


自治鍵研ブックレット５４

分
権
改
革
の

法
制
度
設
計

一
一
つ
の
勧
告
の
法
制
度
設
計
と
そ
れ
に
対
す
る
評
価

地方分樒は、いまや時代の大きな潮流となった。

地方分櫓推進委員会の２次にわたる勧告は、私たちの期待を満足させる

ものにまでは至らなかったものの、機関委任事務の廃止や国の関与のルー

ル化など、分櫓改革への第一歩を踏薙出そうとしている。今後は、中央省

庁の抵抗をはねのけ、制度化をいかに具体化させていくかが課題となるだ

ろう。

同時に、地方分樒は、自治体行政のありかたをも鋭く問い直す。従来の

行政遍蓮墨守の手法から脱却し、市民自治を基礎とした自律と創意による

行政が求められている。

（財）地方自治総合研究所は、地方分橘研究会を設極して、地方分樋推

進委員会の審識に対応して数次にわたる意見書を提出、蟻欝の進展に寄与

してきた。また、自治労の地方分栴推進室竃Iまじめ、分樋市民フォーラム、

連合などと連携して、地方分樋改革の推進をはかってきた。地方分楠推進

委員会の勧告は、十分なものとはいえないが、新しい時代への第一歩を踏

承出したものと評価しうる。

研究所は、こうした観点にたって、第２次勧告直後の1997年７月14日、

15日、自治労、地方分椛推進室との共催で、「分横委勧告と地方分極の進

路」をテーマにセミナー葱開艦した。このセミナーは、地方分梅推進委員

会が選択した分描への具体的方向を検討し、今後の展望を明らかにしよう

としたものである。また、毎年開髄してきた自治麓研セミナーとしては第

12回にあたる。

本書を含め、自治麓研ブックレットNOL54～57はセミナーの露演の配録で

ある。識師の講述に手を入れていただき、全文を収録した。地方自治、地

方分樋を進めようとする志を持つ人々に広く活用されることを願ってやま

ない。

鰻後に、快く諦師蓮引き受けて下さった諸先生にお礼を申し上げるとと

もに、２日間にわたって熱心に参加された受講生の皆さんに感翻申し上げ

る。

北海道大学教授

木佐茂男

１はじめに

２「中央集

３中間報告

４歴史と国

５わが国で

６おわりに

「中央集権」の伝統（？）から「第三の改革」へ

中間報告と両勧告における地方自治の構図

歴史と国際動向から承る地方自治の法的位置づけ

わが国で自律・自立型社会が成立するための諸条件
1997年８月

財団法人地方自治総合研究所



こ
こ
で
は
、
一
九
九
五
年
六
月
に
設
置
さ
れ
、
七
月
か
ら
論

蟻
を
開
始
し
た
地
方
分
槽
推
進
萎
員
会
（
以
下
、
推
進
婆
）
の

中
間
報
告
、
第
一
次
勧
告
お
よ
び
第
二
汰
勧
告
を
素
材
と
し
て
、

地
方
分
櫓
改
革
に
関
す
る
法
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て

（
１
）
 

熟
た
い
。

も
と
も
と
、
今
日
の
地
方
分
梅
の
問
題
は
、
推
進
霊
自
ら
が
、

明
治
維
新
や
第
二
次
大
戦
後
の
改
革
と
並
べ
て
「
第
三
の
改

革
」
で
あ
る
と
述
べ
る
よ
う
腱
、
単
に
地
方
制
度
の
改
革
に
と

ど
輩
ら
な
い
大
き
な
意
義
を
持
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

後
述
の
よ
う
に
、
日
本
の
国
家
機
構
全
体
の
再
縄
成
と
い
う
大

文
脈
の
中
に
次
第
に
位
置
づ
け
ら
れ
つ
つ
あ
る
課
題
で
も
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
来
は
、
例
え
ば
行
政
改
革
会
議
の
動
向
と
の

関
わ
り
な
ど
も
視
野
に
入
れ
て
推
進
委
の
報
告
や
勧
告
を
検
討

す
べ
き
で
あ
る
が
、
時
間
的
に
も
資
料
的
に
も
余
裕
が
な
い
た

め
、
こ
こ
で
は
や
や
狭
譲
に
お
け
る
地
方
自
治
の
法
制
度
の
問

題
に
限
っ
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
法
制
度
設
計
と
い
う
テ
ー

２
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２
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司
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ア
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事
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司
法
的
統
制

１
は
じ
め
に
．
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
３

１
１
は
じ
め
に

目
次

2０ 1９ 1３ 1０ 1０１０ ８ ７６６ 

４
歴
史
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４
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４
長
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展
望
か
ら
す
る
法
制
度
設
計
…
…

６
お
わ
り
に
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
蛇

５
わ
が
国
で
自
律
・
自
立
型
社
会
が
成
立

す
る
た
め
の
諸
条
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

５
１
１
原
点
と
し
て
の
ヒ
ト
の
あ
り
方
、

モ
ノ
の
見
方
、
行
動
の
仕
方
…
…
…
…
…

５
－
２
学
説
に
お
け
る
紛
争
処
理
形
式
の
提
案
…

５
－
３
自
治
体
・
住
民
の
地
方
自
治
構
想
は
？
…

マ
の
分
析
に
当
た
っ
て
は
、
大
き
く
二
つ
の
道
が
あ
る
。
一
つ

は
、
推
進
委
の
報
告
・
勧
告
の
内
在
的
論
理
の
分
析
・
評
価
に

終
始
す
る
方
法
、
二
つ
に
は
、
現
実
の
政
治
力
学
を
別
と
し
て

白
紙
に
プ
ラ
ン
を
書
い
た
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ

る
の
か
、
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
推
進
委
の
大
学
教
授
を
中
心

と
す
る
委
員
が
日
本
の
立
法
史
の
中
で
初
め
て
と
も
言
え
る
新

た
な
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
、
審
議
会
の
伝
統
的
な
活
動
イ
メ
ー

ジ
を
根
本
的
に
覆
す
努
力
を
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
中
央
官
僚

機
櫛
と
の
対
抗
関
係
の
中
で
、
常
識
を
は
る
か
に
超
え
る
奮
闘

を
さ
れ
た
こ
と
の
肯
定
的
評
価
は
、
こ
と
改
め
て
述
べ
る
ま
で

も
な
い
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
出
現
し
た
「
推
進
委
」
対

「
中
央
省
庁
」
と
い
う
対
決
の
図
式
瞳
の
熟
と
ら
わ
れ
て
は
、

今
後
一
○
年
、
二
○
年
先
の
地
方
自
治
の
あ
り
よ
う
を
考
え
た

と
き
、
不
十
分
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
非
常
に
つ
ら
い
こ

と
で
は
あ
る
が
、
あ
え
て
私
な
り
の
理
念
論
を
前
提
に
し
て
、

二
つ
の
勧
告
を
中
心
に
、
法
的
な
仕
組
熟
の
観
点
か
ら
の
分
析

を
進
め
て
染
た
い
。

シ
ス
テ
ム
の
概
要
…
…
…
…
…
…
…
…
…

３
１
７
日
本
の
学
説
・
判
例
か
ら
熟
た
諸
点
…
…
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結
論
を
先
に
述
べ
よ
う
。
私
は
か
っ
て
分
権
推
進
に
当
た
っ

て
は
、
①
本
来
、
地
方
分
樋
推
進
委
員
会
で
は
な
く
地
方
自
治

推
進
委
員
会
の
股
置
が
望
ま
し
い
こ
と
、
②
地
方
分
樋
推
進
の

た
め
の
具
体
策
の
検
肘
は
、
新
た
に
法
律
を
制
定
し
審
議
会
を

段
け
官
僚
集
団
の
手
助
け
を
借
り
て
行
う
の
で
は
な
く
、
鼬
会

自
身
が
そ
の
監
督
の
下
に
立
法
化
作
業
を
進
め
る
の
が
本
来
で

あ
る
こ
と
、
③
日
本
の
地
方
自
治
あ
る
い
は
地
方
分
櫓
の
問
題

は
、
究
極
的
に
国
の
官
僚
制
の
問
題
で
あ
る
と
発
言
し
て
お
い

〔
２
）

た
。こ
れ
ら
の
課
題
や
危
倶
は
不
幸
な
こ
と
腱
現
実
の
も
の
と

な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
二
次
勧
告
は
、
櫓
限
配
分
を
意
味
す

る
分
楠
対
策
か
ら
離
れ
て
住
民
自
治
や
蟻
会
制
、
広
域
合
併
の

問
題
ま
で
地
方
行
政
体
制
と
い
う
テ
ー
マ
の
下
に
扱
う
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
た
、
地
方
分
櫨
一
般
に
関
す
る
国
会
の
関
心
は
か

な
り
心
許
な
い
。
さ
ら
に
、
第
二
次
勧
告
の
作
成
過
程
に
お
い

て
は
、
官
僚
側
の
極
蝋
な
ま
で
の
分
樋
へ
の
消
極
姿
勢
が
箆
見

し
て
き
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
現
時
点
で
は
、
地
方
分
樋
が
官

僚
制
と
の
戦
い
に
な
っ
て
お
り
、
よ
り
具
体
的
に
は
官
僚
支
配

を
支
え
る
古
い
国
家
観
（
後
述
）
と
、
そ
の
物
的
基
盤
で
あ
り

実
効
的
支
配
の
道
具
と
し
て
の
財
源
配
分
問
題
と
が
争
点
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、

推
進
婆
は
、
と
り
わ
け
国
と
自
治
体
の
紛
争
処
理
鰻
関
の
設
囲

以
下
に
お
い
て
は
、
地
方
分
橘
の
法
制
度
設
計
に
つ
い
て
、

鰻
関
委
任
事
務
廃
止
後
の
率
務
分
類
論
と
国
の
関
与
、
国
と
地

方
の
関
係
闘
整
ル
ー
ル
、
第
三
者
襲
関
の
設
圃
な
ど
に
つ
い
て

検
討
す
る
こ
と
と
し
（
’
九
九
七
年
の
四
月
か
ら
六
月
に
か
け

て
争
点
と
な
っ
た
紛
争
処
理
槻
関
に
関
す
る
推
進
委
の
第
一
次

賦
案
な
い
し
第
三
次
賦
案
や
各
省
庁
の
反
応
な
ど
も
検
討
対
象

《
０
》

に
加
』
え
る
。
）
、
住
民
自
治
、
錨
会
制
度
、
地
方
行
政
体
制
に
つ

い
て
は
》
」
こ
で
は
言
及
を
避
け
た
嘘
な
お
、
法
律
の
文
言
を

そ
の
ま
ま
引
用
す
る
場
合
を
除
い
て
普
通
地
方
公
共
団
体
と

特
別
区
を
併
せ
て
単
に
自
治
体
と
い
う
こ
と
に
す
る
。

痛
の
発
生
蓬
最
小
限
に
抑
え
」
（
同
「
は
じ
め
に
こ
る
配
慮
を

し
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
新
た
な
制
度
の
軟
蒼
陸
、
政

治
に
妥
鵠
は
つ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
そ
の
よ

う
な
方
針
に
正
面
か
ら
異
鬮
を
呈
す
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
手
法
が
吉
と
で
る
か
、
凶
と
で
る
か
は
現
時

点
で
は
即
断
で
き
な
い
。
と
も
か
く
、
地
方
分
樒
甦
進
め
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
は
相
当
異
な
っ
た
政
治
ス
タ
イ
ル
に
な
っ

た
こ
と
だ
け
は
確
か
と
い
え
よ
う
。

に
関
し
て
は
、
あ
え
て
こ
の
古
い
国
家
観
と
妥
協
し
な
が
ら
そ

の
枠
組
離
の
中
に
入
っ
て
提
案
を
し
た
も
の
の
、
そ
れ
す
ら
多

数
派
の
官
僚
築
団
の
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
当
面
の
結
鴎
が
、
長
期
的
に
恐
く
中
央
省

庁
に
有
利
に
作
用
す
る
か
ど
う
か
、
そ
の
判
断
の
基
塑
を
提
出

す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
逓
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
理
想
の
姿
か
ら
染
れ
ば
、
紛
争
処
理
機
関
や
地
方
財

政
の
あ
り
方
に
関
す
る
第
二
次
勧
告
の
内
容
は
、
か
な
り
の
不

漕
を
残
す
も
の
と
な
り
や
推
進
委
の
勢
い
は
次
第
に
後
退
し
て

き
た
よ
う
に
熟
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
戦
後
以
来
の
多

く
の
、
例
え
ば
シ
ャ
ウ
プ
調
査
団
、
神
戸
委
員
会
、
地
方
制
度

調
査
会
、
蔑
時
行
政
閲
査
会
な
ど
の
勧
告
、
報
告
、
答
申
と
ば

相
当
趣
を
異
に
し
、
第
二
次
勧
告
が
自
ら
述
べ
る
よ
う
に
、

「
現
実
的
で
実
行
可
龍
な
改
革
案
に
な
っ
て
い
る
」
と
こ
ろ
が

本
勧
告
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
実
現
可
龍
性
を
得
る
た

蟻
に
、
具
体
的
に
は
、
勧
告
内
容
が
「
着
実
に
其
体
化
さ
れ
実

施
に
移
さ
れ
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
の
実
施
の
任
に
あ
た
る
各

省
庁
と
委
員
会
と
の
間
で
、
勧
告
事
項
の
趣
旨
に
つ
い
て
の
理

解
が
十
分
に
共
有
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
」
（
第
二
次
勧
告

「
は
じ
め
に
」
）
こ
と
か
ら
、
外
部
か
ら
は
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
と
も

思
わ
れ
る
省
庁
と
の
「
グ
ル
ー
プ
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
」
の
手
腕
が

（
９
）
 

進
め
ら
れ
た
。
「
シ
ス
ー
ナ
ム
の
変
革
に
伴
い
が
ち
な
摩
擦
と
蕾

‘ はじめに



で
は
自
治
体
ご
と
に
大
き
く
違
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
ま
た
、
法
令
が
何
一
つ
強
制
は
し
て
い
な
い
の
に
、
日

本
の
地
方
謎
会
の
造
り
は
健
と
ん
ど
画
一
的
で
あ
る
。

艦
が
こ
う
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
、
こ
れ
ま
で
、
ど
の
よ
う
な

「
支
配
の
構
図
」
が
あ
っ
た
の
か
。
明
治
憲
法
時
代
ど
こ
ろ
か
、

第
二
次
大
戦
後
も
一
貫
し
て
中
央
省
庁
の
行
政
樋
が
肥
大
化
し
、

地
方
を
支
配
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
こ
と

は
事
実
で
あ
る
．
そ
れ
が
「
機
関
委
任
事
務
体
制
」
で
あ
り
、

「
交
付
税
・
補
助
金
」
体
制
に
よ
る
「
支
配
の
構
図
」
で
あ
る
。

’２１２立法改革と司法改革の狭間で
世
間
で
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
る
「
支
配
の
構
図
」
も
、
今

少
し
毎
法
的
な
見
地
か
ら
分
析
し
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
観

点
か
ら
、
改
革
案
を
提
示
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

九
○
年
代
の
地
方
分
樋
の
大
合
唱
は
、
当
初
か
ら
規
制
鰻
和

や
行
政
改
革
の
議
諭
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
こ
の
点
は
、
中
間

報
告
も
、
第
一
次
勧
告
の
委
員
長
談
話
も
率
直
に
述
ぺ
て
い
る
。

だ
が
露
最
近
で
は
、
肥
大
化
し
す
ぎ
た
行
政
全
般
に
注
目
し
て

他
の
二
梅
力
と
の
関
係
を
問
う
識
鎗
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
地

方
分
椛
は
肥
大
化
し
た
行
政
樋
の
中
で
の
、
樒
限
の
下
級
機
関

へ
の
配
分
、
一
種
の
中
央
政
府
轍
限
の
規
制
緩
和
と
い
う
側
面

－２１ｌいわゆる「支配の轍図」とは
推
進
要
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
今
回
の
地
方
分
樋
改
革
を

「
第
三
の
改
革
」
と
し
て
位
置
づ
け
た
．
そ
し
て
地
方
分
樋
を

誼
ず
ろ
萠
提
と
し
て
、
明
治
以
来
一
貫
し
て
わ
簸
国
は
中
央
築

樋
国
家
で
あ
っ
た
と
い
う
麗
職
が
あ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
の

地
方
自
治
制
度
蝿
法
的
に
熟
る
な
ら
腿
、
第
二
次
大
戦
後
は

先
進
国
で
も
稀
な
ほ
ど
、
地
方
自
治
を
重
視
す
る
建
前
の
法
的

発
想
に
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
萩
で
き
る
。
こ
こ
で
は
詳
鎗

で
き
な
い
が
、
憲
法
上
の
地
方
自
治
の
保
障
、
鰯
関
委
任
事
務

の
執
行
腱
関
す
る
職
務
執
行
命
令
鯨
訟
の
制
度
、
国
と
地
方
自

治
体
の
後
見
監
督
制
度
を
廃
止
し
た
一
九
五
一
一
年
の
現
行
地
方

自
治
法
の
章
タ
イ
ト
ル
な
ど
が
そ
の
証
左
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
の
原
則
を
崩
し
て
い
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
世
間

で
は
「
機
関
委
任
事
務
体
制
」
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
地
方
は
「
が
ん
じ
が
ら
め
」
に
さ
れ
て
い
る
と
い

２
「
中
央
集
権
」
の
伝
統
（
？
）
か
ら
「
第
三
の
改
革
」
ヘ

左
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
よ
り
本
質
的
に
は
雫
行
政
桧
と

他
の
一
一
権
力
と
の
関
わ
り
の
基
本
理
解
が
必
要
で
あ
る
。

例
え
Ⅸ
、
経
済
四
団
体
の
う
ち
唯
一
個
人
を
会
員
と
す
る
経

（
０
】

済
同
友
会
が
九
四
年
に
司
法
改
革
の
提
言
を
行
っ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
企
業
戦
士
と
し
て
国
益
に
奉
仕
し
つ
く
し
た
後
で
気
づ

い
た
市
民
顛
覚
が
あ
る
程
度
現
れ
て
い
る
。
ま
た
、
自
民
党
も

一
九
九
七
年
の
六
月
中
旬
に
司
法
制
度
特
別
調
査
会
を
設
け
て

（
Ｔ
）
 

司
法
改
革
の
識
論
を
始
め
る
こ
と
に
し
た
。
と
く
に
、
連
合
・

政
治
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
も
お
も
し
ろ
い
表
現
で
こ
の
問
題
を

扱
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
シ
ス
テ
ム
は
、

「
一
一
一
梅
分
立
と
い
う
形
式
は
と
っ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
中
で

行
政
が
突
出
し
、
政
治
、
司
法
の
役
割
が
譲
小
化
さ
れ
て
い

た
」
と
し
、
行
政
か
ら
政
治
、
司
法
、
地
方
、
市
掲
へ
の
分
椥

（
６
）
 

が
必
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
．

立
法
機
能
Ⅱ
政
治
の
復
楠
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
触
れ

（
９
）
 

な
い
』
」
と
に
す
る
。
司
法
に
つ
い
て
象
る
と
、
も
と
も
と
高
度

経
済
成
長
期
瞳
そ
の
容
赴
を
拡
大
し
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
が
、

