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こ
…
“

◆
…

給
与
の
支
払
者
は
、
毎
月
官
)

こ
と
、
②
年
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除
対
象
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…
源
泉
徴
収
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て

各
自
の
源
泉
徴
収
税
額
を
修
正
す

つ
意

鬮

薹

嚢

収
を
“
税
額
?
年
･
父
。計
③
配
偶
者
特
別
擦

“
生
命
保
険

…
額
は
、
給
与
の
支
払
を
受
け
る
人

料
、地
震
保
険
料
の
控
除
な
ど
は
、
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と
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。
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す
。

こ
の
よ
う
な
不
一
致
を
精
算
す
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双
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縮
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…
て
は
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各
人
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

確
定
す
る
年
末
に
そ
の
年
に
納
め

一
三

篝

薪

…
す
が
、
①
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泉
徴
収
税
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は
、

る
べ
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算
し
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作
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人
譫
言

発
行
腟
逮乾
錠

編
土
川

鰔
轍
報

税
小
譲
無機
⑧

｢徴
収
｣
又
は

｢還
付
｣
し
精
算

す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

こ
の
精
算
手
続
き
の
こ
と
を

｢年

末
調
整
｣
と
い
い
ま
す
。

■
年
末
調
整
の
対
象
者

一
般
的
に
12
月
に
行
う
年
末
調

整
の
対
象
と
な
る
人
は
、
会
社
な

ど
に
1
年
を
通
じ
て
勤
務
し
て
い

る
人
や
、
年
の
中
途
で
就
職
し
年

末
ま
で
勤
務
し
て
い
る
人
な
ど
で

す
。た

だ
し
、
本
年
中
の
主
た
る
給

与
の
収
入
金
額
が
2
0
0
0
万
円

を
超
え
る
人
や
、
災
害
に
よ
り
被

害
を
受
け
て
｢災
害
被
害
者
に
対

す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等

に
関
す
る
法
律
｣
の
規
定
に
よ
り
、

本
年
分
の
給
与
に
対
す
る
源
泉
所

得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
徴

収
猶
予
又
は
還
付
を
受
け
た
人
な

ど
は
年
末
調
整
の
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
。

■
昨
年
と
比
べ
て

変
わ
っ
た
点

平
成
25
年
分
の
年
末
調
整
に
つ

き
ま
し
て
は
、
昨
年
と
比
べ
て
以

下
の
よ
う
な
変
更
点
が
あ
り
ま
す

の
で
注
意
し
ま
し
ょ
う
o

①

復
興
特
別
所
得
税
を
源
泉
徴

収
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
23
年
12
月
2
日
に
東
日

本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め

の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必

要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特

別
措
置
法
が
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
平
成
第
年
1

月
1
日
か
ら
平
成
49
年
12
月
視

日
ま
で
の
間
に
生
ず
る
所
得
か

ら
源
泉
徴
収
す
べ
き
所
得
税
の

額
の
2
･
1
%
相
当
額
が
、
復

興
特
別
所
得
税
と
し
て
源
泉
徴

収
さ
れ
て
い
ま
す
。

②

給
与
等
の
収
入
金
額
が
1
5

0
0
万
円
を
超
え
る
場
合
の
給

与
所
得
控
除
額
に
つ
い
て
は
、

2
4
5
万
円
の
定
額
と
す
る
こ

と
と
さ
れ
ま
し
た
。

③

特
定
の
役
員
等
に
対
す
る
退

職
手
当
等
に
係
る
退
職
所
得
の

金
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
退

職
所
得
控
除
額
を
控
除
し
た
残

額
を
2
分
の
1
す
る
措
置
が
廃

止
さ
れ
ま
し
た
。
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娑
藤
鬱
讓
謹

｢不
作
為
｣が
問
わ
れ
る
ケ
ー
ス
も

み
ず
ほ
銀
行
が
暴
力
団
の
融
資
に
関
与
し
て
い
た
問
題
で
、
経
営
陣
の
責
任
が
問

わ
れ
て
い
ま
す
。
長
期
間
、
問
題
を
認
識
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
放

