
。
同
時
刻
、周
辺
の
人
た
ち
は
神
社
か
ら
瑞
雲
が
沸
き
立
ち
笛
の
音
が
聞
こ
え
た
と
噂
し
、

笛
の
主
は
見
沼
の
龍
神
の
化
身
で
あ
ろ
う
と
囁
き
あ
っ
た
と
い
う
。

　

さ
て
、
見
沼
は
江
戸
時
代
前
期
に
大
規
模
な
治
水
灌
漑
工
事
が
実
施
さ
れ
、
第
一
波
の
新
田
開

発
が
盛
ん
と
な
っ
た
。
武
蔵
国
の
石
高
の
推
移
を
見
る
と
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
六
六
七
，

一
〇
五
石
。
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
九
八
二
，二
三
九
石
と
三
一
五
，一
三
四
石
の
増
。
元
禄
十

年
（
一
六
九
七
）
一
，一
六
七
，
八
六
三
石
で
一
八
五
，六
二
四
石
の
増
。
天
保
年
間
（
一
八
三
〇

～
一
八
四
三
）　

一
，二
八
一
，四
三
〇
石
で
一
一
三
，
五
六
七
石
の
増
（
註
２
）。
増
加
率
の
最
も

高
か
っ
た
の
は
「
慶
長
」
か
ら
「
正
保
」
の
期
間
で
、伊
奈
氏
に
よ
る
利
根
川
・
荒
川
の
流
路
替
え
、

及
び
河
川
整
備
が
積
極
的
に
進
め
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。
関か

ん
と
う東
代だ
い
か
ん
が
し
ら

官
頭
「
伊
奈
忠
治
」
は
、
赤
山

に
陣
屋
を
築
き
、
荒
川
の
改
修
を
実
施
し
、
あ
わ
せ
て
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
見
沼
の
木
曾
呂

―
附
島
間
に
「
見
沼
〆
切
八
丁
堤
」（
約
九
百
ｍ
の
土
堤
）
を
築
き
面
積
約
一
，二
〇
〇
町
歩
の
一

大
溜
井
を
造
成
し
た
。
し
か
し
、
市
域
で
は
溜
井
に
よ
り
水
没
す
る
「
犠
牲
田
」
が
多
く
出
現
し

減
収
と
な
っ
た
が
、
広
大
な
溜
井
の
水
神
を
龍
神
に
見
立
て
た
伝
承
が
多
く
誕
生
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

更
に
、
享
保
年
間
に
は
見
沼
干
拓
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
龍
神
も
登
場
す
る
。
干
拓
の
準
備
に

取
り
掛
か
っ
た
井い

ざ
わ沢
弥や

そ惣
兵べ

え衛
の
も
と
へ
、
毎
夜 

美
女
が
訪
れ
干
拓
を
や
め
て
ほ
し
い
と
願
う

が
工
事
は
進
み
弥
惣
兵
衛
は
病
を
患
う
。
あ
る
晩
、
家
来
が
部
屋
を
覗
く
と
蛇
身
の
女
（
註
３
） 

が
弥
惣
兵
衛
の
体
を
舐
め
回
し
て
い
た
。
事
の
仔
細
を
聞
き
弥
惣
兵
衛
は
肝
を
冷
や
し
、
詰
所
を

万
年
寺
（
註
４
） 

へ
移
し
た
。
そ
の
他
、「
竜
神
オ
タ
ケ
様
」、「
見
沼
の
イ
モ
リ
」
等
の
龍
神
伝

承
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
大
間
木
の
山
口
弁
天
社
に
伝
わ
る
龍
神
伝
承
に
は
、
馬
子
が
「
馬
に
乗
せ
て
く
れ
」
と

頼
む
美
女
を
目
的
地
ま
で
運
ぶ
と
お
礼
に
小
箱
を
く
れ
た
。
そ
の
箱
は
「
決
し
て
開
け
て
は
い
け

な
い
」
と
言
い
渡
さ
れ
、
馬
子
は
主
人
の
屋
敷
へ
帰
り
、
主
人
に
事
の
い
き
さ
つ
と
小
箱
を
渡
す
。

そ
れ
以
来 

屋
敷
は
繁
栄
す
る
が
、
あ
る
日
の
こ
と 

好
奇
心
に
か
ら
れ
た
主
人
が
小
箱
を
開
け
て

見
る
と
中
に
は
綺
麗
な
ウ
ロ
コ
が
一
枚
入
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
屋
敷
は
そ
の
時
か
ら
衰
退
し
、

や
が
て
絶
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
龍
に
は
八
十
一
枚
の
鱗う

ろ
こが
あ
り
、
中
で
も
顎あ
ご

の
下
に
逆
さ
に
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生
え
る
一
枚
の
鱗
を
「
逆げ
き
り
ん鱗
」
と
い
う
。
龍
は
背
に
人
を
乗
せ
て
も
大
丈
夫
だ
が
、
こ
の
逆
鱗
に

触
れ
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
い
、
怒
る
と
喰
い
殺
す
こ
と
さ
え
あ
る
と
い
う
。「
逆
鱗
」
と
は
触
れ
て

は
な
ら
な
い
事
柄
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
伝
承
は
ま
さ
に
「
逆
鱗
に
触
れ
た
話
」
と
い
え
よ
う
。