遺
憾
な
こ
と
に
そ
の
可
能
性
を
、
時
代
の
政
治
状
況
と
裁
判
所

当
局
が
つ
ぶ
し
て
き
髄
わ
が
国
で
も
一
般
的
に
は
、
何
ら
か

の
司
法
的
救
済
的
機
能
の
必
要
性
は
認
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
も
っ
と
も
必
要
な
と
き
に
、
必
要
な
タ
イ
ミ
ン
グ
に
お
け

る
司
法
機
能
の
発
揮
は
久
し
く
期
待
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
こ

わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
機
関
委
任
事
務
体
制
は
法
的
に
存
在
し

て
い
た
の
か
、
な
ぜ
強
固
な
も
の
と
理
解
さ
れ
た
の
か
。
本
来
、

法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
こ
の
「
体
制
」
と
称
さ
れ
る
も
の
の
中

身
を
分
析
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

本
当
に
中
央
集
権
の
法
体
制
な
い
し
法
的
制
度
が
存
在
し
た

の
か
．
そ
れ
と
も
中
央
集
梅
の
実
務
な
い
し
実
態
が
あ
る
だ
け

の
こ
と
か
。
も
と
よ
り
、
樋
限
を
欠
く
た
め
に
地
域
で
困
っ
て

い
る
こ
と
は
数
多
い
。
だ
が
、
他
方
で
、
皮
肉
な
こ
と
だ
が
、

日
本
輝
ど
地
方
自
治
が
進
ん
で
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
よ
う
に
も

熟
え
る
。
自
治
体
組
織
の
課
や
係
の
名
称
の
多
樺
性
、
職
（
例
、

次
長
、
参
事
、
局
長
、
主
幹
、
○
○
藍
、
主
査
、
主
任
）
の
名

称
の
多
犠
性
予
役
所
内
部
の
文
害
の
標
式
、
お
そ
ら
く
会
計
手

続
も
、
あ
る
意
味
で
は
先
進
国
に
例
が
な
い
ほ
ど
自
治
的
で
あ

り
、
悪
く
い
え
ば
勝
手
で
雑
多
で
あ
る
。
同
一
名
称
の
鑛
ス
ド

の
職
制
上
の
格
付
け
が
自
治
体
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
も
珍
し

く
な
い
。
本
来
、
さ
縁
ど
違
い
が
あ
っ
て
よ
い
こ
と
と
は
思
わ

れ
な
い
行
政
手
腕
、
澗
報
公
開
、
個
人
楠
報
保
霞
な
ど
も
日
本

｢中央集権」の伝統7 (？）から「第三の改革」へ ６ 



で
、
司
法
救
済
機
龍
の
前
倒
し
現
象
と
、
損
害
賠
償
事
件
へ
の

（
ｕ
）
 

通
一
元
の
よ
う
な
後
回
し
現
象
が
顕
著
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、

行
政
の
機
能
自
体
が
立
法
鰻
能
も
司
法
機
能
も
抱
え
込
む
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
一
つ
の
極
端
な
例
を
挙
げ
る
と
、
本
来
は
、

手
続
的
な
要
素
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
、

実
質
的
に
は
調
停
類
似
の
調
整
シ
ス
テ
ム
と
な
り
へ
自
治
体
の
、

と
り
わ
け
環
境
セ
ク
シ
ョ
ン
が
、
「
立
法
過
程
に
も
司
法
過
程

に
も
問
題
の
扱
い
麓
逃
せ
な
い
で
ひ
と
り
抱
え
込
ん
で
い
る
」

麺
こ
れ
ば
日
本
の
現
代
行
政
の
象
徴
的
な
現
象
で
あ
る
．
実

証
的
に
譲
る
限
り
、
こ
の
よ
う
な
立
法
過
程
と
司
法
過
程
の
擾

龍
不
全
を
前
提
と
し
て
新
た
雄
シ
ス
テ
ム
の
股
計
な
い
し
運
用

が
鰯
い
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
今
回
の
報
告
・
勧
告
の
地
方
自

“
治
問
題
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

今
回
の
報
告
・
勧
告
の
内
容
と
そ
の
成
立
過
程
を
蕊
て
思
う

の
は
、
推
進
喪
の
対
象
と
し
た
も
の
が
、
「
機
関
委
任
事
務
制

度
が
踏
襲
・
拡
彊
さ
れ
、
通
運
行
政
の
濃
密
化
と
補
助
金
行
政

の
拡
大
と
相
ま
っ
て
新
し
い
形
態
の
集
横
化
が
積
薙
重
ね
ら
れ

て
生
ま
れ
た
中
央
集
轍
型
行
政
シ
ス
テ
ム
」
（
中
間
報
告
の
冒

頭
の
骨
子
）
だ
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
政
治
学
的
・

行
政
学
的
に
熟
ろ
と
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
シ

ス
テ
ム
が
制
度
的
に
も
機
能
的
に
も
疲
労
を
起
こ
し
て
い
る
こ

と
も
周
知
の
こ
と
と
い
え
る
。
そ
れ
で
ば
、
法
的
に
も
そ
う
い

え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
推
進
蚕
は
、
こ
の
集
樋
シ
ス
テ
ム
に
政

治
学
的
・
行
政
学
的
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
じ
、
こ
の

シ
ス
テ
ム
に
真
っ
向
か
ら
全
面
的
に
対
決
し
、
機
関
委
任
事
務

の
概
念
の
全
面
的
廃
止
、
国
と
自
治
体
の
法
律
的
関
係
の
全
面

的
転
換
左
す
る
の
が
最
善
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

今
回
の
推
進
委
の
役
割
は
本
来
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き

’２－３ 
立
法
や
司
法
が
小
さ
か
っ
た
の
は
、
憲
法
の
規
定
の
位
置
づ

け
に
問
題
が
あ
っ
た
た
め
で
も
条
文
数
が
少
な
か
っ
た
た
め
で

も
な
い
。
我
全
は
、
戦
後
五
○
余
年
の
中
で
、
懸
法
構
造
に
ふ

さ
わ
し
い
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
い
う
ま
で
も

な
く
憲
法
の
建
前
を
法
律
化
し
た
ば
ず
の
国
会
法
や
裁
判
所
法

で
あ
っ
た
か
。

政
治
学
的
・
行
政
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と

法
律
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ

屯
今
日
で
は
一
定
程
度
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
ろ
う
．
法
改
正

を
必
要
と
す
る
率
柄
は
少
な
く
な
い
。
た
だ
、
問
題
は
制
度
の

運
用
上
の
弊
害
が
目
立
つ
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
的
な
問
題

と
し
て
現
れ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ぽ
、
国
会
と
そ
の
溌
貝
の

立
法
寵
力
は
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
政
策
担
当
ス
タ
ッ
フ
の
人
数

や
法
案
づ
く
り
の
実
務
に
お
い
て
、
裁
判
所
の
擾
能
の
極
小
化

は
裁
判
官
や
裁
判
所
の
数
の
据
え
固
き
・
削
減
や
裁
判
官
統
制

に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
基
幹
的
な
法
律
（
国
会
法
、
鬮
荊
噺
法
）
の

正
規
の
条
文
と
は
関
係
の
な
い
と
こ
ろ
で
生
じ
て
い
る
。
立
法

や
司
法
に
つ
い
て
も
こ
の
よ
う
な
現
実
が
あ
る
か
ら
、
中
央
省

庁
に
よ
る
「
支
配
の
栂
図
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
政
治
的
な
楓

龍
な
い
し
現
実
と
法
律
制
度
と
は
厳
格
に
分
け
て
論
ず
ろ
必
要

が
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
「
支
配
の
輔
図
」
の
改
変
は
、
法
改
正
で

対
処
で
き
る
部
分
も
あ
る
が
、
運
用
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い

の
で
、
ま
ず
、
法
的
制
度
の
現
状
を
正
確
に
把
掴
し
な
げ
れ
ぼ

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

わ
が
国
で
は
、
立
法
過
程
に
お
い
て
、
判
決
が
新
し
い
法
概

念
を
創
出
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
法
律
に
よ
る
椀
利
の
創

造
が
遅
れ
、
行
政
機
関
は
、
法
律
に
害
い
て
な
い
こ
と
は
で
き

な
い
と
し
、
裁
判
所
は
、
法
律
に
富
い
て
い
雄
い
以
上
、
樅
利

救
済
は
で
き
な
い
と
す
る
．
三
者
が
と
も
腱
壊
り
合
っ
て
、
新

し
い
法
的
現
象
に
対
応
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、

ｉ
ｌ
Ｉ
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分
類
を
賦
薙
ろ
齢
が
が
あ
っ
た
し
、
「
機
関
委
任
事
務
な
る
も

の
が
多
分
に
虚
像
」
（
盛
い
う
指
摘
も
あ
っ
た
。

機
関
委
任
事
務
概
念
に
つ
い
て
疑
問
を
示
し
、
地
方
自
治
法

以
外
の
法
律
が
と
く
に
知
事
や
市
町
村
長
窪
国
の
鰻
関
に
指
定

し
た
場
合
腱
の
熟
、
地
方
自
治
法
一
五
○
条
や
一
五
一
条
の
栴

限
行
使
が
罷
め
ら
れ
る
と
い
う
見
解
は
、
研
究
者
よ
り
も
、
自

治
省
や
法
制
局
の
行
政
実
務
家
の
論
稿
に
染
ら
れ
る
。
別
表
が

で
き
た
一
九
五
二
年
当
時
の
小
林
与
三
次
・
自
治
庁
行
政
部
長

（
執
筆
当
時
の
肩
害
営
は
建
設
省
文
書
課
長
）
、
一
九
八
○
年

代
の
奥
田
襲
雄
・
自
治
省
行
政
課
理
事
官
、
八
木
欣
之
肋
・
内

閣
法
制
局
第
三
部
参
事
官
の
飴
稿
餓
そ
う
で
あ
る
。
小
林
氏
は
、

団
体
委
任
事
務
と
擾
関
委
任
事
務
の
区
別
は
「
近
頃
二
九
五

一
一
年
ｌ
壁
老
注
）
特
別
芒
重
要
性
窪
持
っ
て
き
た
と
見
受
け

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
事
務
再
配
分
と
い
う
政
策
問
題

に
関
し
て
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
生
活
保
護
法
を
例
に
す

れ
ば
同
法
の
一
一
○
条
の
規
定
に
よ
ら
ず
し
て
厚
生
大
臣
は
生
活

保
護
行
政
腱
つ
い
て
知
事
・
市
町
村
長
を
指
揮
監
督
で
き
な
い

の
で
あ
り
、
現
に
河
川
法
四
九
条
、
道
路
法
五
三
条
な
ど
は
そ

の
よ
う
な
指
揮
監
督
櫓
を
具
体
的
に
定
め
て
い
る
か
ら
主
務
大

臣
が
指
揮
監
督
を
持
つ
の
で
あ
る
。
班
実
、
同
氏
が
関
与
し
た

建
築
基
準
法
の
立
案
時
璋
特
定
行
政
庁
等
に
対
す
る
建
設
大

臣
の
指
揮
監
督
楢
が
一
七
条
に
規
定
が
置
か
れ
た
の
瞳
地
方

－３－ｉ本当のところ、何が焦点か
推
進
雲
は
、
「
機
関
委
任
事
務
体
制
」
の
存
在
に
伴
う
弊
害

を
与
件
と
し
て
、
そ
の
全
廃
を
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発

し
た
。
中
間
報
告
が
列
挙
し
た
鰯
関
委
任
事
務
の
特
徴
は
、
政

治
学
的
・
行
政
学
的
な
側
面
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
行
政
法
学

が
通
常
指
摘
す
る
特
徴
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
既
述
の
よ
う

に
、
自
治
体
に
轍
限
澤
な
い
た
め
腱
苦
労
し
て
い
る
問
題
は
無

数
に
あ
る
し
、
是
正
麓
必
要
と
す
る
補
助
金
体
制
も
存
在
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
現
状
に
あ
っ
て
は
法
的
な
改
革
が

必
要
で
あ
る
。
た
だ
、
一
般
論
と
し
て
い
え
ば
、
法
律
家
が
制

度
改
革
に
乗
り
出
す
と
、
と
か
く
枝
葉
末
節
の
細
か
な
議
諸
に

な
っ
て
大
胆
な
制
度
改
革
と
い
う
段
取
り
に
な
ら
な
い
と
い
う

傾
向
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
法
律
家
が
推
進
委
の
委
員
（
専

門
委
員
に
は
法
律
家
が
い
る
）
に
な
っ
て
い
な
い
の
ぼ
よ
い
こ

と
か
も
し
れ
な
い
。

３
中
間
報
告
と
両
勧
告
に
お
け
る
地
方
自
治
の
構
図

自
治
法
一
四
六
条
（
当
時
）
や
一
五
○
条
の
規
定
で
は
具
体
的

な
指
揮
監
督
轍
を
付
与
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
の
解
釈
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
地
方
自
治
法
一
四
六
条
（
当
時
）
、
一
五

○
条
、
国
家
行
政
組
織
法
一
五
条
の
各
規
定
は
、
「
各
省
大
臣

が
、
或
る
種
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
長
巻
指

揮
監
督
す
る
こ
と
の
で
き
る
抽
象
的
な
楠
館
を
有
す
る
こ
と
を

明
か
に
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
具
体
の
指
揮
監
督
楠
限
は
、
個
金

の
行
政
躯
務
に
つ
い
て
個
奇
の
行
政
法
規
の
実
体
的
規
定
を
僕

た
れ
ば
決
し
な
ど
麺
い
う
の
で
あ
っ
た
・
小
林
氏
が
危
倶
し

た
の
は
、
「
機
関
委
任
事
務
な
る
観
念
軽
屡
奇
、
中
央
官
僚
腱

鉱
っ
て
不
当
な
官
樋
的
統
制
の
理
由
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
」

で
あ
っ
た
。
奥
田
氏
も
、
「
擾
関
委
任
事
務
の
範
囲
を
具
体
的

に
考
え
る
掲
合
は
、
厳
格
に
解
釈
し
、
当
麟
法
律
又
は
こ
れ
に

基
づ
く
政
令
に
よ
り
具
体
的
に
機
関
委
任
事
務
と
し
て
規
定
さ

れ
て
い
る
率
項
挺
つ
い
て
の
象
固
有
事
務
と
異
な
る
扱
い
を
す

れ
ば
足
り
る
」
と
繰
り
返
し
て
い
論
）
’
九
五
六
年
追
加
の
地

方
自
治
法
一
一
四
六
条
の
一
一
の
定
め
る
内
閣
総
理
大
臣
の
措
置
要

求
梱
が
自
治
事
務
の
柔
な
ら
ず
擾
関
委
任
事
務
に
も
及
ぶ
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
こ
の
解
釈
は
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ

（
旧
）

て
い
る
の
で
あ
る
。
八
木
氏
は
、
一
九
八
四
年
に
「
観
閲
委
任

事
務
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
中
央
官
庁
の
お
役
人
と
学
者
先
生

方
の
頭
の
中
挺
し
か
、
存
在
し
な
い
も
の
で
は
な
い
か
」
と
ま

そ
も
そ
も
、
法
的
に
い
っ
て
、
鰻
関
委
任
事
務
体
制
が
存
在

し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
、
学

説
レ
ベ
ル
で
、
槻
関
委
任
事
務
と
称
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
紬

－ 
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し
か
し
、
中
間
報
告
が
強
調
し
た
立
法
統
制
や
司
法
統
制
を

強
化
す
る
と
い
う
方
針
か
ら
は
、
は
た
し
て
機
関
委
任
事
務
の

全
廃
と
い
う
手
法
、
そ
れ
に
代
わ
る
法
定
受
詫
事
務
の
採
用
、

新
た
な
関
与
シ
ス
テ
ム
の
創
造
は
、
戦
術
と
し
て
、
あ
る
い
は

思
考
の
枠
組
熟
と
し
て
適
切
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

早
い
時
期
か
ら
出
て
き
た
第
三
者
的
紛
争
処
理
機
関
を
設
置
す

る
描
想
も
ど
の
よ
う
な
慰
味
合
い
に
お
い
て
必
要
・
不
可
避
の

も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
ろ
そ
ろ
一
定
の
検
討
が
必
要
と
思
わ

れ
る
。
そ
こ
で
、
現
行
制
度
に
つ
い
て
、
若
干
の
復
習
を
し
て

お
き
た
い
。

現
行
の
法
シ
ス
テ
ム
を
ど
う
認
職

す
る
か

｣」中間輻告と閃勧告における地方自治の構図 １０ 



《
釦
）

で
述
べ
て
い
る
。
（
蝿
近
勤
も
同
趣
』
曰
の
見
解
が
自
治
体
職
員
か
ら

提
出
さ
れ
て
い
る
。

も
と
も
と
、
機
関
委
任
事
蕩
憾
自
治
事
務
と
錯
綜
し
て
い
た

の
で
あ
っ
て
あ
る
ま
と
ま
っ
た
事
務
が
そ
の
い
ず
れ
か
に
分

類
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
治
事
務
腱
位
置
づ
け
ら
れ
る
一

連
の
行
為
の
中
の
、
個
奇
の
鍵
鰯
軍
樋
限
の
行
使
が
機
関
委
任

事
務
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
子
細
は
省
略
す
る

が
、
別
表
制
度
の
立
法
趣
旨
と
は
異
な
り
、
法
律
の
上
で
首
長

の
橘
限
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
例
外
は
あ
る
も
の
の
い
さ

さ
か
樫
璽
幽
に
別
表
第
三
お
よ
び
第
四
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
機
関
委
任
事
務
を
価
値
中
立
的
に
整
理
す
る
機
能
壷

超
え
て
、
機
関
委
任
駆
務
な
い
し
国
の
率
務
の
範
囲
を
拡
喪
し
、

一轌蝿に固定する役割を果たしているといわざるをえな
↓
別
表
第
三
お
よ
び
第
四
に
褐
戦
さ
れ
て
い
て
も
零
本
来
の

個
別
法
に
そ
の
こ
と
を
示
す
根
拠
規
定
が
存
在
し
な
い
場
合
な

ど
も
あ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
、
別
表
窪
基
礎
と
し
て
機
関
委
任
事（型
）

務
性
を
判
断
す
る
こ
と
自
体
腱
ｊ
も
問
題
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

お
よ
そ
実
質
的
に
い
っ
て
「
国
家
事
務
性
」
を
持
た
な
い
事
務

で
あ
り
な
が
ら
、
国
が
自
治
事
務
の
処
理
に
関
し
て
国
の
監
督

樹
を
留
保
で
き
る
仕
租
難
と
＋
齪
擾
関
委
任
事
務
へ
の
分
類
が

選
択
さ
れ
て
い
る
ｊ
も
の
が
あ
る
。
現
実
に
蝿
個
別
法
が
、
機

関
委
任
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
具
体
的
な
定
め
を
条
例
に
委
任

定
す
る
内
容
の
通
達
と
か
、
自
治
体
に
お
け
る
都
市
計
画
樒
限

の
不
足
な
ど
は
、
本
気
で
憲
法
飴
の
展
開
あ
る
い
は
条
例
化
を

行
え
ば
、
地
域
づ
く
り
の
基
本
的
楢
龍
と
し
て
判
例
法
上
確
立

し
て
い
く
可
龍
性
も
否
定
で
き
た
い
。
例
え
ば
産
業
廃
棄
物
処

理
場
の
差
止
め
を
認
め
る
民
事
裁
判
例
建
問
題
後
追
い
型
の

魔
棄
物
処
理
法
の
処
理
鰯
許
可
基
期
よ
り
も
部
分
的
に
厳
し
い

も
の
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
わ
が
国
の
社
会
が
、
国
と
自
治
体
の
間
の
意
見