置
し
た

｢善
管
注
意
義
務
｣
に
違
反
し
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
併
せ
同
行

は
、
頭
取
を
は
じ
め
多
数
の
取
締
役
を
処
分
し
ま
し
た
。
取
締
役
に
は
企
業
経
営
に

対
す
る
責
任
が
あ
り
、
法
律
上
も
様
々
な
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
今

回
は
取
締
役
に
課
せ
ら
れ
て
い
る

｢善
管
注
意
義
務
｣
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。

日
本
で
は
従
業
員
か
ら
取
締
役
に
昇
進

従
業
員
と
取
締
役
は
ま
っ
た
く
別
の
地
位

す
る
例
が
多
く
、
従
業
員
と
取
締
役
を
兼

で
あ
り
、
そ
の
責
任
は
大
き
く
異
な
る
の

務
す
る

｢使
用
人
兼
取
締
役
｣
も
多
い
の

で
す
。

で
、
つ
い
取
締
役
を
従
業
員
の
延
長
線
上

そ
し
て
、
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
と

で
考
え
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
し
か
し
、

は
、
｢取
締
役
と
い
う
地
位

･
状
況
に
あ

理
よ
指
高

の
議
い

る
も
の
と
し
て
、
通
常
期
待
さ
れ
る
程
度

社
決
な

に
注
意
深
く
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な

会

の
ら

o

ら
な
い
｣
と
い
う
義
務
の
こ
と
で
す
。
分

る
従
業
員
と
は
異
な
り
、
会
社
経
営
者
と

朧蹴匙

鱈
鶏
か
り
や
す
≦
!