　

で
は
、
さ
い
た
ま
市
内
の
龍
彫
刻
を
訪
ね
て
み
よ
う
。

　

人
生
の
岐
路
と
な
る
よ
う
な
大
事
な
舞
台
を
「
登
竜
門
」
と
い
う
が
、
本
来
は
中
国
の
黄
河
上

流
に
あ
る
竜
門
山
を
切
り
拓
い
て
造
っ
た
「
竜
門
」
と
呼
ば
れ
る
堰
の
こ
と
で
、「
竜
門
」
の
激

し
い
流
れ
を
昇
り
き
っ
た
鯉
は
龍
に
な
れ
る
と
い
う『
後
漢
書
』の
故
事
が
あ
る
。こ
の
故
事
か
ら
、

立
身
出
世
の
関
門
を
「
登
竜
門
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
が
、
大
門
神
社
本
殿
の
脇
障
子
に
は
鯉
が

急
流
を
昇
り
龍
に
な
る
途
中
の
「
龍
魚
」
の
彫
刻
（
註
５
） 

が
あ
る
。
ま
た
、
大
門
神
社
境
内 

愛

宕
社
に
は
、
夜
な
夜
な
抜
け
出
す
龍
の
彫
刻
を
ク
ギ
で
留
め
て
動
け
な
く
し
た
と
い
う
伝
承
を
伴

う
龍
彫
刻
が
あ
る
。
そ
の
躍
動
感
か
ら
左
甚
五
郎
作
と
の
伝
承
も
面
白
い
。
更
に
、国
昌
寺（
註
６
） 

表
門
の
龍
の
彫
刻
に
は
、
見
沼
に
棲
む
龍
が
腹
が
空
く
と
沼
中
を
の
た
打
ち
回
り
村
人
を
困
ら
せ

る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
日
光
か
ら
江
戸
へ
の
帰
路
に
あ
っ
た
左
甚
五
郎
へ
頼
み
、
山
門
に
龍

の
彫
刻
を
彫
り
封
じ
込
め
た
た
め
暴
れ
回
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
彫
刻
の
龍
が
門
下
を

通
る
葬
儀
の
ご
遺
体
を
喰
ら
う
と
い
う
恐
ろ
し
い
伝
承
（
註
７
）
も
あ
る
。

　

一
方
、
鴻
沼
の
西
岸
に
あ
た
る
長
伝
寺
（
註
８
）
の
欄
間
彫
刻
に
は
、
鴻
沼
の
大
洪
水
の
際
に

欄
間
の
龍
が
夜
な
夜
な
抜
け
出
し
沼
か
ら
あ
ふ
れ
る
水
を
飲
み
乾
し
、
田
畑
や
街
を
洪
水
か
ら

救
っ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。

　

さ
て
、
龍
神
は
水
や
河
川
を
司
る
守
護
神
で
あ
る
。
今
世
紀
に
入
り
豪
雨
に
伴
う
激
甚
災
害
が

増
加
し
て
い
る
が
、
龍
神
の
年
こ
そ
穏
や
か
な
一
年
で
あ
り
た
い
と
願
う
。

（
註
１
）
長
谷
川
一
英
「
弥
生
人
が
見
た
龍
」
岡
山
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
講
座　

第
三
回
資
料　

二
〇
一
九
年

（
註
２
）『
武
蔵
国
田
園
簿
』。
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
か
ら
三
年
に
か
け
作
成
さ
れ
た
。

（
註
３
）
女
は
「
龍
蛇
神
」。
別
所
沼
で
は
藁
で
作
ら
れ
た
大
龍
蛇
神
が
練
り
歩
く
雨
乞
い
の
祭
が

行
わ
れ
て
い
た
。
出
雲
大
社
の
龍
蛇
神
は
著
名
。

（
註
４
）
万
年
寺
は
見
沼
区
片
柳
一
丁
目
一
五
五
番
地
。
曹
洞
宗
の
寺
。

（
註
５
）
大
門
神
社
は
緑
区
大
門
二
九
三
三
番
地
。
本
殿
は
江
戸
時
代
後
期
の
建
立
。

（
註
６
）
国
昌
寺
は
緑
区
大
崎
二
三
七
八
番
地
。
曹
洞
宗
の
寺
。
山
門
は
江
戸
時
代
中
期
建
立
の
薬
医
門
。

（
註
７
）
左
甚
五
郎
は
江
戸
時
代
初
期
に
活
躍
し
た
と
さ
れ
る
彫
刻
職
人
。
活
躍
期
間
や
逸
話
等

か
ら
一
人
の
職
人
で
は
な
く
、
全
国
各
地
で
優
れ
た
彫
刻
等
を
残
し
た
大
工
・
工
匠
た

ち
の
代
名
詞
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。　
　
　

（
註
８
）
長
伝
寺
は
中
央
区
本
町
東
五
丁
目
一
三
番
一
三
号
。
浄
土
宗
の
寺
。

♦大門神社本殿 脇障子の左側「昇り鯉」と右側「龍魚」（龍鯉・化け鯉）
と呼ばれる彫刻

♦大門神社境内 愛宕社の龍の彫刻

♦国昌寺表門の龍彫刻

♦長伝寺の龍の彫刻欄間
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