の
違
い
を
、
人
的
な
関
係
や
政
治
力
に
よ
る
解
決
で
処
理
し
て

き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
壷
受
け
て
、
推
進
婆
は

大
改
革
を
開
始
し
た
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
何
ら
か
の
ま
と

ま
っ
た
検
討
対
象
は
必
要
で
あ
る
か
ら
、
推
進
委
が
、
別
表
を

手
が
か
り
に
、
し
か
も
、
法
律
の
厳
密
な
解
釈
以
上
に
肥
大
化

さ
せ
た
事
務
藷
と
類
型
的
関
与
強
か
ら
検
討
を
始
め
た
の
は
や

む
竃
え
な
か
っ
た
の
か
と
思
う
。
そ
の
作
業
は
、
人
治
に
よ
る

紛
争
解
決
か
ら
、
よ
り
法
的
な
処
理
を
目
指
す
司
法
統
制
の
強

化
の
方
向
へ
の
歩
魏
と
し
て
評
価
で
き
る
。

勧
告
は
別
表
第
三
、
第
四
を
ペ
ー
ス
に
機
関
委
任
事
務
に
根

本
的
改
革
を
試
承
て
い
る
。
法
解
釈
上
の
個
々
の
論
点
に
つ
い

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
検
肘
の
余
地
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
学
脱
が

十
分
な
検
討
を
怠
っ
て
い
た
と
い
う
事
情
の
下
で
、
あ
る
意
味

で
は
、
弊
害
を
一
挙
に
片
づ
け
る
た
め
に
、
推
進
雲
は
、
「
機
関

（
髄
）

す
る
こ
と
が
少
な
ど
、
な
い
（
委
任
条
例
）
。

以
上
、
③
磯
関
委
任
事
務
体
制
と
い
う
も
の
は
、
法
的
に
は

存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
か
、
②
仮
に
機
関
萎
任
率
務
と
判
断

さ
れ
る
も
の
で
も
職
務
執
行
命
令
訴
訟
制
度
に
よ
り
、
知
事
や

市
町
村
長
は
裁
判
に
よ
る
判
決
が
あ
る
ま
で
主
務
大
臣
の
命
令

に
従
う
必
要
は
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
麺
実
上
は
主
務
大

臣
の
命
令
と
い
え
ど
も
行
政
指
導
的
な
蜂
睦
植
を
持
つ
も
の
に
す

ぎ
な
い
こ
と
、
③
と
り
わ
け
観
閲
蚕
任
事
務
と
自
治
事
務
の
双

方
に
許
さ
れ
た
、
学
説
上
違
憲
の
疑
い
さ
え
指
摘
さ
れ
る
内
閣

総
理
大
臣
の
措
腫
要
求
で
す
ら
、
自
治
省
の
志
璽
爽
上
の
公
定
解

（
訂
》

釈
に
よ
っ
て
ｊ
も
『
非
椀
力
的
な
関
与
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
ど
を

考
え
る
と
、
一
無
実
上
の
運
用
実
眼
は
と
も
か
く
、
中
心
企
画
庁
か

ら
の
一
方
的
樋
力
的
関
与
の
余
地
は
あ
る
意
味
で
は
か
な
り
乏

し
い
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
別
表
の
第
一
一
一
と
第
四
は
、
第
一
と
第
一
一
の
方
が
よ

り
顕
著
で
あ
る
が
、
さ
ほ
ど
厳
密
な
検
討
を
加
え
て
整
理
さ
れ

た
も
の
と
は
い
え
ず
、
｜
賀
し
た
欝
理
で
搾
筬
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
蛯
習
地
方
自
治
法
・
個
別
法
の
制
定
改
廃
と
別
表
の

舗
宰
上
の
タ
イ
ム
ラ
グ
や
、
別
表
記
載
内
容
が
鶴
理
的
唱
乃
鐘
一
羅

的
に
さ
ま
ざ
ま
の
目
的
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
裁
判
詮
筵
惜
す
れ
ば
、
か
な
り
の
程
度
の

自
治
樋
は
存
在
す
る
。
法
律
の
規
定
す
る
自
治
体
の
樹
限
を
香

こ
こ
で
は
、
学
説
上
、
自
治
事
務
と
機
関
委
任
事
務
の
区
分

が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
触
れ
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。

両
率
諮
の
相
対
化
現
象
を
指
摘
す
る
研
究
者
や
実
務
家
の
鶴
稿

は
枚
挙
に
い
と
主
が
な
い
が
、
一
般
に
は
、
制
度
上
、
事
務
の

基
本
的
な
法
的
性
質
に
つ
い
て
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
麗
職
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
実
務
の
現
場
で
は
自
治
事
務
も
磯
関

委
任
鞭
務
と
ざ
縁
ど
違
っ
た
も
の
と
は
意
職
さ
れ
て
い
な
い
こ

－ 
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委
任
事
務
体
制
」
の
全
廃
に
取
り
組
ん
だ
が
、
そ
れ
は
こ
こ
に

及
ん
で
は
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
措
歴
で
あ
っ
た
か
と
思
わ

れ
る
。
少
数
の
学
説
や
実
務
家
の
意
見
腱
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
機
関
委
任
鞭
務
体
制
」
の
存
在
は
「
行
政
の
業
界
」
に
お
い

て
与
件
で
あ
っ
た
か
ら
、
部
分
的
な
手
直
し
で
は
収
拾
の
つ
か

な
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
も
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
意
味
で
、
樋
関
委
任
事
務
概
念
の
廃
止
は
、
法
律
麓
的
ア

プ
ロ
ー
チ
と
い
う
よ
り
も
、
政
治
学
的
・
行
政
学
的
ア
プ
ロ
ー

チ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
別
の
手
法
麓
が
未

成
熟
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
批
判
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。

現
在
の
「
国
ｌ
都
道
府
県
－
市
町
村
」

の
法
的
関
係

卿中間報告と丙勧告における地方自治の揖図 ｣２ 



ゾ

と
｝
」
ろ
で
、
自
治
体
相
互
又
は
自
治
体
の
機
関
相
互
の
紛
争

を
処
理
す
る
仕
阻
歌
の
一
環
と
し
て
自
治
紛
争
調
停
委
員
の
制

度
（
自
治
法
一
一
五
一
条
等
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
第
二
次
神
戸

勧
告
に
菱
い
て
一
九
五
一
一
年
改
正
で
初
め
て
設
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
自
治
大
臣
も
紛
争
を
調
停
に
付
す
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
対
象
は
あ
く
ま
で
自
治
体
レ
ベ
ル
の
紛
争
で
あ
っ
て
、

－３１３－２自治紛争調停委員制度

大
臣
権
限
法
の
改
匹
蝿
伴
い
、
か
え
っ
て
行
政
争
訟
の
全
体
を（並
）

通
じ
て
国
家
が
関
与
す
る
仕
組
象
が
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
。

筆
者
の
管
見
の
限
り
で
は
、
今
回
の
推
進
委
の
紛
争
処
理
制
度

の
樽
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
自
治
体
の
「
固
有
の
資
格
」

と
い
う
概
念
は
、
’
九
六
一
一
年
の
行
政
不
服
審
査
桜
駈
七
条
四

項
に
お
い
て
初
め
て
登
場
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
条

項
は
、
行
政
庁
が
処
分
を
す
る
際
に
処
分
の
相
手
方
に
対
し
て

審
査
請
求
が
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
教
示
す
べ
き
こ
と
を
定
め

た
こ
と
の
例
外
を
規
定
す
る
も
の
で
、
具
体
的
に
は
、
こ
の
教

示
義
務
は
、
「
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
公
共
団
体
に
対
す
る

処
分
で
当
該
公
共
団
体
が
そ
の
固
有
の
資
格
に
お
い
て
処
分

の
相
手
方
と
駈
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
た
と
と
し
て

い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

と
を
前
提
に
し
て
お
く
。
そ
の
上
で
、
現
在
の
国
と
自
治
体
、

自
治
体
相
互
の
関
係
、
こ
れ
ら
の
間
で
の
紛
争
処
理
が
ど
の
よ

う
な
仕
組
熟
に
な
っ
て
い
る
か
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

’３－３－１現行体制の確立
ま
ず
、
戦
後
直
後
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
影
響
も
あ
っ
て
、
国
と
自

治
体
の
間
の
法
的
紛
争
に
裁
判
所
の
審
査
を
直
接
に
関
わ
ら
せ

る
方
向
が
強
か
つ
起
琶

そ
の
後
、
国
と
自
治
体
の
関
係
、
自
治
体
相
互
の
関
係
睦

一
九
五
二
年
の
地
方
自
治
法
改
正
で
対
等
並
立
で
あ
る
こ
と
が

砿
認
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
二
縄
第
二
章
の
タ
イ
ト
ル
が

「
監
督
」
か
ら
「
関
係
」
腱
な
り
、
建
前
の
上
で
は
国
と
自
治

体
郡
対
等
に
な
っ
た
。
戦
後
改
革
以
来
、
大
陸
型
の
後
見
監
督

的
な
特
徴
を
持
つ
制
度
も
ほ
と
ん
ど
歌
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

現
行
制
度
の
骨
組
熟
は
警
察
法
二
九
五
四
年
）
や
地
教
行
法

二
九
五
六
年
）
の
制
定
の
ほ
か
、
一
九
五
二
年
、
一
九
五
四

年
、
一
九
五
六
年
の
地
方
自
治
法
大
改
正
に
よ
り
確
立
し
た
と

（
幼
）

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
期
は
、
築
樋
体
制
の
整
備
心
広

域
合
併
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
行
政
争
訟
法
制
は
明

治
体
制
下
の
ま
ま
（
瞬
願
法
に
つ
い
て
）
、
あ
る
い
ば
若
干
の

手
直
し
が
あ
っ
た
ま
ま
で
（
行
政
事
件
鯨
訟
に
関
す
る
民
鴎
応

国
と
自
治
体
の
間
の
紛
争
は
調
停
に
付
さ
れ
る
こ
と
ば
な
い
。

こ
れ
ま
で
、
調
停
や
審
理
の
実
例
は
そ
う
多
く
は
な
く
、
国
・

自
治
体
お
よ
び
自
治
体
相
互
間
に
お
け
る
こ
の
制
度
の
意
穀
や

Ⅶ縦溺脚夢鱸諏繩戯誰湘騨剛腱一一州
制
度
を
見
直
し
た
上
で
、
都
道
府
県
・
市
町
村
間
の
紛
争
処
理

機
関
と
し
て
の
活
用
を
轍
懇
し
て
い
る
の
で
、
現
行
シ
ス
テ
ム

の
検
証
が
緊
要
と
な
る
。

地
方
自
治
法
一
一
五
五
条
の
四
二
九
五
六
年
の
追
加
規
定
）

は
、
裁
決
、
裁
定
、
審
決
に
際
し
て
自
治
紛
争
調
停
委
員
の
審

理
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
を
定
め
て
い
る
が
、
こ
れ
が

行
わ
れ
る
の
は
、
審
査
舗
求
等
の
請
求
者
か
ら
の
要
求
が
あ
っ

た
と
き
、
ま
た
は
自
治
大
臣
も
し
く
は
知
事
が
と
く
に
必
要
と

霞
め
る
と
き
腱
限
ら
れ
る
の
で
、
調
停
前
歴
原
則
と
ま
で
い
う

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
か
な
り
そ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

現
行
法
は
、
最
終
的
腱
は
司
法
統
制
を
予
定
し
て
い
る
も
の

の
、
本
制
度
の
設
置
の
趣
旨
は
、
こ
の
種
の
行
政
的
紛
争
処
理

シ
ス
テ
ム
が
、
「
迅
速
か
つ
地
方
自
治
の
精
神
腱
印
し
」
た
解

決
と
「
行
政
の
能
率
的
な
運
営
の
確
立
」
（
第
二
次
神
戸
勧
告
）

に
貢
献
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

急
措
圃
法
お
よ
び
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
に
つ
い
て
）
、
そ
の

整
緬
は
遅
れ
た
が
、
一
九
五
○
年
代
半
ば
か
ら
準
燗
さ
れ
て
い

た
行
政
事
件
訴
訟
法
、
行
政
不
服
審
査
法
お
よ
び
法
務
大
臣
楢

限
法
が
一
九
六
二
年
に
制
定
な
い
し
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
現
在
の
国
・
地
方
関
係
の
法
体
制
が
ほ
ぽ
賎
終
的
腱
確
立

し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
体
制
に
よ
る
と
、
た
し
か
に
、
自
治
大
臣
や
そ
の
他
の

主
務
大
臣
は
、
自
治
体
に
対
す
る
一
般
的
な
後
見
監
督
樋
を

失
っ
て
い
る
。
都
道
府
県
知
事
は
現
在
で
も
地
方
自
治
法
上
定

め
ら
れ
た
鯛
限
を
市
町
村
に
対
し
て
行
使
す
る
が
、
そ
の
地
位

は
国
（
自
治
大
臣
）
の
機
関
と
し
て
で
あ
る
し
、
法
律
が
関
与

糊
を
定
め
て
い
る
場
合
に
限
る
の
で
あ
る
。
都
適
府
県
と
市
町
．

村
の
対
等
性
の
原
則
か
ら
、
都
道
府
県
自
体
が
固
有
の
地
位
に

お
い
て
、
市
町
村
（
長
）
に
関
与
す
る
資
格
は
な
い
と
い
う
解

釈
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
れ
故
腱
、
都
道
府
県
は
、
そ
の
自
治

体
と
し
て
の
地
位
に
お
い
て
市
町
村
（
長
）
に
行
政
処
分
的
な

性
格
を
持
つ
関
与
行
為
は
で
き
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
考
え
方
か
ら
、
例
え
ば
都
道
府
県
の
統
制
条
例
（
自
治

法
一
四
条
三
項
）
の
存
在
に
も
否
定
的
な
見
解
が
多
い
。

上
述
の
よ
う
に
、
一
九
六
二
年
の
行
政
争
訟
に
関
す
る
一
一
法

律
の
制
定
、
地
方
自
治
法
の
二
五
六
条
（
取
梢
訴
訟
の
提
起
と

不
服
申
立
て
の
前
囲
）
を
中
心
と
す
る
諸
条
文
、
お
よ
び
法
務
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間
で
は
ま
っ
た
く
存
在
せ
ず
や
「
審
査
庁
に
よ
る
原
処
分
（
地

方
公
共
団
体
の
処
分
）
の
取
糟
は
、
一
つ
の
組
織
体
内
部
の
自

己
反
省
で
は
な
く
し
て
、
｜
の
楠
利
主
体
の
意
思
が
他
の
樒
利

主
体
の
意
思
に
優
越
す
る
こ
と
遼
常
に
穂
味
せ
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
地
方
公
共
団
体
に
保
障
さ
れ
た
自
治

樅
の
侵
害
そ
の
も
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
職
樋
に
よ
る
監
督
処

分
に
は
出
藤
を
醒
め
つ
つ
、
た
ま
た
ま
私
人
の
不
服
申
立
て
を

ま
っ
て
発
動
さ
れ
る
争
訟
に
よ
る
取
消
に
つ
い
て
、
地
方
公
共

団
体
の
出
訴
を
認
め
な
い
の
は
極
め
て
不
合
理
で
あ
る
と
言
わ

（
⑩
》

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
」
。

自
治
体
に
対
す
る
関
与
行
為
と
い
え
な
い
ケ
ー
ス
も
含
め
て
、

こ
こ
で
、
自
治
体
が
国
（
中
央
省
庁
な
い
し
主
務
大
臣
）
の
作

為
・
不
作
為
を
原
告
と
な
っ
て
争
え
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

一
般
麓
転
染
て
お
こ
う
。
国
や
自
治
体
が
財
産
縮
の
主
体
な
い

し
私
人
と
し
て
直
ち
に
地
方
裁
判
所
に
民
噸
鯨
訟
や
抗
告
所
訟

琶
提
起
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
鶴
が
な
い
。
問
題
は
、
行

政
蓮
執
行
す
る
立
場
と
し
て
の
自
治
体
や
国
の
出
訴
樋
に
つ
い

て
で
あ
る
が
、
学
説
の
多
数
は
原
則
と
し
て
肯
定
的
で
あ
る
。

だ
が
、
消
極
的
な
学
説
も
あ
り
、
股
近
の
判
例
は
お
し
な
べ
て

消
極
的
で
あ
る
。
自
治
鉢
物
出
諒
轍
を
否
定
し
た
例
と
し
て
は

大
阪
国
保
審
査
決
定
鯨
蝕
を
、
国
の
出
訴
楠
を
否
定
し
た
例
と

し
て
は
那
覇
市
情
報
公
開
事
併
機
あ
げ
て
お
け
ば
十
分
で
あ
る

－３－３－３行政不服審査と地方自治
こ
れ
ま
で
、
国
１
都
道
府
県
Ｉ
市
町
村
の
間
の
法
的
関
与
関

係
に
関
し
て
、
も
っ
と
も
糖
力
的
に
錨
鹸
が
な
さ
れ
て
き
た
の

は
、
①
国
（
主
務
大
臣
）
の
自
治
体
に
対
す
る
関
与
行
為
は
合

目
的
性
に
ま
で
及
ん
で
い
い
の
か
、
②
国
（
主
務
大
臣
）
の
自

治
体
に
対
す
る
関
与
行
為
を
自
治
体
が
争
え
る
か
（
行
政
処
分

性
と
、
出
訴
権
な
い
し
原
告
適
格
の
問
題
）
、
③
中
央
省
庁
の

自
治
体
に
対
す
る
関
与
轍
の
法
的
範
囲
（
合
法
性
に
限
ら
れ
る

か
、
合
目
的
性
に
も
及
び
う
る
か
）
、
④
自
治
体
レ
ベ
ル
で
住

民
に
対
し
て
行
っ
た
処
分
の
不
服
審
査
の
裁
決
で
申
立
人
の
爵

求
が
翌
容
さ
れ
た
場
合
に
、
自
治
体
側
は
そ
の
裁
決
の
取
消
竃

求
め
る
資
格
が
あ
る
の
か
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
相
互

に
関
連
し
て
お
り
、
と
き
に
は
琿
然
一
体
ど
し
て
誼
じ
ら
れ
る
。

ま
た
、
そ
れ
以
外
に
も
国
－
自
治
体
間
の
問
題
を
考
え
る
に
あ

た
っ
て
重
要
な
諸
点
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
全
体
像
を
視
野
に
入

れ
、
か
つ
国
－
自
治
体
の
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
の
立
法
詮
に
ま

で
及
ぶ
文
献
は
な
い
が
、
霊
の
誼
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

一
定
の
学
脱
の
蓄
積
が
あ
る
。
以
上
の
諸
テ
ー
マ
に
関
す
る
識

鎗
は
、
推
進
雲
が
予
定
し
て
い
る
国
と
自
治
体
の
間
の
紛
争
を

処
理
す
る
第
三
者
機
関
の
樽
想
に
さ
ま
ざ
ま
の
点
に
お
い
て
極

う
。
な
お
、
出
訴
稲
は
認
め
な
が
ら
、
裁
判
例
や
有
力
な
学
説

に
は
、
中
央
省
庁
の
行
為
の
争
い
方
に
つ
い
て
特
別
の
ル
ー
ル

に
従
う
こ
と
麓
強
制
す
る
摂
津
訴
訟
判
協
罐
よ
う
な
ケ
ー
ス
が

あ
る
。

地
方
自
治
法
の
明
文
が
規
定
す
る
自
治
体
と
国
の
間
の
砺
舩

も
、
多
く
は
出
瞬
椛
を
砿
露
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
可
罷

で
あ
る
。
⑤
市
町
村
の
境
界
の
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
裁
定
に