取
締
役
は

単
な

鰯
艇
瀞
匙
猟斂
ミ

ー
;秀

一

鞠
壽
聽
雙
鷲
靴

し
て
高
度
な
知
識
や
能
力
、
経
験
が
必
要

で
、
そ
れ
ら
駆
使
し
て
意
思
決
定
を
行
な

う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と

攣増
芻巍續霧

鰊鴻嗽沸
、
騷
縦
微
弱
善

管
注
意
義
務
を
怠
り
、
会

“
意
ら
社
意

法
令
に
義

社
に
損
害
を
負
わ
せ
た
場
合
は
、
会
社
に

法
注
か
会
注

社
-法
実
美

民
の
社

、
な

会
め
忠
忠

対
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
場
合
も
あ

者
会
し
度

た
に
｢

り
ま
す
。

壽

■
経
営
判
断
の
原
則
■

た
だ
し
、
会
社
経
営
に
お
い
て
、
そ
の

規
模
を
維
持
し
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、

と
き
に
冒
険
的
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
必

要
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
会
社
経
営

に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
リ
ス
ク
が
伴
う
の

が
通
常
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
際
の
リ
ス

ク
が
結
果
的
に
会
社
に
損
害
を
も
た
ら
し

て
し
ま
う
こ
と
も
十
分
起
こ
り
得
る
こ
と

で
す
。

こ
の
場
合
、
取
締
役
の
経
営
判
断
に
基

づ
く
事
業
の
失
敗
が
結
果
的
に
会
社
に
損

害
を
生
じ
さ
せ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち

に
取
締
役
の
会
社
へ
の
損
害
賠
償
責
任
が

認
め
ら
れ
て
し
ま
え
ば
ど
う
な
る
で
し
ょ

う
か
。
取
締
役
は
そ
の
よ
う
な
責
任
追
及

を
怖
れ
て
委
縮
し
て
し
ま
い
、
会
社
の
た

め
に
な
る
よ
う
な
利
益
追
求
の
機
会
を
も

避
け
る
よ
う
な
判
断
を
す
る
よ
う
に
な
っ

て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

そ
こ
で
、
必
要
と
な
る
考
え
方
が

｢経

営
判
断
の
原
則
｣
で
す
。
取
締
役
は
、
会

社
の
利
益
の
た
め
に
行
動
す
る
限
り
、
仮

に
そ
の
行
動
が
失
敗
し
た
と
し
て
も
、
そ

の
失
敗
自
体
が
善
管
注
意
義
務
違
反
と
な

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
そ

の
行
動
は
合
理
的
な
根
拠
と
判
断
に
基
づ

い
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
合
理
的
と

い
う
の
は
、
そ
の
業
界
に
お
け
る
通
常
の

経
営
者
の
レ
ベ
ル
を
基
準
に
し
て
、
と
い

う
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
れ
な
り
の
高
度
な

知
識
や
能
力
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
を

忘
れ
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
不
作
為
へ
の
責
任
■

善
管
注
意
義
務
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
多

い
の
は
、
積
極
的
ミ
ス
と
い
う
よ
り
、
む

し
ろ
、
不
作
為
、
つ
ま
り
会
社
と
し
て
な

す
べ
き
こ
と
を
し
な
か
っ
た
場
合
で
す
。

そ
の
典
型
例
が
｢
ミ
ス
タ
ー
ド
ー
ナ
ツ
｣

の
食
品
衛
生
法
事
件
を
め
ぐ
る
ダ
ス
キ
ン

の
株
主
代
表
訴
訟
で
す
。
鑑
哉
恥可
の
食
品

添
加
物
が
入
っ
た
肉
ま
ん
を
販
売
し
て
い

る
と
知
り
な
が
ら
、
担
当
役
員
は
マ
ス
コ

ミ
の
取
材
ま
で
そ
の
事
実
を
公
表
し
ま
せ

ん
で
し
た
。
こ
の

｢積
極
的
に
公
表
し
な

か
っ
た
｣
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
、
大
阪

高
裁
は
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
違
反
に

当
た
る
と
認
定
し
ま
し
た
。

■
企
業
倫
理
の
遵
守
を
■

｢会
社
の
利
益
の
た
め
に
は
、
多
少
の

法
律
違
反
は
構
わ
な
い
｣
｢法
律
に
さ
え

違
反
し
な
け
れ
ば
い
い
｣
と
い
う
発
想
が

多
く
の
不
祥
事
を
生
ん
で
き
ま
し
た
。
こ

の
た
め
現
在
で
は

｢法
律
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
企
業
と
し
て
の
道
徳
規
範
も
遵
守
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
｣
と
い
う
こ
と
が
要

求
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
か
ら
す
る
と
、

取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
も
単
に
法
令
の

遵
守
に
留
ま
ら
ず
、
企
業
倫
理
の
遵
守
ま

で
も
が
要
求
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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理
.整
頓
.清
掃
.清
潔
･し
つ
け
■

鬘
髭
癩
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讃嚢

｢5
S
活
動
｣
と
は
、
職
場
の
環
境
改
善
で
用
い
ら
れ
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
、
現
在
、

多
く
の
企
業
が
こ
の
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。5
S
は
鼓
ヱ理
･
整
頓
･
清
掃
･

清
潔
･
し
つ
け
｣
の
五
項
目
を
指
し
た
も
の
で
、
各
職
場
に
お
い
て
徹
底
さ
れ
る
べ

き
事
項
で
す
。
企
業
活
動
の
基
礎
･
基
盤
を
形
づ
く
る
重
要
不
可
欠
な
改
善
活
動
で

あ
り
、
5
S
を
徹
底
す
る
こ
と
で
、
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
様
々
な
効
果
が
期
待

で
き
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
は
収
益
･
業
務
改
善
に
有
効
な