関
す
る
不
服
の
訴
訟
（
自
治
法
九
条
の
一
一
）
、
⑥
長
と
謡
会
と

の
横
限
争
議
に
関
す
る
訴
訟
（
自
治
法
一
七
六
条
）
、
⑥
住
民

の
住
所
の
麗
定
を
め
ぐ
る
市
町
村
間
の
争
い
に
対
す
る
主
務
大

臣
ま
た
は
都
道
府
県
知
事
の
決
定
へ
の
市
町
村
長
の
不
服
の
訴

訟
（
住
民
基
本
台
帳
法
三
一
一
一
条
）
、
⑥
課
税
楠
の
帰
属
な
ど
に

つ
い
て
の
自
治
大
臣
の
決
定
・
裁
決
を
争
う
訴
舩
（
地
方
税
法

八
条
九
項
）
の
性
質
も
、
当
然
の
こ
と
を
確
璽
し
た
も
の
か
、

出
鯨
桶
を
別
段
し
た
＄
の
か
に
争
い
が
あ
る
。
解
釈
は
分
か
れ

る
が
、
明
ら
か
に
現
行
法
上
鰻
関
訴
訟
と
し
て
位
圃
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
、
何
の
熟
で
あ
海
）
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

訴
訟
も
、
ド
イ
ツ
で
は
主
観
訴
訟
の
枠
内
で
処
理
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
成
田
新
幹
線
訴
訟
に
関
す
る
最
高
裁
判
決
は
、

国
か
ら
独
立
し
た
特
殊
法
人
で
あ
る
鉄
建
公
団
に
対
し
て
運
輸

大
臣
が
行
っ
た
工
事
実
施
計
画
の
認
可
処
分
に
つ
い
て
、
そ
の

露
可
が
「
い
わ
ば
上
級
行
政
鰻
関
と
し
て
の
運
輸
大
臣
が
下
級

め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。

①
に
つ
い
て
、
塩
野
宏
教
授
は
、
矯
正
的
監
督
手
段
が
合
目

的
性
の
保
障
韮
醗
館
す
る
こ
と
は
現
行
憲
法
上
囲
め
ら
れ
た
い

と
こ
ろ
と
す
る
。
こ
こ
で
、
次
の
問
題
略
紛
争
処
理
の
た
め

の
第
三
者
機
関
な
ら
、
合
法
性
の
黙
な
ら
ず
、
合
目
的
性
に
も

判
断
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

上
記
②
の
主
務
大
臣
の
関
与
行
為
に
対
す
る
自
治
体
か
ら
の

取
梢
訴
訟
の
可
餡
性
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
の
出
鯨
を
認
め
る

明
文
の
規
定
（
例
、
自
治
法
九
条
八
項
、
地
方
税
法
八
条
九

項
）
が
な
い
鰯
合
に
、
自
治
体
と
り
わ
け
公
樋
力
主
体
と
し
て

の
そ
れ
に
原
告
適
格
を
露
め
う
る
か
が
中
心
的
な
争
点
と
な
る
。

起
慨
の
許
可
の
申
請
（
自
治
法
二
五
○
条
）
に
対
す
る
不
許
可

処
分
や
市
町
村
の
廃
極
分
合
・
境
界
変
更
の
申
舗
（
自
治
法
七

条
）
に
対
す
る
不
許
可
処
分
な
ど
が
例
に
な
る
が
、
わ
ず
か
な

（
魂
）

消
極
説
の
ほ
か
は
、
こ
の
よ
う
な
国
掴
鞭
関
の
直
接
的
な
関
与

に
つ
い
て
は
肯
定
観
が
通
説
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
、
塩
野
教

授
は
、
「
地
方
公
共
団
体
の
処
分
に
対
す
る
国
家
機
関
の
不
服

審
査
に
よ
る
当
該
処
分
の
取
消
を
、
当
該
地
方
公
共
団
体
銀
鯨

訟
に
よ
っ
て
争
え
る
」
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
が

重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
樒
利
主
体
の
内
部
に
お
け

る
上
級
庁
に
よ
る
下
級
庁
の
処
分
の
階
層
的
統
制
と
い
う
一
般

的
行
政
不
服
審
査
制
度
の
組
織
法
的
契
鰻
が
、
国
と
自
治
体
の

〃中間騒告と丙勧告に鑓ける地方自治の構図 １６ 
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が
提
起
す
る
不
服
審
査
の
あ
り
方
が
憲
法
に
お
け
る
地
方
自
治

保
障
と
の
関
連
で
問
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国

－
自
治
体
間
の
紛
争
を
自
治
大
臣
そ
の
他
の
主
務
大
臣
が
裁
決

等
老
も
っ
て
関
与
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
、
第
三
者

機
関
を
設
け
て
紛
争
処
理
に
あ
た
ら
せ
る
こ
と
は
、
立
法
論
と

し
て
も
さ
ほ
ど
諸
じ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
逆
に
い
え
ば
、

主
務
大
臣
の
判
断
を
自
治
体
が
裁
判
上
争
え
る
か
が
證
醸
の
中

心
で
あ
っ
た
。

第
二
次
勧
告
は
、
「
都
道
府
県
と
市
町
村
の
新
し
い
関
係
」

を
第
五
章
と
し
て
厩
い
た
．
し
か
し
、
こ
の
関
係
の
重
要
性
と

華
本
性
を
考
え
る
と
、
本
来
は
第
三
章
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

同
勧
告
は
、
都
週
府
県
と
市
町
村
を
「
基
本
的
に
は
相
互
に

対
等
の
立
場
」
に
あ
る
も
の
と
捉
え
る
。
「
従
来
拡
、
都
道
府
県

が
市
町
村
に
対
し
て
一
般
的
に
優
越
的
な
地
位
に
あ
り
薄
市
町

村
の
事
務
に
関
与
し
た
り
市
町
村
蓮
指
導
し
た
り
す
る
こ
と
が

当
然
で
あ
る
か
の
よ
う
な
概
相
を
呈
し
て
き
た
」
と
い
う
露
職

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
行
政
学
・
政
治
学
的
に
は

行
政
機
関
と
し
て
の
」
鉄
建
公
団
に
対
し
て
監
督
手
段
と
し
て

行
っ
た
承
盟
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
も
の
で
、
行
政
鰻
関
相
互

の
行
為
と
同
視
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
、
国
と
特
殊
法
人
を

（
輻
）

行
政
組
織
内
部
の
関
係
と
捉
轌
ｚ
た
。

こ
の
判
例
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
「
こ
の
鶴
理
が
国
の
自

治
体
へ
の
裁
定
的
関
与
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
は
宮

い
切
れ
な
い
一
蝿
い
う
危
倶
が
あ
る
し
、
自
治
躯
麹
に
つ
い
て

建
国
の
関
与
行
為
が
直
ち
に
自
治
体
の
裁
判
を
受
け
る
梅
利

に
基
づ
い
て
争
い
う
る
も
の
と
な
る
か
ど
う
か
に
大
き
な
疑
念

（
輔
）

を
示
す
有
力
な
見
解
も
あ
る
。
こ
の
学
説
と
判
例
の
動
向
を
考

慮
し
な
が
ら
、
今
後
の
国
ｌ
自
治
体
、
国
Ｉ
都
道
府
県
Ｉ
市
町

村
の
法
的
紛
争
を
扱
う
栽
判
の
考
え
方
に
つ
い
て
後
に
触
れ
る
。

③
に
つ
い
て
、
阿
部
泰
瞳
教
授
は
、
自
治
事
務
に
関
す
る
行

政
不
服
審
査
は
、
そ
れ
を
合
法
性
の
審
査
に
限
定
し
て
い
る
地

方
自
治
法
二
五
五
条
の
三
の
鴇
合
に
限
ら
ず
、
「
広
く
一
般
的

に
、
合
法
性
の
審
迩
に
か
ぎ
ら
れ
、
合
目
的
の
統
制
に
は
及
び

え
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
蕊
す
る
。

次
嬉
④
原
処
分
庁
の
帰
属
す
る
自
治
体
が
裁
決
の
取
梢
訴

訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ

腱
つ
い
て
は
、
裁
決
の
拘
束
力
は
行
政
観
閲
に
対
す
る
も
の
で

あ
っ
て
公
法
人
と
し
て
の
地
方
自
治
体
の
出
訴
縮
ま
で
も
奪
う

も
の
で
は
な
い
と
す
る
考
え
蓬
圓
治
霧
に
お
け
る
国
家

都
道
府
県
と
市
町
村
の
新
し
い
法
的

関
係

事
実
で
あ
る
が
、
法
的
に
そ
う
断
言
で
き
る
か
ど
う
か
、
私
と

し
て
は
疑
問
が
あ
る
。
し
か
し
、
大
改
革
が
必
要
な
の
は
都
道

府
県
－
市
町
村
間
も
同
種
で
あ
る
か
ら
、
「
対
等
・
協
力
の
関

係
と
し
て
新
た
に
構
築
」
し
て
い
く
こ
と
に
は
賛
成
で
あ
る
。

た
だ
、
両
者
が
対
等
・
鶴
力
の
関
係
に
あ
る
と
し
て
も
、
広
域

的
行
政
需
要
を
都
道
府
県
が
処
理
す
る
必
要
は
あ
る
。
そ
こ
で

「
市
町
村
を
包
括
す
る
広
域
の
地
方
公
共
団
体
」
と
し
て
の
性

格
は
維
持
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
都
道
府
県
も
最
小
限
の
範
囲
で

あ
れ
、
国
の
関
与
に
関
す
る
一
般
ル
ー
ル
に
単
じ
た
ル
ー
ル
に

よ
り
市
町
村
に
関
与
す
る
こ
と
が
認
あ
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
市
町
村
の
統
治
・
行
政
作
用
に
対
し
て
行
政
的
に

関
与
し
う
る
都
逝
府
県
の
固
有
の
法
的
地
位
は
麗
め
ら
れ
て
い

（
鼬
）

な
か
っ
た
。
ま
た
、
現
行
法
上
、
市
町
村
の
自
治
砺
務
の
処
理

に
関
す
る
基
準
設
定
は
、
非
椎
力
的
方
法
に
よ
る
こ
と
を
原
則

と
し
、
統
制
条
例
が
唯
一
の
例
外
で
あ
っ
た
。
第
二
次
勧
告
は
、

こ
の
統
制
条
例
の
根
拠
規
定
（
自
治
法
一
四
条
三
項
）
、
知
事

の
市
町
村
長
へ
の
事
務
の
委
任
（
同
一
二
一
一
条
二
項
）
お
よ
び

知
事
に
よ
る
市
町
村
職
員
の
補
助
執
行
（
同
一
五
三
条
三
項
）

老
廃
止
ま
た
は
見
直
す
と
し
た
。
し
か
し
、
上
記
の
よ
う
に
、

広
域
的
需
要
は
存
在
す
る
の
で
、
新
た
に
都
道
府
県
が
処
理
す

る
事
務
を
、
市
町
村
の
事
務
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
が
可
能
か

つ
適
当
と
考
え
ら
れ
る
事
務
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
は
関
係
市

の
裁
定
的
関
与
の
場
合
に
は
行
政
不
服
審
在
法
四
三
条
一
項
の

関
係
行
政
庁
に
対
す
る
拘
束
力
の
規
定
は
及
ば
な
い
と
い
う
見

（
釦
）

解
も
あ
る
。

上
記
の
③
と
④
の
諸
点
は
、
国
民
が
申
し
立
て
る
不
服
審
査

に
関
す
る
組
織
・
審
理
藷
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
が
、
自
治
体

の
自
治
梅
を
尊
重
す
る
立
場
か
ら
、
立
法
麓
的
に
は
、
次
の
よ

う
な
条
件
を
満
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
治
事
務
に
関
す
る
国（副
）

家
の
裁
決
的
関
与
を
合
理
的
な
も
の
と
翠
な
す
意
見
が
あ
る
。

第
一
一
、
第
三
は
解
釈
諸
と
し
て
も
成
り
立
た
な
い
も
の
で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
は
一
つ
の
ア
イ
デ

ア
と
し
て
こ
れ
ま
で
の
学
税
レ
ベ
ル
で
の
顛
爵
か
ら
は
肯
定
で

き
よ
う
。

第
一
は
、
審
査
擢
関
を
自
治
大
臣
等
で
は
な
く
、
独
立
し
た

第
三
者
鰻
関
に
す
る
こ
と
。

第
二
朧
、
審
査
機
関
の
審
査
を
合
法
性
の
統
制
に
限
定
し
、

自
治
体
の
裁
避
判
断
の
当
否
に
踏
薙
込
ま
な
い
よ
う
腱
す
る
こ

と
。第
三
は
、
審
査
機
関
の
裁
決
に
対
し
て
自
治
体
側
か
ら
の
不

服
申
立
て
な
い
し
は
出
訴
の
途
を
開
く
こ
と
、
で
あ
る
。

以
上
検
討
し
た
こ
れ
左
で
の
文
献
上
の
テ
ー
マ
に
お
い
て
は
、

国
の
自
治
体
に
対
す
る
関
与
行
為
の
実
体
法
的
な
限
界
鶴
と
奄

自
治
事
務
の
領
域
に
お
け
る
処
分
や
決
定
等
に
関
し
て
当
事
者

胸中間羅告と両描告における地方自治の樽囲 J８ 



町
村
と
協
蟻
し
た
上
で
、
条
例
を
定
め
て
市
町
村
に
雲
託
す
る

こ
と
が
で
き
る
制
度
を
設
け
る
と
し
た
。

第
二
次
勧
告
で
は
、
「
都
道
府
県
と
市
町
村
と
の
間
に
お
い

て
も
、
国
と
地
方
公
共
団
体
の
間
に
お
け
る
法
定
受
託
事
務
と

同
揮
の
性
質
を
有
す
る
事
務
が
あ
る
」
と
し
、
例
え
ば
都
道
府

県
の
公
職
の
週
挙
郵
務
や
土
地
収
用
裁
決
申
請
密
等
の
公
告
・

縦
覧
等
の
事
務
老
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
都
道
府
県
か
ら

市
町
村
へ
の
法
定
受
詑
事
務
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
定
譲
と

し
て
は
「
廟
務
の
性
質
上
、
そ
の
実
施
が
都
道
府
県
の
義
務
に

属
し
都
道
府
県
が
直
接
執
行
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
国
民
の
利

便
性
又
は
事
務
処
理
の
効
率
性
の
観
点
か
ら
壱
法
律
又
は
こ
れ

に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
受
誌
し
て
行
う
こ
と

と
さ
れ
る
事
務
」
と
な
っ
て
い
る
。

都
道
府
県
が
市
町
村
に
関
与
す
る
場
合
に
、
都
道
府
県
の
自

給
軸
務
と
し
て
関
与
す
る
と
い
う
発
想
が
ほ
ぼ
初
め
て
登
蝿
し

た
。
こ
の
穂
の
都
道
府
県
の
自
治
率
務
の
執
行
に
つ
い
て
国

も
関
与
で
き
る
仕
組
歌
に
つ
い
て
は
異
舗
が
あ
り
う
る
鋲
、
と

く
腱
、
地
方
自
治
法
に
挙
が
っ
て
い
る
許
可
・
決
定
や
審
査
・

審
決
の
事
務
が
自
治
駆
務
に
な
る
こ
と
は
、
従
来
の
発
想
で
あ

る
都
適
府
県
段
階
の
関
与
行
為
は
国
の
鰻
関
委
任
郵
務
と
い
う

理
解
か
ら
の
転
換
を
は
か
る
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
、
都
道

府
県
と
市
町
村
の
対
等
化
を
徹
底
し
よ
う
と
す
る
意
見
か
ら
は
、

の
基
準
や
比
率
、
個
々
の
率
務
の
握
り
分
け
結
果
や
必
置
規
制

の
具
体
的
な
評
価
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
。
概
括

的
に
は
、
自
治
率
務
の
比
率
が
当
初
予
測
臆
ど
の
比
率
に
は
な

ら
な
か
っ
た
こ
と
、
例
え
ば
都
市
叶
画
な
ど
生
活
に
密
射
し
た

事
務
に
つ
い
て
期
待
に
反
し
た
部
分
莎
少
な
く
な
い
こ
と
を
指

摘
す
る
程
度
に
と
ど
め
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
た
び
の
分
樋
化

の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
事
溺
・
橘
限
で
あ
っ
て
も
、
自
治
体

の
法
的
対
応
が
不
可
龍
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
意
識
し

て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
経
験
も
示
す
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
総
合
的
で
か
つ
、
き
め
細
か
な
自
治
体
計

画
を
上
位
に
固
い
た
ま
ち
づ
く
り
の
目
標
・
指
針
を
持
ち
つ
つ
、

条
例
等
に
よ
る
薮
極
的
な
法
務
活
動
を
行
っ
て
不
足
す
る
事
務

・
轍
限
を
も
自
治
体
立
法
に
取
り
込
ん
で
し
ま
う
試
薙
は
可
能

で
あ
る
。
上
級
機
関
と
さ
れ
る
機
関
と
の
間
で
ギ
リ
ギ
リ
の
交

渉
を
し
、
あ
る
い
は
法
的
知
恵
を
絞
っ
た
法
政
策
を
と
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
本
当
に
必
要
な
も
の
は
汰
第
に
自
治
事
務
化
し
て

く
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
違
法
の
問
題
が
起
き
れ
ば
裁
判
事
件
と

な
る
が
、
こ
れ
が
類
似
条
件
に
あ
る
自
治
体
が
当
事
者
と
な
っ

て
度
重
な
れ
ば
、
自
治
櫓
と
し
て
必
要
な
も
の
が
保
障
さ
れ
て

い
な
い
事
実
が
裁
判
上
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
次
に
は
立
法
改
正
が
来
る
。

両
勧
告
が
、
国
の
自
治
体
に
対
す
る
、

国
の
自
治
体
に
対
す
る
関
与
に
つ
い
て
「
法
定

主
義
の
原
則
」
、
二
般
法
主
義
の
原
則
」
お
よ
び
「
公
正
・
透

明
の
原
則
」
を
立
て
、
さ
ら
に
一
般
ル
ー
ル
法
を
定
め
て
国
の

関
与
手
統
を
具
体
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
原
則
と
し
て

評
価
で
き
る
。
第
二
次
勧
告
で
は
、
「
法
定
主
義
の
原
則
」
や

二
股
法
主
義
の
原
則
」
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
、
一
一
一
つ
目
の

「
公
正
・
透
明
の
原
則
」
竃
い
っ
そ
う
具
体
化
し
て
、
①
書
面

主
製
の
原
則
、
②
手
銃
の
公
正
・
透
明
性
の
確
保
、
③
事
務
処

理
の
迅
速
性
の
礪
保
、
④
そ
の
他
、
を
挙
げ
た
。
こ
れ
ら
の
原

則
は
、
他
の
先
進
諸
国
の
実
務
か
ら
す
れ
ば
ほ
ぼ
当
然
の
こ
と

で
あ
っ
て
、
現
時
点
で
あ
え
て
こ
れ
ら
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
、

わ
が
国
の
国
（
中
央
政
府
）
－
自
治
体
関
係
の
現
実
態
が
い
か

に
世
界
的
標
準
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
故
い
て
教

え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
、
国
が
自
治
体
腱
「
書
面

を
交
付
す
る
と
き
は
、
関
与
を
行
う
責
任
者
を
明
ら
か
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
た
が
、
日
本
の
現
状
で
は
決
裁
制

度
（
栴
限
配
分
、
専
決
制
度
、
職
粉
命
令
や
訓
令
に
関
す
る
上

司
・
上
級
観
閲
へ
の
異
議
申
立
制
度
な
ど
）
、
お
よ
び
人
事
制

度
の
見
直
し
を
不
可
欠
と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
緊
要

の
課
題
で
は
あ
る
が
、
実
現
に
は
容
易
な
ら
き
る
も
の
が
あ
る

（
露
）

う
。
こ
の
点
は
、
後
に
も
言
及
す
る
。

消
極
的
便
評
価
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
都
道
府
県
の
独
自
の
役
割

を
肯
定
的
に
熱
よ
う
と
す
る
私
は
そ
の
見
解
に
は
必
ず
し
も
賛

（
別
）

成
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
統
治
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て
は
、
国

家
的
規
模
で
の
指
導
・
監
督
ほ
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
法

（
条
例
）
の
解
釈
・
適
用
に
お
け
る
対
等
性
確
保
の
問
題
と
、

広
域
的
見
地
か
ら
の
市
町
村
に
対
す
る
一
定
の
条
件
の
下
で
の

（
例
え
ば
条
例
に
よ
る
）
法
的
拘
束
は
、
民
主
的
統
治
体
制
の

下
で
は
必
ず
し
も
矛
盾
し
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
都
道
府
県
か
ら
市
町
村
へ
の
法
定
受
詫
事
務
の
概
念

が
登
秘
し
た
こ
と
に
よ
り
、
関
与
関
係
に
複
雑
さ
が
生
ず
る
こ

と
に
な
っ
た
。
も
と
も
と
、
国
の
自
治
体
一
般
と
の
関
わ
り
に

お
い
て
分
楠
が
考
え
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
ほ
と
ん
ど
学
鋭

上
も
未
開
拓
の
都
道
府
県
－
市
町
村
関
係
麹
直
接
に
扱
う
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
関
与
論
に
典
型
的
に
染
ら
れ
る

よ
う
に
混
乱
を
生
ず
る
こ
と
に
左
ろ
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
次
に
触
れ
よ
う
。

2Ｊ中間樋告と両勧告腱おける地方自治の構図 2０ 



－３－５－２「一般ルール法」について
一
般
的
に
国
の
関
与
を
法
律
・
政
令
事
項
と
し
、
通
達
の
役

割
を
縮
小
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
評
価
で
き
る
。
個
合
に
列
挙

さ
れ
た
関
与
手
段
は
、
個
別
の
法
令
に
ど
う
適
用
し
て
表
現
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
か
で
具
体
的
評
価
は
大
い
に
異
な
る
．
現
時

点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
自
治
郵
務
に
つ
い
て
「
事
前
協
齪
」

と
い
う
手
法
を
原
則
と
し
て
採
用
し
て
よ
い
こ
と
と
し
、
さ
ら

に
例
外
と
し
て
合
意
な
い
し
同
意
の
謹
務
づ
け
も
で
き
る
と
さ

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
の
省
庁
と
の
間
で
合
意
や

同
意
が
成
立
し
な
か
っ
た
場
合
の
自
治
体
側
の
法
的
対
応
の
と

り
方
腱
つ
い
て
な
お
明
砿
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
旧
来
の
許

認
可
制
度
な
い
し
承
露
制
度
と
ど
う
違
う
の
か
、
戸
惑
い
麓
感

じ
る
。

第
一
次
勧
告
で
は
、
法
定
受
能
率
務
に
つ
い
て
は
、
所
管
省

庁
は
、
勧
告
・
指
示
蓮
し
て
も
な
お
是
正
さ
れ
な
い
場
合
に
限

り
、
「
裁
判
所
ま
た
は
後
述
す
る
第
三
者
機
関
に
対
し
、
是
正

す
べ
き
旨
の
裁
判
又
は
裁
定
を
求
あ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、

「
裁
判
又
ば
裁
定
で
示
さ
れ
た
期
限
ま
で
に
な
お
是
正
す
べ
き

撫
項
を
行
わ
な
い
楊
合
に
は
、
国
は
、
当
骸
事
項
を
地
方
公
共

団
体
に
代
わ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
」
と
し
て

〔図１〕都道府県条例による事務の雲舵を受けた市町村に対する都道府県及び

国の関与について

(1)技術的助言勧告、報告徴収

日㈹
（直接

市町村

（条例受謡事務）

(2)是正措題要求、指示等 》一一日》台
醍
》
癖
》
》
》

岼
騨
セ
ー

關
鍛
櫻
赫
酸

日
Ｕ
ｌ
側
日
Ｕ
～

市町村

（条例受詑寧務）

い
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
ま
ま
銃
む
限
り
、
第
三
者
機
関
の
判
断

を
一
度
介
在
さ
せ
る
だ
け
で
、
代
執
行
を
可
能
と
す
る
制
度
を

採
用
す
る
余
地
を
含
ん
で
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う

だ
と
す
る
と
、
現
行
シ
ス
テ
ム
よ
り
後
退
し
て
い
る
悪
も
否
め

な
い
が
、
第
二
次
勧
告
で
は
、
・
こ
の
点
の
言
及
は
な
か
っ
た
。

結
局
、
機
関
委
任
事
務
の
全
廃
原
則
も
、
具
体
的
な
関
与
と
紛

争
処
理
シ
ス
テ
ム
の
具
体
的
内
容
と
の
相
関
関
係
の
中
で
評
価

さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
問
題
は
、
一
つ
に
は
一
般
ル
ー
ル
法

が
定
め
る
関
与
内
容
で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う

に
多
椴
な
制
度
を
選
べ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
を
可
能
と

す
る
地
方
自
治
法
の
改
正
の
あ
り
方
で
あ
る
。

さ
て
、
先
に
触
れ
た
各
種
の
原
則
は
そ
れ
な
り
に
分
か
り
や

す
い
今
後
の
国
－
自
治
体
関
係
の
象
徴
的
原
則
で
あ
る
。
こ
れ

槌
対
し
て
、
具
体
的
な
関
与
の
仕
組
熟
は
容
易
に
は
理
解
し
に

く
い
。

ま
ず
、
図
に
よ
っ
て
、
関
与
関
係
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
第

二
次
勧
告
の
第
五
章
「
都
道
府
県
と
市
町
村
の
新
し
い
関
係
」

（
約
六
頁
半
）
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
勧
告
が
記
し
て
い
る
順

に
図
示
し
て
ふ
る
。
【
図
１
】
は
、
「
地
域
の
実
捕
に
応
じ
た
事

務
委
餓
」
に
関
す
る
関
与
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
都
道

府
県
条
例
に
よ
っ
て
都
道
府
県
の
事
務
（
条
例
蚕
能
率
務
）
を

市
町
村
が
処
理
す
る
橿
合
で
あ
る
が
、
国
の
関
与
も
露
む
ら
れ

市町村

（条例受詑U】務）

認中岡報告と丙勧告における鑓方自治の構図 型



て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
都
道
府
県
か
ら
市
町
村
へ
の
法
定
受

託
事
務
」
は
、
勧
告
が
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
国
の
法
定
受
託
事
務
も
都
道
府
県
の
自
治
事
務
も
含
む
。

現
行
地
方
自
治
法
一
五
三
条
二
項
の
廃
止
に
代
わ
る
措
置
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
理
論
的
に
は
都
道
府
県
の
法
定
受
託
事
務
の

再
委
託
（
再
受
託
）
を
含
む
。
図
で
明
ら
か
な
よ
う
嬉
国
の

都
道
府
県
に
対
す
る
「
指
示
」
や
卒
前
協
議
、
許
認
可
の
義
務

づ
け
も
、
新
た
に
梅
力
的
関
与
と
な
っ
た
。

【
図
２
】
は
、
「
１
市
町
村
が
処
理
す
る
自
治
事
務
に
対
す

る
関
与
」
の
と
こ
ろ
で
、
市
町
村
が
行
う
自
治
事
務
に
都
道
府

県
が
関
与
す
る
掛
合
嬉
国
の
法
定
受
託
事
務
と
し
て
の
関
与

と
都
道
府
県
の
自
治
事
務
と
し
て
の
関
与
が
あ
る
と
い
う
や
や

こ
し
い
関
係
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
く
に
『
前
者
に

関
し
、
第
二
汰
勧
告
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
市
町
村

の
自
治
事
務
腱
対
す
る
都
道
府
県
の
関
与
の
う
ち
、
『
当
該
関

与
の
性
質
上
、
関
与
を
行
う
こ
と
が
国
の
義
務
に
属
し
国
の
行

政
機
関
が
直
接
行
う
べ
き
で
は
あ
る
が
、
市
町
村
の
便
宜
又
撞

事
務
処
理
の
効
率
性
の
観
点
か
ら
、
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く

政
令
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
受
託
し
て
行
う
こ
と
と
さ
れ

る
関
与
』
で
あ
っ
て
、
当
該
関
与
自
体
が
法
定
受
託
事
務
の
メ

ル
ク
マ
ー
ル
に
骸
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
が
法

定
受
託
事
務
と
し
て
お
こ
な
う
関
与
と
す
る
。
」
。
法
定
受
託
事

〔図２］市町村に対する都道府県及び国の関与について

１市町村が処理する自治事務に対する関与

（１）－段ルール法に基づく技術的助嘗・勧告、報告徴収

目崎
（聯

市町村（自治）
歪暉、田涌【田【

(2)一般ルール法に基づく是正措騒要求等

（a）是正措瞳要求

曰-《臘巖'一厘三１－蝿…
（螂与(緊急の…柵…）

のｉｉｉ示を受けて） 市町村（自治）

－＿ノ

務
の
定
義
に
は
「
国
民
の
利
便
性
」
が
入
っ
て
い
た
が
、
こ
こ

で
は
「
市
町
村
の
便
宜
」
と
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
法
定
受

託
事
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
も
骸
当
す
る
も
の
を
法
定
受
託
事（鰯
）

務
と
し
て
関
与
す
る
と
い
う
複
雑
な
つ
く
り
に
な
っ
て
い
る
。

次
に
、
「
２
市
町
村
が
処
理
す
る
法
定
受
詫
事
務
に
対
す
る

関
与
」
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
「
市
町
村
が
処
理
す
る
法
定

受
託
事
務
」
と
は
、
「
国
か
ら
の
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い

る
』
」
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
鶴
「
市
町
村
が
処
理
す
る
国
の
法

定
受
託
事
務
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
【
図
１
】
の
対
象
と
同

じ
く
法
定
受
託
事
務
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
に
し
て
も
、
都

道
府
県
か
ら
市
町
村
へ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

(b）是正勧告

回国－…－F雨。
(3)個別の法律又はこれに基づく政令の定めにより行われる事前協鴎その他の関与

①国の直接関与を選択しない場合

ア当該関与が都道府県の自治事務。

貝…図顧二歴

２５中間報告と両勧告における地方自治の樽図 2Ｗ 



3）個別の法律又はこれに基づく政令の定めにより行われる事前盤蟻、 騨可･厘可 ● 

イ当該関与が都道府県の法定受託事務
承麗、指示等の関与

①国の直接関与を選択しなかった場合

曰…図二二二:fFizフ歴
曰…團薊fflこう座 ②国の直接関与を選択した場合

②国の直接関与を選択した場合

曰
（ 

国!；三］
曰 E亟司 直接関与

(…等
２市町村が処理する法定受託事務に対する関与

（１）一般ルール法に基づく技術的助言・勧告、報告徴収

【
図
３
】
は
、
第
二
次
勧
告
で
新
た
に
登
場
し
た
「
都
道
府

県
か
ら
市
町
村
へ
の
法
定
受
託
郵
務
」
Ⅱ
都
道
府
県
の
法
定
受

託
事
務
に
関
す
る
関
与
で
あ
る
．
元
来
、
都
道
府
県
の
自
治
事

務
で
あ
る
か
ら
関
与
ほ
都
道
府
県
の
自
治
事
務
に
な
る
か
と
思

わ
れ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
『
一
般
ル
ー
ル
法

に
基
づ
き
国
が
都
道
府
県
を
通
じ
て
技
術
的
助
言
・
勧
告
、
是

正
措
置
要
求
等
を
行
う
場
合
に
は
、
都
道
府
県
は
法
定
受
誌
事

務
と
し
て
関
与
す
る
。
こ
こ
で
も
、
か
な
り
複
雑
な
構
造
に

な
っ
て
い
る
。

な
お
、
自
治
事
務
に
つ
い
て
、
国
の
行
政
機
関
が
代
執
行
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
肯
定
で
き
る
。
通
達
の
機
能
の

大
隅
雄
縮
減
も
賛
成
で
あ
る
。

以
上
を
歌
尤
と
き
、
新
た
な
仕
組
熟
は
あ
ま
り
に
も
複
雑
に

思
え
る
。
と
り
わ
け
、
翻
道
府
県
の
事
務
を
市
町
村
へ
委
託
し

た
場
合
に
、
な
お
国
が
種
盈
の
関
与
を
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど

う
か
は
、
後
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

曰-(棒
（蝋

鴨nＦ已涌【日町靭鷹

市町村(法定受詑）
歪定置肝巫覇【国Ｉ

(2)一般ルール法に基づく指示（迩反の是正又は改善のため必要な措圃を識

ずべき旨の指示）

回-鮪鬚)一Ei三回二轤騨
（直繩(麹の…ある場合のみ）

〃中間報告と両■b告に鑓ける地方自治の構図 2６ 



|Ｉ 
〔図３〕市町村に対する都道府県及び国の関与について②国の直接関与を適択した燭台

回［三三ヨ E三1コ (1)一般ルール法に基づく技術的助冒・勧告、報告撤収

(…与
凝２

急受託田圃（BHI

法定受託事務に対するB回与類型の関与（事前協蹟、許可

自治駆務に対する関与類型の関与（事前協謹、合迩等）

１
２
 

蕊
蕊

･認可 ･承鱈、指示等）

(2)一般ルール法に基づく是正措湿要求等

（a）是正措置要求．

曰-㈱壽匡ﾖｰ…｡
（適雛(……馴合のみ）

の指示を受けて） 市町村

－－／ 

(b）指示

第
二
次
勧
告
は
、
第
二
章
Ⅲ
「
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
間

の
係
争
処
理
の
仕
組
験
」
の
中
で
具
体
的
な
提
言
を
す
る
こ
と

を
断
念
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
四
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
一
一
一
次

に
わ
た
る
「
試
案
」
を
作
成
し
各
省
庁
と
意
見
交
換
を
し
た
も

の
の
、
推
進
委
が
、
「
制
度
の
垂
木
的
部
分
に
関
わ
る
事
項
に

つ
い
て
、
な
お
各
省
庁
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
の
認
識
と
の

間
に
大
き
な
開
き
が
あ
る
と
判
断
」
（
第
二
次
勧
告
）
し
た
こ

と
に
よ
る
。
日
本
社
会
の
現
状
を
前
提
と
す
る
と
、
国
と
自
治

体
の
間
で
の
法
的
見
解
の
相
違
が
争
舩
と
し
て
顕
在
化
す
る
こ

と
は
今
後
と
も
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
分
椛
化
を

法
的
に
仕
上
げ
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
紛
争
処
理
制
度
は
ぎ
わ
め

て
亜
要
な
地
位
を
占
め
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
に
お
い

て
や
や
詳
し
く
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ

と
に
し
た
い
。

推
進
婆
は
、
当
初
格
闘
高
く
「
立
法
統
制
」
と
「
司
法
統

制
」
を
語
っ
た
。
中
間
報
告
達
「
新
た
な
地
方
分
轍
型
行
政
シ

回囹－卿覇一厄司

(3)脇ｌの法律又はこれに基づく政令の定めにより行われる事前協溌その他の関与
①国の直接関与を遇択しない場合

曰醗轄閨鯏二国
蕊２
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程
で
示
さ
れ
た
「
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
（
仮
称
ピ
に
関
す

る
第
三
後
試
案
（
本
書
末
尾
に
係
争
処
理
手
続
に
関
す
る
部
分

を
掲
載
）
を
中
心
と
す
る
紛
争
処
理
の
流
れ
は
、
【
図
４
】
の

通
り
で
あ
る
。
な
お
、
同
試
案
は
マ
ス
コ
ミ
等
へ
の
取
材
に
よ

り
筆
者
が
入
手
し
た
も
の
で
あ
り
、
勧
告
自
体
に
は
戦
っ
て
い

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
腱
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
図
は
、

自
治
体
側
が
股
後
ま
で
不
服
渉
あ
っ
て
争
う
場
合
を
想
定
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
始
審
の
裁
判
所
に
た
ど
り
着
く
ま
で
も
大
変

で
あ
り
、
最
高
裁
判
決
が
出
た
後
も
な
お
第
三
者
機
関
が
裁
定

に
よ
り
関
与
す
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
第
三
者
的
な
紛
争
処
理
機
関
の
名
称
は
、
中
間
報

告
と
第
一
次
勧
告
で
は
、
「
国
地
方
関
係
調
整
委
員
（
仮
称
〉
」

に
よ
り
構
成
さ
れ
る
「
第
三
者
機
関
」
で
あ
っ
た
。

中
間
報
告
の
構
想
芝
具
体
化
し
、
中
央
省
庁
と
の
度
重
な
る

グ
ル
ー
プ
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
経
た
後
の
推
進
委
第
三
次
試
案
の
組

織
と
処
理
手
腕
の
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

【
第
三
者
機
関
の
組
織
・
構
成
】

②
国
と
自
治
体
の
間
の
係
争
を
処
理
す
る
機
関
と
し
て
、

「
○
○
○
瞳
」
（
第
三
次
試
案
で
も
こ
こ
は
○
○
○
の
ま
ま
）

「
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
」
を
極
き
、
そ
れ
は
会
長
、
監

理
委
員
、
審
査
委
員
お
よ
び
そ
の
他
の
組
織
に
よ
り
構
成
さ

れ
る
。

ス
テ
ム
の
骨
格
」
と
し
て
、
対
等
・
協
力
の
関
係
に
あ
る
べ
き

国
と
自
治
体
と
の
間
に
「
新
し
い
鯛
整
ル
ー
ル
と
手
続
の
楠

築
」
を
は
か
ろ
う
と
し
、
国
に
よ
る
統
制
は
、
行
政
統
制
を
縮

小
し
て
「
国
会
に
よ
る
事
前
の
立
法
統
制
と
裁
判
所
に
よ
る
事

後
の
司
法
統
制
を
中
心
」
に
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
調
整
ル
ー