｢5
S
活
動
｣
に
つ
い
て

行
う
美
化
運
動
で
は
な
く
、
企
業
経
営
や

不
要
な
も
の
を
捨
て
る
。
目
に
見
え
る

職
場
環
境
を
改
善
す
る
こ
と
が
目
的
で

も
の
、
見
え
な
い
も
の
、
一
度
取
捨
選
択

す
。
具
体
的
に
5
s
の
各
項
目
に
つ
い
て

し
て
み
る
プ
ロ
セ
ス
が
重
要
で
す
。
そ
の

み
て
み
ま
す
。

結
果
、
必
要
な
も
の
だ
け
が
残
り
ま
す
。

の

に

か

保

S

し

■
②
整
頓
■

も
と

ぅ
分

で

3

と

正

整
理
が
行
わ
れ
た
状
態
か
ら
が
整
頓
に

い
こ

ょ
も

ま

の

こ

も
と

な
り
ま
す
。
こ
れ
は
再
配
置
と
も
言
え
ま

な

る

い
で

と

部

刷
邦
脂

す
o

自
分
た
ち
が
最
も
や
り
や
す
い
状
態

･
勘謝
幇訛
を
鰡
清
捲

を
け

ど
貝
臣
一/
て
、
梟
フ
と
ろ
莫
公
5
つ
を
序

劇
勁
縦
徳
き
肘
癰
泌
顔
縦
洗
わ

醗臟頃乳癈o拶社孑起刎取組翔茂炉

“別
拗
取
解
置
壊
烙
努
整
影
焼
瀦

前
提
な
の
で
･

誰
が
[兄
て
も
分
か
る
よ
う
/

邨
獄猟縣臥徴繖贓
齪檄
潮解
靴⑬
皺糘十“
“‘す0

-

理

一

頓

掃

潔

け

一
般
的
に
は
ゴ
ミ
、
汚
れ
が
な
い
よ
う

整

整

青

逸帰
-‐

の

拭
き
掃
除
な
ど
を
す
る
こ
Fと
を
意
味
し
ま

①

②

◎

④

‘
⑤

す
が
、
5
s
活
動
に
お
い
て
は
、
掃
除
を

①整 理
必要なものと必要のないもの
を明確に取捨選択すること

②整 頓
に

か
う
分

よ
も

い
で

と

す
に
こ

や
誰
る

い

、
す

便
き
示

を
置
表

の

と

に

も
ん
う

る

ち
よ

要
き
る

③清 掃
掃除をする過程で細部まで保
守点検すること

④清 ･潔
｢整 理 ･ 整 頓 う青掃｣ の 3 S
を常に守って維持すること

⑤しつけ
決められたことをいつも正し

く守る習慣をつけること

し
て
き
れ
い
に
す
る
こ
と
に
加
え
、
掃
除

を
す
る
過
程
で
細
部
ま
で
点
検
す
る
こ
と

が
含
ま
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
汚
れ
が
な
い

状
態
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
職
場
環
境
や

設
備
な
ど
に
不
具
合
が
な
い
正
常
な
状
態

を
維
持
で
き
る
よ
う
、
保
守
点
検
す
る
意

味
も
含
ま
れ
ま
す
。
表
示
さ
れ
て
い
る
も

の
が
正
し
く
そ
の
中
に
収
納
さ
れ
て
い
る

か
な
ど
を
点
検
す
る
こ
と
も
清
掃
で
す
。

■
④
清
潔
■

上
の
3
つ
は
、
｢整
理
す
る
｣
｢整
頓
す

る
｣
｢清
掃
す
る
｣
で
す
が
、
こ
れ
だ
け

は
、
｢清
潔
｣
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
清
潔

に
す
る
と
は
、
｢整
理
･
整
頓
･
清
掃
を

守
っ
て
維
持
す
る
｣