ル
の
基
本
的
な
骨
組
熟
を
述
べ
た
。

だ
が
、
ま
ず
、
第
一
抜
勧
告
が
触
れ
た
の
は
、
「
司
法
統
制
」

で
は
な
く
、
行
政
擬
関
的
な
第
三
者
機
関
に
よ
る
紛
争
処
理
シ

ス
テ
ム
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
二
重
の

不
幸
を
前
に
戦
掲
が
定
ま
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
第
一

の
不
幸
唾
司
法
そ
の
も
の
が
現
実
の
紛
争
機
関
と
し
て
ほ
と

ん
ど
機
寵
し
て
い
な
い
と
い
う
、
八
常
識
ｖ
あ
る
人
び
と
に
共

通
の
現
状
潔
職
で
あ
る
．
第
二
の
そ
れ
は
、
第
三
者
機
関
を
設

け
る
こ
と
自
体
が
、
強
固
な
中
央
官
僚
制
と
の
間
で
は
、
戦
争

に
も
匹
敵
す
る
事
柄
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二

の
不
幸
が
原
因
と
な
っ
て
、
第
二
次
勧
告
で
は
、
上
記
の
よ
う

腱
紛
争
処
理
機
関
に
つ
い
て
の
具
体
的
記
述
建
域
ら
な
い
こ

と
に
な
っ
た
。

｜
毅
に
、
裁
判
所
で
は
な
く
、
合
議
制
で
中
立
的
に
裁
定
・

裁
決
を
行
う
行
政
機
関
の
こ
と
を
準
司
法
的
擬
関
と
い
う
。
そ

の
用
語
自
体
か
ら
し
て
、
裁
定
蓮
す
る
機
関
は
、
「
準
司
法
統

制
」
機
関
で
あ
っ
て
、
す
で
に
本
来
の
「
司
法
統
制
」
の
枠
の

③
こ
の
係
争
処
理
委
員
会
は
、
国
の
立
場
を
代
表
す
る
者
、

地
方
の
立
場
を
代
表
す
る
者
お
よ
び
中
立
的
な
立
場
に
あ
る

行
政
に
関
し
て
優
れ
た
見
識
を
有
す
る
者
各
一
人
の
計
三
人

の
監
理
委
員
か
ら
な
る
。
中
立
委
員
が
会
長
を
兼
ね
る
。

⑨
監
理
委
員
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
両
議
院
の
同
意
を
得
て

任
命
す
る
。

Ｈ
係
争
処
理
委
員
会
に
は
審
査
委
員
が
極
か
れ
、
事
案
ご
と

に
三
人
が
中
立
、
公
正
、
適
切
な
判
断
を
行
う
に
ふ
さ
わ
し

い
有
識
者
か
ら
選
ば
れ
、
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
り
任
命
さ
れ

る
。
審
査
委
員
の
申
出
に
よ
り
さ
ら
に
二
人
の
委
員
を
加
え
・

る
こ
と
鍼
で
き
る
。

㈹
会
長
は
雷
事
案
の
専
門
性
に
対
応
し
、
迅
速
か
つ
的
確
な

審
査
に
資
す
る
た
め
に
、
一
定
数
の
専
門
鯛
査
員
を
任
命
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

【
裁
定
等
の
係
争
処
理
手
続
】

②
自
治
体
に
対
す
る
国
の
関
与
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
場
合
、

国
の
行
政
樫
関
の
長
お
よ
び
自
治
体
の
長
ま
た
は
行
政
委
員

会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
に
対
し
て
、
裁

定
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
．

③
裁
定
申
立
て
の
対
象
は
、
自
治
体
が
「
そ
の
固
有
の
資

格
」
に
お
い
て
相
手
方
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

㈲
裁
定
の
申
立
て
に
は
、
期
間
制
限
が
あ
り
、
ま
た
、
裁
定

一
歩
外
に
あ
る
。
も
っ
と
も
、
最
近
で
は
、
学
界
レ
ベ
ル
で
は

な
い
が
、
政
治
的
な
文
書
に
お
い
て
は
、
こ
の
種
の
第
三
者
機

関
も
含
め
て
司
法
機
関
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
奇
本
来
の
「
司

法
」
機
関
に
は
、
行
政
的
な
機
関
を
含
め
な
い
の
が
一
般
的
理

解
で
あ
ろ
う
。

第
二
次
勧
告
に
至
る
過
程
で
行
わ
れ
た
、
第
三
者
機
関
の
役

割
や
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
推
進
委
と
中
央
省
庁
と
の
や
り
と
り

は
決
し
て
馴
れ
合
い
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
古

色
蒼
然
た
る
法
解
釈
と
の
戦
い
が
あ
り
、
行
政
的
な
第
三
者
機

関
を
設
け
る
こ
と
す
ら
中
央
省
庁
の
反
発
の
対
象
に
厳
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
私
は
す
で
に
、
も
し
も
現
時
点
で
機
能
し
て
い

な
い
裁
判
統
制
の
承
を
主
張
し
て
第
三
者
機
関
の
設
置
に
反
対

す
る
と
、
当
面
は
国
の
官
僚
集
団
亟
蝋
歌
を
あ
げ
る
と
い
う
奇

妙
な
結
果
と
な
る
と
述
べ
て
お
い
た
。
第
二
次
勧
告
に
紛
争
処

理
鰯
関
の
具
体
像
は
載
ら
な
か
っ
た
の
で
当
面
は
、
そ
の
奇

妙
な
結
果
が
生
ま
れ
か
ね
な
い
状
況
に
あ
る
。
司
法
統
制
の
強

化
を
力
説
す
る
中
間
報
告
が
出
た
と
き
、
サ
ー
ビ
ス
機
関
で
も

あ
る
最
高
裁
や
法
務
省
は
司
法
ユ
ー
ザ
ー
の
拡
大
に
大
き
な
関

心
を
も
つ
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
波
紋
は
発
生
し
な

か
っ
た
。
裁
判
所
に
積
極
的
な
地
方
自
治
保
障
を
期
待
し
て
も
、

た
し
か
に
現
時
点
で
は
困
難
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

第
二
次
勧
告
直
前
の
九
七
年
六
月
に
中
央
省
庁
と
の
折
衝
週

３Ｊ中間報告と両勧告における地方自治の構図
3０ 



に
先
立
っ
て
あ
ら
か
じ
あ
相
手
方
に
対
し
て
再
考
を
促
す
手

腕
を
と
る
』
」
と
を
要
す
る
。

㈲
裁
定
の
申
立
て
は
、
国
の
関
与
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
さ

な
い
。

㈱
自
治
事
務
に
対
す
る
国
の
関
与
に
つ
い
て
ば
、
委
員
会
は

裁
定
で
、
関
与
は
理
由
が
な
い
こ
と
の
宣
言
ま
た
は
理
由
が

あ
る
こ
と
の
宣
言
を
す
る
。

何
法
定
受
託
事
務
に
対
す
る
国
の
関
与
に
つ
い
て
は
、
委
員

会
は
、
裁
定
に
お
い
て
進
法
ま
た
は
適
法
の
宣
言
を
す
る
。

㈲
国
と
自
治
体
と
の
事
前
協
議
（
合
意
・
同
意
を
要
し
な
い

も
巴
挺
つ
い
て
、
自
治
体
が
そ
の
義
務
を
果
た
し
た
こ
と

ま
た
は
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
を
宣
言
す
る
。

例
係
争
処
理
委
員
会
の
裁
定
に
不
服
の
あ
る
場
合
、
国
の
行

政
機
関
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
に
不
服
の
旨
を
申
し
出

て
閣
議
の
決
定
を
得
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
再
度
の
委
員

会
の
裁
定
が
行
わ
れ
る
。

例
係
争
処
理
委
員
会
の
裁
定
に
不
服
の
あ
る
自
治
体
は
、
裁

定
に
お
け
る
他
方
当
事
者
で
あ
る
国
の
行
政
機
関
の
長
を
被

告
と
し
て
、
裁
定
の
取
梢
訴
訟
を
提
起
で
き
る
。

㈲
こ
の
訴
訟
は
、
機
関
鯨
訟
の
一
類
型
と
し
、
東
京
高
等
裁

判
所
の
専
属
管
鰯
と
す
る
。

㈲
裁
定
が
判
決
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
委
員
会

〔図４〕係争処理手続

蕊但し、法律に特ＢＩの定めの存する場合、
地方公共団体が「その固有の資格」に
おいて相手方となるものでない場合は、
除く

裁定

判決

最高裁

不服ある

判決 ･却下）．’ 

裁定 裁定

唾
判
決
の
趣
旨
に
従
い
、
改
め
て
申
立
て
に
対
す
る
裁
定

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
代
執
行
の
た
あ
の
争
訟
手
続
】

何
代
執
行
に
つ
い
て
は
、
【
図
５
】
に
示
す
別
類
型
の
争
訟

手
続
を
設
け
る
。
代
執
行
の
対
象
は
法
定
受
詫
率
務
に
限
ら

れ
、
国
の
行
政
機
関
の
長
が
、
文
書
に
よ
り
、
当
該
地
方
公

共
団
体
に
対
し
、
そ
の
旨
を
指
摘
し
、
期
限
を
定
め
て
具
体

的
な
指
示
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

㈹
当
該
自
体
が
指
示
に
従
わ
な
い
場
合
で
、
他
の
措
置
に
よ

る
是
正
が
困
難
で
、
か
つ
、
放
置
す
る
と
著
し
く
公
益
を
害

す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
建
国
の
行
政
機
関
の
長

が
自
治
体
の
長
を
相
手
方
と
し
て
指
示
に
従
う
べ
き
こ
と
を

命
ず
る
旨
の
裁
定
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈲
係
争
処
理
委
員
会
は
、
申
立
て
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
期
限
を
定
め
て
指
示
に
従
う
べ
き
こ
と
を
命
じ
る

裁
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

目
こ
の
裁
定
に
対
し
て
自
治
体
が
出
訴
し
な
い
場
合
、
ま
た

は
裁
判
で
裁
定
が
維
持
さ
れ
、
か
つ
自
治
体
が
そ
の
裁
定
に

従
わ
な
い
と
き
は
、
国
の
行
政
機
関
の
長
は
代
執
行
で
き
る
。

㈹
と
の
仕
組
象
に
よ
り
、
現
行
法
の
機
関
委
任
事
務
に
関
す

る
職
務
執
行
命
令
訴
訟
と
は
異
な
り
、
自
治
体
側
が
出
訴
蓮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

棄却 ･却下）

四
Ａ
■

裁 定

制限）
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【
条
例
等
の
違
法
審
査
】

何
国
の
行
政
擾
関
の
長
は
、
自
治
体
の
条
例
ま
た
は
規
則
の

規
定
が
文
盲
上
明
白
腱
法
令
の
規
定
に
違
反
す
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
麟
自
治
体
の
長
ま
た
は
行
政
委
員
会
を
相
手
方

と
し
て
、
係
争
処
理
委
員
会
に
対
し
、
そ
の
条
例
等
の
規
定

の
違
法
判
定
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈹
係
争
処
理
委
員
会
は
、
審
査
の
結
果
、
条
例
等
の
規
定
が

「
文
言
上
明
白
に
法
令
の
規
定
に
違
反
す
る
」
と
き
は
、
判

定
に
糖
い
て
規
定
の
違
法
宣
言
を
す
る
。
「
文
言
上
明
白
に

法
令
の
規
定
に
違
反
す
る
と
い
え
な
い
と
き
」
は
、
判
定
に

お
い
て
申
立
て
を
棄
却
し
薄
申
立
て
自
体
が
不
適
法
な
と
き

は
申
立
て
を
却
下
す
る
。

③
係
争
処
理
委
員
会
は
、
法
令
の
違
憲
性
に
つ
い
て
の
判
断

を
行
わ
な
い
。

Ｈ
判
定
に
不
服
の
あ
る
国
の
行
政
機
関
の
長
は
、
そ
の
旨
を

内
閣
総
理
大
臣
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈹
条
例
等
の
規
定
の
違
法
宣
言
が
あ
っ
た
と
き
は
、
内
閣
総

理
大
臣
は
当
該
自
治
体
に
改
廃
楢
圀
要
求
を
す
る
こ
と
が
で

き
、
こ
の
要
求
に
不
服
の
自
治
体
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
相

手
方
と
し
て
、
改
廃
措
置
要
求
の
取
梢
訴
訟
を
提
起
で
き
る
。

御
改
廃
描
画
要
求
が
確
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
定
め
ら
れ

た
期
限
ま
で
に
自
治
体
が
規
定
を
改
廃
し
な
い
場
合
に
は
、

〔図５〕代執行の争訟手続

定維持）

行

第
二
次
勧
告
に
は
盛
ら
れ
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
以
上
の
仕

組
柔
か
ら
な
る
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
と
問
題
点
を
ど
う

蕊
る
の
か
は
、
今
後
の
国
ｌ
自
治
体
の
基
本
関
係
に
と
っ
て
き

わ
め
て
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
’
九
九
六
年
秋
に
蚕
員
や
参

与
ら
が
繰
り
広
げ
た
国
ｌ
自
治
体
の
法
関
係
の
華
本
理
解
を
め

ぐ
る
翰
議
と
相
違
、
一
九
九
七
年
に
入
っ
て
か
ら
、
と
く
に
四

月
か
ら
六
月
に
交
わ
さ
れ
た
推
進
委
と
中
央
槽
庁
と
の
や
り
と

り
に
は
、
行
政
法
・
地
方
自
治
法
の
熟
な
ら
ず
憲
法
学
の
視
点

か
ら
も
理
鶴
的
に
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に

は
、
学
問
的
に
は
直
ち
に
理
解
で
き
な
い
奇
妙
な
図
式
な
い
し

対
抗
関
係
も
存
在
し
て
い
る
の
で
、
事
態
の
正
確
な
理
解
の
た

め
に
は
一
定
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
中
央
省
庁
は
第
三
者
擬
関
の
設
立
自
体
に
つ
い

て
反
対
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
何
と
か
し
て
、
こ
の
機
関
を
設

湿
さ
せ
た
い
推
進
委
は
、
あ
る
意
味
で
な
り
ふ
り
樽
わ
ぬ
壊
歩

－ ３
－
６
－
２
対
抗
軸
の
特
質
と
紛
争
処
理

シ
ス
テ
ム
の
問
題
点

申
し
立
て
た
国
の
行
政
概
関
の
長
の
申
出
に
よ
り
、
内
閣
総

理
大
臣
は
当
骸
自
治
体
の
長
等
を
相
手
方
と
し
て
、
当
該
条

例
等
の
規
定
の
違
法
確
認
訴
訟
を
提
起
で
き
る
。

栽定
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こ
れ
腱
対
し
て
、
館
三
次
隣
案
に
対
す
る
疑
問
も
考
え
ら
れ

る
。

②
第
三
者
的
な
機
関
で
あ
る
係
争
処
理
委
貝
会
は
、
第
一
審

の
地
方
裁
判
所
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
の
地
位
を
持
つ
。
裁

判
所
で
の
審
理
砿
高
等
裁
判
所
が
第
一
審
に
な
り
、
し
か
も
、

前
湿
主
鞍
を
伴
い
東
京
高
等
裁
判
所
の
専
属
管
轄
に
も
な
っ

て
い
る
。
国
の
関
与
行
為
に
不
服
の
あ
る
自
治
体
は
、
再
考

を
促
す
手
鰹
↓
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
↓
閣
騒
↓
東
京
高

裁
↓
鰻
高
裁
↓
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
、
と
い
う
六
つ
の

手
銃
を
た
ど
っ
て
初
め
て
目
的
を
連
す
る
こ
と
に
な
る
。
ど

の
よ
う
に
さ
さ
や
か
な
違
法
行
為
で
あ
れ
、
こ
の
ル
ー
ト
以

外
の
方
法
に
よ
っ
て
救
済
を
得
る
櫻
会
は
な
い
。
は
た
し
て
、

こ
の
よ
う
な
屋
上
屋
を
重
ね
る
手
銃
を
「
司
法
統
制
」
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
齢
訟
の
段
階
に
お
け
る

自
治
体
側
の
当
邸
老
と
し
て
は
、
首
長
だ
け
が
挙
が
っ
て
い

る
が
、
多
元
的
執
行
機
関
制
度
の
下
で
の
司
法
統
制
シ
ス
テ

ム
と
し
て
は
い
さ
さ
か
奇
妙
で
あ
る
。

③
日
本
全
国
の
中
小
自
治
体
は
、
国
の
関
与
の
当
不
当
・
適

法
違
法
に
つ
い
て
、
東
京
で
の
熟
争
訟
を
申
し
立
て
る
こ
と

が
で
き
る
。
裁
判
も
東
京
で
の
熟
行
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
お

そ
ら
く
一
○
万
円
や
一
○
○
万
円
の
補
助
金
交
付
決
定
を
め

ぐ
る
紛
争
も
、
あ
る
い
は
さ
さ
や
か
な
不
承
認
や
不
同
意
の

を
理
藺
的
枠
組
熟
に
お
い
て
も
行
っ
た
の
で
あ
る
．
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
譲
歩
を
行
っ
て
で
も
第
三
者
磯
関
を
設
置
す
る
こ

と
が
、
地
方
分
梅
推
進
の
一
里
渥
に
な
る
と
い
う
判
断
が
背
後

に
あ
る
。
そ
こ
で
、
立
場
が
逆
転
し
て
い
る
と
し
か
い
い
よ
う

の
な
い
珍
妙
な
や
り
と
り
が
発
生
し
て
い
る
。

以
上
の
混
乱
状
況
か
ら
も
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
第
三
者
樫

関
に
つ
い
て
は
、
鴎
ず
べ
き
き
わ
め
て
多
く
の
問
題
が
あ
る
。

推
進
委
が
第
三
次
試
案
で
示
し
た
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
に
は
、

訴
舩
法
上
の
問
題
、
行
政
組
織
法
上
の
問
題
、
他
の
訴
訟
と
の

関
係
、
制
度
を
利
用
す
る
自
治
体
や
中
央
省
庁
の
便
宜
の
問
題
、

事
件
数
の
予
測
と
第
三
者
鰻
関
の
体
制
の
問
題
、
そ
の
他
、
か

な
り
多
く
の
麓
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
長
所
短
所
を
指
摘
で

き
る
。
若
干
の
事
柄
に
つ
い
て
、
言
及
し
て
承
よ
う
。

ま
ず
、
東
京
に
②
熟
極
か
れ
る
第
三
者
機
関
、
東
京
高
裁
の

専
属
管
轄
、
裁
定
申
騎
前
極
主
義
の
採
用
に
つ
い
て
は
、
次
の

よ
う
な
擁
震
鎗
が
あ
り
う
る
。

⑤
一
つ
の
裁
定
機
関
で
全
国
の
率
件
を
扱
う
に
は
、
地
理
的

に
東
京
が
も
っ
と
も
便
利
で
あ
る
。

㈹
霧
理
に
当
た
っ
て
は
、
資
料
と
情
報
の
蓄
積
さ
れ
た
東
京

が
好
ま
し
い
。
地
方
自
治
問
題
の
樋
威
輝
東
京
に
集
中
し
て

い
る
。

②
審
査
委
員
や
専
門
調
査
員
が
係
争
事
件
の
あ
る
地
域
に
極

事
件
も
同
じ
扱
い
に
な
ろ
う
。
東
京
に
出
て
【
図
５
】
の

チ
ャ
ー
ト
通
り
の
手
銃
を
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
自
治
体
が
法
律
や
中
央
省
庁
の
処
分
の
違
憲
性
を
主
張
す

る
場
合
に
は
、
争
点
形
成
が
で
き
な
い
ま
ま
に
時
間
と
費
用

を
費
や
し
や
形
式
的
に
は
お
そ
ら
く
敗
北
の
裁
定
を
得
な
け

れ
獺
た
ら
ず
、
東
京
高
裁
の
段
階
で
や
っ
と
違
窟
の
主
襲
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
不
都
合
を
回
避
す
る
に
は
、
裁
判

所
へ
の
違
憲
性
判
断
に
関
す
る
移
送
手
統
が
欲
し
い
。

目
「
裁
定
の
申
立
て
に
際
し
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
相
手
方
に

対
し
て
再
考
を
促
す
期
間
を
設
け
な
げ
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
罠

し
か
し
、
日
本
の
行
政
風
土
を
考
え
た
と
き
、
そ
も
そ
も
雫

こ
と
改
め
て
こ
の
よ
う
な
手
鏡
震
で
必
要
と
は
思
え
な
い
。

脚
ご
く
少
数
の
事
件
し
か
発
生
し
な
い
と
想
定
し
て
い
る
場

合
に
は
、
審
査
委
員
の
騏
案
ご
と
の
任
命
と
い
う
荘
重
な
手

続
も
意
味
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
簡

易
迅
速
な
救
済
の
要
請
に
沿
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

③
｜
般
的
に
は
、
国
と
自
治
体
の
間
の
関
係
の
透
明
化
に
伴

い
、
法
的
紛
争
の
増
加
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
に
、
第

一
一
一
老
機
関
の
稠
整
委
員
を
事
件
ご
と
に
任
命
す
る
こ
と
で
迅

速
な
対
応
が
で
き
る
の
か
。
多
数
の
紛
争
の
発
生
を
与
件
と

し
て
い
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
以
下
の
よ
う
な
疑
問
が
生
ず
る
。

第
一
に
、
審
査
委
員
を
、
事
案
ご
と
に
、
管
理
委
員
の
全

力
出
彊
し
、
そ
こ
で
率
楠
聴
取
な
ど
を
行
う
こ
と
が
可
龍
で

あ
る
。

目
第
三
者
鰻
関
の
判
断
を
裁
判
の
第
一
審
に
相
当
す
る
も
の

に
し
な
い
と
、
行
政
争
舩
が
四
審
制
に
な
り
、
紛
争
の
長
期

化
、
費
用
の
高
額
化
を
招
く
。

㈹
法
定
受
託
率
務
に
つ
い
て
も
、
自
治
体
側
か
ら
、
国
焦
た

は
そ
の
行
政
機
関
の
関
与
行
為
の
当
不
当
を
争
う
こ
と
が
で

き
る
。

②
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
な
審
査
委
員
の
任
命
体
制
は
、
最
小
の
組

纈
体
制
に
よ
っ
て
対
応
す
る
点
で
、
行
政
改
革
の
要
欝
に
沿

う
も
の
で
あ
る
。

㈲
こ
の
制
度
は
、
日
本
社
会
で
は
今
後
と
も
紛
争
は
地
え
な

い
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
か
ら
市
町
村
合

併
を
し
て
自
治
体
の
数
は
減
り
、
し
か
も
今
の
よ
う
に
ほ
と

ん
ど
の
都
道
府
県
や
大
規
模
市
で
高
級
公
務
員
が
い
わ
ゆ
石

出
向
を
し
て
い
る
現
状
で
は
、
法
的
な
形
で
の
颪
要
な
紛
争

は
あ
ま
り
発
生
し
な
い
。

②
内
容
的
に
は
、
争
訟
要
件
な
ど
の
さ
ほ
ど
本
質
的
で
な
い

こ
と
に
煩
わ
さ
れ
ず
に
、
自
治
体
の
主
彊
を
柔
軟
に
第
三
者

機
関
で
争
え
る
こ
と
か
ら
、
結
果
的
に
裁
定
後
に
裁
判
で
争

う
場
合
に
も
違
法
性
が
争
点
と
な
れ
ば
、
今
の
主
観
瞬
醗
中

心
主
義
よ
り
争
え
る
範
囲
が
広
く
な
る
。

野中間綴告と両勧告における地方自治の梯図
3６ 



裁
定
手
続
に
参
加
し
な
か
っ
た
行
政
鍵
関
や
一
般
謹
人
腱
は
妥
協
に
妥
協
を
重
ね
、
成
田
頼
明
教
授
が
、
「
テ
ニ
ス
に
例
え（則
》

及
ば
な
い
と
考
埠
ｚ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
私
人
が
不
服
審
査
れ
旗
、
相
手
方
の
コ
ー
ト
の
中
に
入
っ
て
ゲ
ー
ム
を
し
た
」
と

や
醇
訟
で
争
っ
た
場
合
と
、
国
－
自
治
体
関
係
の
紛
争
が
裁
い
う
ほ
ど
の
蔑
歩
を
伴
っ
た
中
央
省
庁
に
有
利
と
し
か
い
い
よ

定
手
鋺
を
経
る
場
合
に
裁
断
観
閲
の
判
断
が
食
い
違
う
鍋
合
う
の
な
い
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
す
ら
が
、
勧
告
に
は
盛
り
込
め

を
想
定
し
た
回
答
を
用
意
し
て
い
る
。
だ
が
、
は
た
し
て
国
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

Ｉ
自
治
体
関
係
だ
け
を
単
独
で
取
り
上
げ
て
紛
争
処
理
の
対
こ
の
疑
問
を
踏
ま
え
た
と
き
、
こ
れ
か
ら
の
司
法
的
コ
ン
ト

象
と
す
る
こ
と
が
適
切
か
ど
う
か
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
ロ
ー
ル
の
基
本
的
な
姿
に
つ
い
て
の
議
論
が
必
要
と
思
え
る
。

る
ょ
う
に
思
え
る
。
ま
だ
国
Ｉ
自
治
体
間
の
関
与
争
訟
に
、
地
方
自
治
や
地
方
分
権
の
意
義
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
地
方
自

国
と
自
治
体
以
外
の
者
は
関
わ
る
資
格
が
な
い
。
仮
に
国
と
治
の
「
法
化
」
を
促
す
と
い
う
こ
と
で
も
あ
澤
琶
統
制
機
関
と

自
治
体
以
外
の
者
が
国
家
関
与
の
違
法
を
別
の
争
訟
で
問
題
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
組
織
形
態
が
考
え
ら
れ
詮
麺
）
例
え
ば
、
頚

に
す
る
余
地
が
あ
る
と
し
て
も
、
誘
訟
経
済
の
観
点
か
ら
は
似
の
第
三
者
機
関
と
し
て
そ
の
法
的
性
質
は
一
機
で
は
な
い

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

が
、
裁
判
所
へ
の
出
諒
に
先
だ
っ
て
法
的
裁
断
行
為
を
す
る
人

伺
第
三
者
観
閲
は
、
当
不
当
の
問
題
を
扱
え
る
こ
と
に
な
っ
事
院
、
労
働
委
員
会
、
公
害
等
調
整
委
員
会
、
公
正
取
引
委
員

て
い
る
が
、
鎗
理
的
に
い
っ
て
、
法
定
受
託
事
務
に
お
い
て
会
、
特
許
審
判
官
な
ど
の
機
関
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
曜

建
中
央
省
庁
の
技
術
的
助
言
・
勧
告
梅
の
範
囲
内
に
あ
る
か
な
り
異
な
っ
た
次
元
か
ら
異
な
っ
た
評
価
が
可
龍
で
あ
る
。

も
の
と
し
て
こ
の
点
は
、
そ
も
そ
も
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
こ
れ
ら
ほ
と
ん
ど
の
機
関
が
、
私
人
間
の
紛
争
を
扱
う
も
の
で

可
脂
性
が
強
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
だ
自
治
事
務
で
あ
っ
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
国
の
行
政
機
関
の
長
の
判
断
を
審
理
の
対

て
も
、
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
が
自
治
体
の
言
い
分
を
潔
象
と
す
る
こ
と
は
多
く
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
、
行
政
鰻

め
ぅ
る
ぽ
ど
に
顕
著
な
当
木
当
の
判
断
が
可
能
な
も
の
ほ
ど
関
に
あ
た
る
機
関
が
主
務
大
臣
の
判
断
を
不
服
審
査
に
お
い
て

の
程
度
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

覆
す
こ
と
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

第
三
次
試
案
は
、
以
上
の
諸
特
徴
を
見
る
だ
け
で
も
、
極
端
中
央
省
庁
の
多
数
意
見
は
、
一
方
で
、
行
政
上
の
指
揮
監
督

な
ま
で
腱
中
央
楢
庁
に
有
利
な
制
度
に
苧
え
る
。
そ
の
よ
う
な
関
係
に
な
い
機
関
が
、
主
務
大
臣
の
判
断
を
審
査
す
る
の
は
、

貝
一
致
に
よ
る
指
名
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る

よ
う
な
大
げ
さ
な
手
銃
を
実
践
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
．
例

え
ば
、
年
に
五
件
臆
ど
発
生
す
る
だ
け
で
も
大
変
な
労
力
を

要
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
二
に
、
現
在
の
職
務
執
行
命
令
訴
訟
制
度
（
自
治
法
一

五
一
条
の
二
）
は
、
主
務
大
臣
ま
た
は
知
事
が
訴
え
の
提
起

を
し
た
と
き
、
裁
判
所
が
一
五
日
以
内
に
ロ
頭
弁
論
を
開
く

よ
う
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
た
し
か
腱
国
家
的
利
害
鄙
あ

る
重
要
事
件
に
お
い
て
、
し
か
も
、
中
央
政
府
側
に
の
承
認

め
ら
れ
た
一
麺
の
特
権
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
一
定
の
選
挙

関
係
訴
舩
に
お
い
て
一
○
○
日
以
内
に
判
決
を
下
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
（
公
選
法
二
一
一
一
一
条
）
と
同
揮
に
、

民
主
主
義
の
実
現
に
と
っ
て
迅
速
な
裁
判
は
重
要
な
要
素

で
あ
る
。
は
た
し
て
、
多
発
す
る
率
件
に
つ
い
て
、
紛
争
ご

と
に
全
員
一
致
で
審
査
委
員
を
任
命
す
る
方
式
で
迅
速
な

紛
争
処
理
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

㈲
事
件
が
発
生
し
て
か
ら
人
を
充
て
る
仕
組
詮
で
予
断
排
除

の
原
則
を
守
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
審
壷
委
員
の

任
命
自
体
が
政
治
マ
タ
ー
に
発
展
す
る
と
い
う
制
度
設
計
上

は
予
想
外
の
こ
と
が
生
ず
る
恐
れ
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

②
係
争
処
理
委
員
会
の
審
理
手
鰯
は
、
基
本
的
に
は
一
般
の

行
政
不
服
審
査
の
手
鰯
に
準
ず
る
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に

よ
り
、
審
理
は
非
公
開
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

㈲
公
害
等
調
整
委
員
会
の
現
状
を
高
く
評
価
す
る
議
者
に

あ
っ
て
も
、
公
關
委
は
全
国
で
た
だ
一
つ
し
か
な
く
、
遠
隔

地
居
住
鎧
率
よ
る
申
舗
の
阻
害
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
す
る
。

⑤
条
例
・
規
則
の
違
法
確
盟
を
国
の
側
か
ら
の
承
提
起
で
き
、

住
民
や
自
治
体
が
政
簡
令
・
訓
令
・
通
達
等
の
違
法
確
麗
を

求
め
る
制
度
が
な
い
の
は
バ
ラ
ン
ス
を
欠
く
の
で
は
な
い
か
。

㈹
八
○
年
代
半
ば
以
降
に
職
務
執
行
命
令
醇
舩
制
度
の
廃
止

麓
が
あ
っ
た
．
廃
止
鏑
は
批
判
老
受
け
、
そ
の
俊
一
（
雛
の
法

改
正
は
あ
っ
た
が
、
な
お
こ
の
訴
訟
制
度
は
残
っ
た
。
も
し

も
、
国
の
側
か
ら
す
る
職
務
執
行
命
令
醇
訟
制
度
を
廃
止
し
、

首
長
が
職
務
執
行
命
令
を
争
う
仕
組
薙
に
す
る
こ
と
に
な
れ

ば
、
《
蝿
方
自
治
に
と
っ
て
打
撃
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
と
い

う
意
見
も
あ
る
。

物
理
鶴
的
に
も
問
題
が
あ
る
。
裁
定
の
対
象
と
な
る
の
は
、

国
の
関
与
を
契
概
と
す
る
国
と
自
治
体
と
の
間
の
係
争
等
で

あ
る
。
「
国
の
関
与
」
が
な
い
係
争
問
題
、
「
国
の
関
与
」
は

あ
る
が
国
も
自
治
体
も
問
題
に
す
る
こ
と
が
な
く
、
そ
の
後
、

住
民
ま
た
は
企
業
が
違
法
性
蓮
問
う
率
件
も
存
在
し
う
る
。

推
進
委
自
身
も
係
争
処
理
委
員
会
が
行
う
裁
定
の
効
力
は
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だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
深
刻
で
あ
る
の
は
、
中
央
省

庁
の
理
解
に
お
い
て
は
、
国
家
Ⅱ
中
央
政
府
Ⅱ
中
央
省
庁
Ⅱ
中

央
官
僚
集
団
で
あ
り
、
「
憲
法
第
八
率
は
自
治
省
」
の
所
管
す

る
と
こ
ろ
で
あ
り
。
「
憲
法
第
六
率
は
法
務
省
」
が
所
管
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
憲
法
上
の
拘
束
を
受

け
る
こ
と
ば
な
い
、
と
で
も
い
う
よ
う
な
共
通
理
解
が
存
在
す

る
よ
う
に
う
か
が
え
る
こ
と
で
あ
る
。
立
慰
君
主
制
の
下
で
成

立
し
た
自
治
Ⅱ
行
政
胤
噸
今
な
お
生
き
て
い
る
と
の
印
象
を

与
え
る
。
た
し
か
に
、
一
九
九
六
年
の
年
末
の
衆
議
院
予
算
委

員
会
に
お
い
て
は
、
憲
法
に
い
う
行
政
柄
は
、
立
法
桶
の
上
に

ば
な
く
、
ま
た
自
治
体
の
行
政
楠
を
含
ま
な
い
と
い
う
学
界
レ

ベ
ル
で
は
自
明
の
こ
と
が
政
府
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
。
す
な
わ

ち
、
菅
直
人
議
員
が
「
行
政
椀
は
、
内
閣
に
属
す
る
」
と
の
窟

法
六
五
条
の
規
定
を
引
い
て
、
「
い
わ
ぽ
内
閣
は
国
会
か
ら
あ

る
程
度
独
立
し
た
存
在
な
ん
だ
」
と
い
う
意
職
が
問
題
で
あ
る

と
の
質
問
を
し
た
の
に
答
え
て
、
橋
本
内
閣
総
理
大
臣
は
、

「
内
閣
の
行
政
櫓
行
使
の
全
般
に
わ
た
り
ま
し
て
政
治
的
責
任

を
、
あ
る
い
は
そ
の
政
治
責
任
を
追
求
す
る
上
で
の
行
政
監
督

椀
と
い
う
も
の
は
、
国
会
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
お
持
ち
に

な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
」
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
同
議
員
が

「
適
法
六
十
五
条
が
言
っ
て
い
る
行
政
樋
と
い
う
も
の
の
中
に

自
治
体
の
行
政
梱
と
い
う
の
は
含
ま
れ
て
い
る
の
か
、
含
ま
れ

一
轍
の
裁
判
的
行
為
で
あ
っ
て
許
さ
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
他
方
で
、
行
政
の
鰻
高
責
任
者
で
あ
る
主
務
大
臣
の
判
断

を
、
同
じ
く
行
政
機
関
で
あ
る
第
三
者
機
関
が
圃
す
の
は
行
政

の
一
体
性
を
侵
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ

の
二
つ
の
主
頚
と
妥
橿
す
る
た
め
に
、
司
法
統
制
を
強
詞
し
た

は
ず
の
推
進
委
が
、
簡
易
迅
速
な
救
済
機
関
の
創
設
を
念
頭
に

お
く
が
ゆ
え
に
、
裁
判
所
を
介
在
さ
せ
た
紛
争
処
理
に
き
わ
め

て
消
極
的
な
姿
勢
を
と
っ
た
。
す
る
と
今
度
は
、
こ
れ
を
中
央

省
庁
が
逆
手
に
取
り
、
第
三
者
機
関
へ
の
申
立
制
度
に
つ
い
て
、

中
央
省
庁
が
裁
判
所
に
よ
る
統
制
を
原
則
と
す
べ
き
か
の
よ
う

な
主
頭
を
し
て
い
る
鰯
面
が
あ
る
。
中
央
省
庁
は
亀
第
三
者
概

関
設
置
に
反
対
せ
ん
が
ぁ
：
本
来
の
曇
統
制
原
則
に
忠

実
に
立
っ
た
反
論
も
し
ば
し
獺
行
っ
て
い
る
。

本
来
、
推
進
秀
は
、
自
治
体
の
統
治
主
体
と
し
て
の
確
立
を

強
鯛
す
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
間
の
議
證
を
熟

る
と
、
推
進
霊
は
、
国
と
自
治
体
の
間
の
紛
争
を
、
極
端
な
ま

で
に
、
行
政
主
体
相
互
間
の
紛
争
、
な
い
し
行
政
内
部
の
紛
争

と
し
て
力
説
し
、
両
者
の
間
の
訴
訟
を
擢
関
訴
訟
と
し
て
櫛
成

し
て
い
る
。
で
き
る
だ
け
行
政
の
内
部
に
お
い
て
解
決
を
因
る

仕
組
承
を
つ
く
る
こ
と
が
好
ま
し
い
と
か
、
行
政
主
体
相
互
間

の
紛
争
は
行
政
の
責
任
に
お
い
て
解
決
す
る
こ
と
が
本
来
で
あ

る
と
い
う
露
織
に
立
ち
『
加
え
て
、
委
員
会
の
裁
定
を
尊
重
し

て
い
な
い
の
か
。
つ
ま
り
、
内
閣
と
い
う
の
は
、
ま
た
、
そ
の

意
味
は
中
央
政
府
、
つ
ま
り
政
府
の
内
閣
と
い
う
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
が
、
つ
ま
り
は
、
な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
聾
聞
く
か
と
い

う
と
、
地
方
分
樋
の
識
麓
を
す
る
と
き
に
、
す
べ
て
の
行
政
、

つ
ま
り
は
自
治
体
も
含
め
て
す
べ
て
の
行
政
櫓
を
い
っ
た
ん
内

閣
が
持
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
一
部
を
地
方
自
治
体
に
渡
し
て
い

る
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
理
解
の
仕
方
を
さ
れ
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
」
と
問
う
た
の
に
対
し
て
、
大
森
内
閣
法
制
局
長

官
は
、
憲
法
六
五
条
に
い
う
行
政
権
に
関
し
て
、
「
地
方
公
共

団
体
に
属
す
る
地
方
行
政
執
行
椀
を
除
い
た
意
味
に
お
け
る
行

政
の
主
体
は
、
最
高
行
政
機
関
と
し
て
ば
内
閣
で
あ
る
、
そ
れ

が
三
稲
分
立
の
一
翼
を
担
う
ん
だ
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
て
お

り
ま
す
．
」
と
回
答
し
篭
）
こ
の
よ
う
に
、
政
府
答
弁
の
レ
ベ

ル
で
睦
国
と
自
治
体
に
そ
れ
ぞ
れ
行
政
権
が
分
属
し
て
い
る

こ
と
は
公
式
に
承
麗
さ
れ
て
い
る
が
、
現
実
の
行
政
現
栂
で
は

そ
の
よ
う
な
認
識
は
一
般
化
し
て
い
な
い
。

全
国
各
地
の
小
規
模
自
治
体
に
事
実
上
、
裁
判
を
受
け
る
権

利
を
否
定
す
る
に
近
い
深
刻
な
内
容
の
第
三
次
試
案
で
す
ら
、

中
央
官
僚
集
団
の
採
用
す
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、

長
期
的
に
は
雷
こ
の
集
団
に
と
っ
て
は
、
角
を
矯
め
て
牛
を
殺

す
の
類
の
教
訓
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
鉦
者
は
、
日

本
の
現
状
や
、
以
下
に
述
べ
る
世
界
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
（
裁
判
外
紛
争