状
態
の
こ
と
を
言
い

ま
す
。
当
然
こ
こ
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い

う
仕
組
み
が
入
っ
て
き
ま
す
。

■
⑤
し
つ
け
■

決
め
ら
れ
た
こ
と
を
、
決
め
ら
れ
た
と

お
り
正
し
く
実
行
で
き
る
よ
う
に
習
慣
づ

け
る
こ
と
。
作
業
は
決
め
た
基
準
ど
お
り

に
常
に
実
行
す
る
こ
と
で
す
。

■
5
S
が
も
た
ら
す
効
果
■

5
S
の
効
果
と
は
、
企
業
体
質
や
活
動

内
容
で
異
な
り
ま
す
が
、
一
般
的
に
は
｢
コ

ス
ト
削
減
｣
や
｢生
産
性
向
上
｣、
｢従
業

員
教
育
｣
な
ど
様
々
な
成
果
を
上
げ
る
こ

と
が
可
能
で
す
。

①
仕
事
の
効
率
ア
ッ
プ

場
当
た
り
的
に
置
い
た
要
ら
な
い
モ
ノ

が
、
社
員
を
動
き
に
く
く
し
、
仕
事
の
効

率
を
低
下
さ
せ
た
り
、
ひ
い
て
は
売
上
の

低
下
を
招
い
て
し
ま
い
ま
す
。

②
在
庫
回
転
率
の
ア
ッ
プ

要
る
モ
ノ
、
要
ら
な
い
モ
ノ
を
ハ
ッ
キ

リ
と
分
け
、
過
剰
在
庫
と
過
剰
な
置
き
場

を
排
除
す
る
こ
と
で
、
今
ま
で
見
え
な
か

っ
た
問
題
を
表
面
化
さ
せ
ま
す
。

③
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
ア
ッ
プ

社
員
が
会
社
に
あ
る
も
の
を

一
目
で
見

つ
け
ら
れ
、
使
え
て
、
戻
せ
る
よ
う
に
し

な
け
れ
ば
、
行
き
届
い
た
サ
ー
ビ
ス
は
提

供
で
き
ま
せ
ん
。

④
社
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
ア
ッ
プ

職
場
を
キ
レ
イ
に
す
る
と
、
社
員
一
人

ひ
と
り
に

｢キ
レ
イ
な
職
場
を
維
持
し
よ

う
｣
と
い
う
気
持
ち
が
芽
生
え
ま
す
。
会

社
の
キ
レ
イ
さ
は
、
社
員
一
人
ひ
と
り
の

心
の
キ
レ
イ
さ
に
な
り
ま
す
。

◇

◇

◇

｢
5
s
活
動
｣
は
、
そ
れ
そ
の
も
の
が

目
的
で
は
な
く
、
5
S
を
通
じ
た
全
社
的

な
改
善
運
動
で
す
。
当
た
り
前
の
こ
と
を

ル
ー
ル
化
し
、
全
社
員
で
徹
底
的
に
実
行

し
、
点
検
し
、
改
善
策
を
講
じ
る
と
い
う

経
営
活
動
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
業

務
改
善

･
業
績
ア
ッ
プ
に
つ
な
が
る
の
で

す
。
年
末
に
職
場
の
大
掃
除
を
す
る
企
業

も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
機
会
に

5
s
活
動
に
取
り
組
ん
で
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。
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開
料
一

つ
ま
り
、
｢領
収
証
｣、
｢受
取
書
｣、
｢
し

例
え
ば
、
平
成
26
年
4
月
1
日
以
降
の

の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

い
ま
す
。

剛

｢
や
ら
れ
た
ら
や
り
返
す
。
倍
返

〉

値
と
の
比
較
で
あ
る
。
▼
円
安
の
影
醐

馴
し
だ
!
｣
は
今
年
大
ヒ
ッ
ト
し
た
ド

Lの
響
で
製
造
業
を
中
心
に
経
済
復
活
の
馴

一

落
･
動
き
が
出
て
い
る
o-三
菱
電
機
は
･
剛

た
り

こ
れ
ま
で
の
リ
ス
ト
ラ
重
視
の
経
営
脚

シ
ー
ト
｣
や

｢お
買
上
票
｣
な
ど
で
、
そ

領
収
証
等
に

｢領
収
金
額
5
1
8
4
0
円

醐
ラ
マ
｢半
沢
直
樹
｣
の
決
め
台
詞
で
、

の
作
成
の
目
的
が
金
銭
又
は
有
価
証
券
の

〈う
ち
消
費
税
額
3
8
4
0
円
〉｣
と
記

臟
流
行
語
に
も
な
っ
た
。
そ
し
て
今
、

受
領
事
実
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成
す
る

載

(商
品
代
金
4
8
0
0
0
円
、
消
費
税

岡
日
本
経
済
の

｢倍
返
し
｣
に
も
期
待

I
J

か
ら

｢選
択
と
集
中
｣
に
よ
る

｢攻
畑

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
金
銭
又
は
有
価
証

率
は
8
%
で
計
算
)
し
た
と
し
ま
す
。
こ

醐
が
高
ま
っ
て
い
る
。
▼
日
経
平
均
は

rし

め
の
経
営
｣
に
転
換
。
エ
ア
コ
ン
や
皿

券
の
受
取
書
に
該
当
し
ま
す
o

の
場
合
で
は
、
消
費
税
額
の
3
8
4
0
円

馴
昨
年
8
2
0
0
円
台
と
い
う
安
値
を

涛込
冷
蔵
庫
な
ど
白
物
家
電
か
ら
液
晶
テ
皿

現
在
･

領
収
証
等
に
つ
い
て
は
、
記
載

は
記
載
金
額
に
含
め
な
い
の
で
、
記
載
金

剛
付
け
た
が
政
権
交
代
後
･

ァ
ベ
ノ
ミ

倍

し
ビ
ま
で
家
電
7
種
類
を
制
御
で
き
皿

さ
れ
た
受
取
金
額
が
3
万
円
未
満
の
も
の

額
が
5
万
円
未
満
と
な
り
印
紙
を
貼
る
必

馴
ク
ス
が
出
て
き
た
こ
と
で
日
本
は
息

｢
I

る
特
色
を
訴
え
、
ス
マ
ー
ト
ハ
ウ
ス
聞

が
非
課
税
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
平
成
26

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

馴
を
吹
き
返
す
よ
う
な
ム
ー
ド
に
包
ま

↑の
事
業
に
本
腰
を
入
れ
始
め
、
c
M
投
剛.･.･･.･･.･･.･.･･.･･.･

つ
い
て
は
、
受
取
金
額
が
｢
5
万
円
未
満
｣

｢
5
1
8
4
0
円

〈消
費
税
込
み
〉｣
な

=

へ
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。よ
っ
て
、同
日
以

ど
と
記
載
し
た
場
合
に
は
、
5
万
円
以
上

年
4
月
1
日
以
降
に
作
成
さ
れ
る
も
の
に

し
か
し
、
消
費
税
額
を
記
載
せ
ず
に
、

翻
れ
た
ぬ
5
月
に
は
1
5
6
0
0
円
台

淋朋
入
量
も
倍
増
さ
せ
た
。
▼
バ
ブ
ル
崩
脚

　
　
　
　
　　
　
　

　
　
　
　　　
　
　
　
　

　
　
　
　　
　
　
　

　
　
　　
　
　　
　
　
　
　

臟れ
閖あくま
でも
窓
弱
年
の安
日

期
待
老
弱
増
ま
く
存
、
ラ

ー

降
に
発
行
の
5
万
円
未
満
の
領
収
証
等
は

と
な
り
印
紙
を
貼
る
必
要
が
生
じ
ま
す
の

印
紙
の
貼
り
付
け
が
不
要
に
な
り
ま
す
。

で
注
意
が
必
要
で
す
。