て
可
姥
な
限
り
早
期
に
係
争
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と

主
翌
し
て
い
る
。
推
進
雲
が
、
国
と
自
治
体
の
間
の
紛
争
を
行

政
内
部
の
問
題
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
自
殺

行
為
な
の
で
あ
る
が
、
あ
え
て
そ
の
よ
う
な
主
襲
竃
し
な
げ
れ

ぽ
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
目
体
が
、
現
状
の
深
刻
さ
を
端
的
に
表

し
て
い
る
。

そ
の
深
刻
な
現
状
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
既
述
の
よ
う
に
》

二
つ
の
ほ
ぼ
対
等
の
駈
魏
を
持
つ
難
点
に
由
来
す
る
も
②
の
よ

う
腱
思
わ
れ
る
。

｜
つ
ば
篝
推
進
蚕
が
非
公
式
に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
「
何
ら
の
前
さ
ば
き
な
し
に
直
接
訴
訟
提
起
を
認
め
る
こ

と
は
、
現
在
の
訴
訟
制
度
の
法
制
と
実
態
腱
照
ら
し
て
大
き
な

問
題
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
行
制
度
に
適

合
す
る
仕
組
象
と
す
る
た
め
に
は
零
裁
定
前
置
と
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
」
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
た

だ
、
こ
れ
陸
中
心
的
な
委
員
の
本
来
の
学
問
的
認
識
と
い
う

よ
り
も
政
治
的
妥
協
点
を
探
る
た
め
の
、
鐙
初
か
ら
大
幅
な
穣

歩
を
含
ん
だ
表
現
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
推
進
委
が
よ
り
率

直
腱
考
え
て
い
る
の
は
、
今
の
裁
判
所
で
は
救
え
る
も
の
も
救

え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
現
状
を
素

直
に
糸
ろ
者
は
、
裁
判
以
外
の
救
済
シ
ス
テ
ム
が
必
要
で
あ
る

と
い
う
発
想
に
行
き
茜
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
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’ 
－ ３
－
６
－
３
都
道
府
県
と
市
町
村
の
間
の
紛
争

処
理

処
理
）
制
度
の
充
実
化
の
動
向
を
踏
ま
え
て
、
お
よ
そ
国
地
方

係
争
処
理
委
員
会
の
殴
陞
そ
の
も
の
に
反
対
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
役
割
や
機
龍
は
異
な
る
の
で
、
第
三
者
紛
争
処
理
擬
関
と

司
法
裁
判
所
の
競
争
原
理
を
図
る
観
点
か
ら
も
、
両
者
の
手
競

の
い
ず
れ
で
も
週
べ
ろ
シ
ス
テ
ム
こ
そ
が
好
ま
し
い
と
考
え
る
．

た
だ
、
前
圃
主
肇
や
東
京
高
裁
の
専
属
管
轄
と
い
う
仕
組
黙
が
、

そ
れ
な
り
に
広
い
国
士
を
考
え
た
と
き
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、

地
方
自
治
を
保
障
す
る
憲
法
の
趣
旨
に
反
し
か
ね
な
い
こ
と
を

危
倶
す
る
。
も
し
も
、
あ
ま
り
に
国
－
自
治
体
間
の
紛
争
が
多

発
し
て
、
裁
判
所
の
磯
龍
が
マ
ヒ
す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の

時
点
で
初
あ
て
「
前
さ
ば
き
」
と
し
て
の
前
置
主
蕊
の
導
入
が

考
え
ら
れ
て
よ
い
。

市
町
村
に
対
す
る
都
道
府
県
の
関
与
に
関
す
る
係
争
に
つ
い

て
は
、
第
二
次
勧
告
で
は
、
「
現
行
の
自
治
紛
争
鋼
停
制
度
を

見
直
し
た
上
、
見
直
し
後
の
自
治
紛
争
調
停
制
度
に
よ
り
処
理

す
る
。
」
と
い
う
記
述
腱
と
ど
ま
っ
た
。
九
七
年
六
月
段
階
で

の
「
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
間
の
係
争
処
理
手
統
に
つ
い

て
」
（
第
三
次
霞
案
）
で
も
、
勧
告
と
同
一
の
文
が
麗
域
さ
れ
て

ベ
ル
で
広
域
連
合
が
齪
遜
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
な
ど
簿
国
の

関
与
で
は
な
い
が
、
｜
都
道
府
県
内
の
県
レ
ベ
ル
と
か
市
町
村

レ
ベ
ル
で
は
な
い
紛
争
も
生
じ
よ
う
。
現
在
予
定
さ
れ
て
い
る

紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
は
、
あ
龍
り
に
国
－
都
逝
府
県
－
市
町
村

と
い
う
既
存
の
統
治
主
体
の
熟
を
念
頭
に
お
く
も
の
で
あ
っ
て
、

紛
争
一
般
の
柔
軟
な
受
け
皿
飴
に
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

し
た
誠
っ
て
や
中
央
省
庁
か
ら
は
、
き
わ
め
て
鋭
い
質
問
が

出
て
い
る
。
「
具
体
的
な
噸
務
は
市
町
村
の
自
治
甑
務
で
あ
る

が
や
そ
れ
に
対
す
る
都
道
府
県
の
関
与
が
法
定
受
髄
事
務
に
よ

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
整
理
は
ど
の
よ
う
な
考
え
方
腱
よ
る
も

の
か
。
」
。
こ
れ
は
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
関
係
の
原
点
に
関

わ
る
も
の
で
あ
る
。
推
進
要
は
、
「
事
務
の
処
理
は
自
治
事
翻

で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
対
す
る
関
与
は
国
の
事
務
に
属
し
、
国

の
行
政
機
関
が
直
接
行
う
べ
き
で
あ
る
が
、
市
町
村
の
便
宜
又

は
国
の
事
務
処
理
の
効
率
性
等
の
観
点
か
ら
都
道
府
県
が
当
該

関
与
を
行
う
場
合
の
よ
う
に
、
関
与
率
務
自
体
が
法
定
受
託
率

務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
麟
当
す
る
例
外
的
な
場
合
に
は
、
都
道

府
県
が
法
定
受
託
事
務
と
し
て
関
与
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
」
と
し
て
い
る
。

す
で
腱
染
た
よ
う
腱
、
市
町
村
レ
ベ
ル
で
実
際
に
行
わ
れ
る

事
務
に
対
す
る
国
と
都
道
府
県
の
関
与
体
系
は
現
行
制
度
よ
り

い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
治
紛
争
調
停
に
付
し
た

後
、
蹟
判
手
続
が
予
定
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
す
ら
明
ら
か
で

は
な
い
。

現
在
の
自
治
紛
争
稠
停
制
度
（
自
治
法
二
五
一
条
）
は
、
既

述
の
よ
う
に
、
都
道
府
県
レ
ベ
ル
が
関
わ
る
も
の
は
自
治
大
臣

が
、
市
町
村
ま
た
は
そ
の
機
関
の
間
の
紛
争
は
都
道
府
県
知
事

が
、
自
治
紛
争
調
停
委
員
の
調
停
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

し
、
自
治
紛
争
調
停
委
員
に
は
事
件
ご
と
に
三
人
の
学
識
経
験

者
が
自
治
大
臣
ま
た
は
知
事
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
。
現
行
制
度

は
、
紛
争
当
事
者
に
と
っ
て
、
行
政
争
訟
の
提
起
梅
と
し
て
保

障
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
調
停
行
為
が
載
判
に

対
し
て
持
つ
効
果
等
に
つ
い
て
も
不
明
確
な
と
こ
ろ
が
多
い
。

法
定
受
託
噸
務
の
執
行
を
め
ぐ
っ
て
は
、
す
で
に
都
道
府
県

と
市
町
村
の
間
に
生
ず
る
紛
争
の
処
理
組
織
・
処
理
の
対
象
を

「
市
町
村
が
固
有
の
資
格
に
お
い
て
行
う
事
務
」
に
限
る
よ
う

求
め
て
い
る
中
央
省
庁
が
あ
る
。
逆
に
い
う
と
、
法
定
受
詫
事

務
は
、
国
レ
ベ
ル
の
第
三
者
襲
関
で
処
理
す
る
こ
と
を
家
挙
る

も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
間
に
つ
い
て
も

裁
判
制
度
を
用
意
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
、
と
い
う
意
見
を
示

す
中
央
省
庁
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
の
と
こ
ろ
、
こ
の

部
分
に
つ
い
て
は
、
十
分
明
快
な
紛
争
解
決
の
ル
ー
ル
が
示
さ

れ
て
は
い
な
い
。
今
後
、
都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
た
広
域
し

＄
や
や
こ
し
い
も
の
に
な
る
。
と
り
わ
け
基
礎
自
治
体
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
の
関
与
が
加
わ
り
、
現
実
的
に
は
都
道
府
県
を
通
じ

て
の
も
の
が
多
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
に
、
都
道

府
県
と
市
町
村
の
紛
争
麓
、
前
腿
主
義
的
な
仕
組
熟
を
取
り
入

れ
た
見
直
し
後
の
自
治
紛
争
調
停
制
度
に
任
せ
る
だ
け
で
足
り

る
か
ど
う
か
は
、
疑
問
が
残
る
。
こ
の
調
停
を
求
め
た
と
こ
ろ
、

実
際
に
は
国
－
市
町
村
間
の
紛
争
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
形
で

い
わ
ば
本
案
前
の
畿
諭
が
瞬
く
こ
と
も
あ
り
う
る
。
た
し
か
庭

先
に
注
で
挙
げ
た
近
年
の
自
治
紛
争
關
停
の
実
例
は
、
そ
れ
が
、

鶴
停
に
馴
染
む
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
は
あ
る

も
の
の
、
実
際
、
裁
判
よ
り
も
迅
速
な
判
断
を
示
し
た
。
し
か

し
、
｜
歩
間
違
う
と
裁
判
よ
り
も
非
公
正
な
結
鎗
に
至
っ
た
可

龍
性
も
否
定
で
き
な
い
し
、
委
員
の
一
人
が
首
都
圏
か
ら
島
根

県
ま
で
調
査
に
行
く
と
い
う
コ
ス
ト
も
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の

コ
ス
ト
は
、
現
在
の
裁
判
に
要
す
る
コ
ス
ト
よ
り
は
、
（
と
り

わ
け
申
立
人
に
と
っ
て
は
）
安
く
つ
い
て
い
る
が
、
都
道
府
県

レ
ベ
ル
の
予
算
で
処
理
喪
用
が
賄
わ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

調
停
制
度
の
積
極
活
用
を
控
え
る
空
気
も
出
て
来
か
ね
な
い
。

ま
た
、
法
律
的
判
断
を
す
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人

材
の
登
用
如
何
に
よ
っ
て
は
政
治
的
判
断
を
招
く
こ
と
も
想
像

さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
仮
に
都
道
府
県
レ
ベ
ル
に
見
直
し
後
の

闘
停
制
度
を
圃
く
こ
と
を
肯
定
す
る
掲
合
で
も
、
こ
の
調
停
な

鱈御中間軽告と両勧告における地方自治の鱒図



摂
津
醇
訟
や
大
牟
田
訴
訟
）
も
、
こ
の
種
の
行
政
齢
舩
と
し

て
の
楓
関
訴
舩
と
し
て
把
掻
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
逗

子
市
が
国
を
相
手
方
と
し
て
出
鯨
し
た
郵
件
は
ど
う
か
。

㈹
観
閲
豚
訟
と
し
て
構
成
す
る
場
合
に
、
そ
の
限
定
解
釈
の

原
則
か
ら
、
判
例
法
理
に
よ
る
発
展
の
余
地
は
き
わ
め
て
狭

め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

何
裁
定
の
対
象
は
、
「
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
国
の
関
与
，

に
関
す
る
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
間
の
係
争
等
」
で
あ
る

が
、
「
国
の
関
与
」
と
い
う
形
態
以
外
の
法
的
紛
争
は
あ
り

え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
、

直
接
に
司
法
雰
査
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

㈲
推
進
雲
も
篦
議
し
て
い
る
通
り
、
住
民
や
企
業
が
提
起
す

る
訴
訟
に
お
い
て
、
国
の
自
治
体
に
対
す
る
関
与
行
為
の
適

法
違
法
が
前
提
と
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
掴
合

に
、
地
方
裁
判
所
が
判
断
を
示
す
こ
と
は
、
鱒
わ
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
。

㈹
広
域
連
合
の
よ
う
な
新
し
い
タ
イ
プ
の
組
織
を
含
ん
だ
事

務
姐
合
や
そ
の
他
の
特
別
地
方
公
共
団
体
の
出
齢
樋
は
ど
の

よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

②
中
央
宥
庁
の
第
三
者
鰻
関
設
匝
反
対
讃
に
は
き
寵
ざ
ま
の

思
惑
が
あ
る
。
一
方
で
、
今
よ
り
裁
判
所
の
負
担
を
増
や
し

た
く
な
い
と
い
う
法
務
省
側
の
意
見
が
あ
る
。
し
か
し
、
第

い
し
審
査
の
前
圃
主
譲
だ
け
は
避
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

勧
告
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
．
推
進
委
は
、
・
都
道
府
県
の
市

町
村
へ
の
関
与
を
必
要
蛾
小
限
に
し
よ
う
と
す
る
た
い
、
中
央

省
庁
が
都
道
府
県
を
経
由
し
て
行
う
関
与
を
つ
と
め
て
排
除
し

よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
零
中
央
省
庁
と
全
国
の
市
町
村

が
直
接
に
対
時
す
る
関
係
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
い

き
お
い
市
町
村
数
を
減
ら
さ
な
け
れ
ぽ
対
応
で
き
な
い
『
広
域

合
併
は
不
可
避
だ
と
い
う
よ
う
な
識
篭
爬
な
ら
な
い
と
も
限
ら

な
い
。
は
た
し
て
、
そ
れ
で
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

’３－７日本の学説・判例からみた篭点
今
後
の
国
－
自
治
体
の
間
の
、
お
よ
び
国
Ｉ
都
道
府
県
－
市

町
村
の
間
の
法
的
紛
争
処
理
の
仕
組
熟
を
ど
う
考
え
る
の
か
、

敬
あ
て
地
方
自
治
の
憲
法
的
保
障
を
踏
ま
え
つ
つ
、
国
と
自
治

体
の
基
本
的
な
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
進
い
て
お
く
こ
と
が
必

要
と
な
る
。

こ
れ
ま
で
、
行
政
（
組
織
・
機
関
）
が
紛
争
。
双
方
の
当
事

者
と
な
る
場
合
で
、
主
観
訴
訟
的
榊
成
が
可
鰭
な
も
の
の
う
ち
、

一
定
の
も
の
が
個
別
法
で
裁
判
の
対
象
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

法
定
外
機
関
訴
訟
否
定
誼
が
行
齢
法
で
明
文
で
確
霞
さ
れ
て
、

行
政
訴
訟
法
の
原
則
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
こ

の
否
定
霞
を
股
高
裁
は
一
九
六
○
年
代
か
ら
七
○
年
代
に
か
け

て
行
訴
法
の
規
定
以
上
に
拡
大
し
、
自
治
体
の
提
起
す
る
行
政

鯨
訟
に
つ
い
て
の
消
極
輪
が
形
成
さ
れ
て
曽
程
週

現
行
法
上
、
自
治
体
に
は
特
別
の
行
政
上
の
不
服
申
立
（
例
、

地
方
交
付
税
法
一
八
条
、
補
助
金
適
正
化
法
二
五
条
、
地
財
法

二
七
条
）
あ
る
い
は
内
閣
へ
の
意
見
の
申
出
（
地
財
法
一
七
条

の
二
）
、
意
見
書
提
出
（
地
財
法
一
一
一
一
条
一
一
一
項
、
同
二
ｏ
条
の

二
）
の
制
度
が
あ
る
の
で
、
．
例
え
ば
補
助
金
の
交
付
決
定
で

あ
っ
て
も
、
全
体
と
し
て
の
公
の
行
政
主
体
の
経
費
の
内
部
的

配
分
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
竃
と
る
余
地
が
な
い
で
は

な
い
。
し
か
し
、
補
助
金
の
不
十
分
な
交
付
決
定
を
争
っ
た
負

担
金
請
求
醇
駿
で
あ
る
擾
津
訴
舩
も
、
珂
気
税
非
課
税
措
遇
に

よ
る
減
収
相
当
分
の
損
害
賠
償
を
国
に
求
め
た
大
牟
田
鯨
舩
も
、

い
ず
れ
も
民
事
訴
訟
と
し
て
認
め
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
。
実
質

的
な
争
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ
補
助
金
の
交
付
決
定
の
内
容
、
地
方

税
法
に
よ
る
非
課
税
措
置
の
違
憲
性
で
あ
る
。

先
に
、
行
政
不
服
審
査
態
扱
っ
た
と
こ
ろ
で
国
－
都
逝
府
県

－
市
町
村
の
間
の
法
律
問
題
に
言
及
し
た
鋲
、
第
三
次
試
案
を

素
材
に
、
あ
る
べ
き
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
考
え
て
承

た
い
。
ま
ず
、
推
進
蚕
が
轍
懇
す
る
裁
定
シ
ス
テ
ム
腱
よ
る
と
、

次
の
よ
う
な
懸
念
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

②
こ
れ
ま
で
民
事
紛
争
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
た
も
の
（
例
、

三
者
磯
関
の
設
鼠
が
つ
息
れ
た
場
合
に
は
裁
判
事
件
が
増
え

る
の
で
、
法
務
省
側
と
し
て
は
や
む
を
え
ず
消
極
的
に
こ
の

槻
関
の
設
歴
を
悪
ぬ
る
と
い
う
対
応
に
変
化
し
て
い
る
。
他

方
で
、
鰭
務
庁
は
行
政
改
革
の
時
代
に
中
立
的
第
三
者
機
関

．
と
い
え
ど
も
行
政
楓
関
に
属
す
る
組
織
を
新
た
に
つ
く
り
た

く
な
い
と
考
え
る
。

㈱
鼠
大
の
問
題
点
の
一
つ
は
、
推
進
委
が
、
行
政
不
服
審
査

法
や
行
政
手
鏡
法
に
出
て
く
る
概
念
で
あ
る
「
固
有
の
資

格
」
を
基
準
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
固
有
の
資
格
に
お
い
て
相
手
方
と

な
る
も
の
で
は
な
い
場
合
」
に
は
、
自
治
体
に
は
係
争
処
理

委
員
会
に
対
す
る
申
立
資
格
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
逆
に
い

う
と
、
自
治
体
が
「
固
有
の
資
格
」
で
登
鰡
す
る
も
の
は
、

こ
の
紛
争
処
理
手
碗
に
取
り
込
む
発
想
の
よ
う
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
発
想
に
立
っ
た
制
度
設
計
は
は
た
し
て
十
分
な
基

準
と
な
り
、
あ
る
い
は
実
効
的
な
基
準
と
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

問
題
点
は
、
国
と
自
治
体
の
間
の
紛
争
は
行
政
機
関
相
互
の

紛
争
で
あ
る
と
い
う
中
央
省
庁
の
理
解
そ
の
も
の
に
あ
る
。
こ

の
㈲
の
点
は
Ⅲ
要
で
あ
る
か
ら
、
少
し
言
及
し
て
お
き
た
い
．

も
と
も
と
、
「
固
有
の
資
格
」
は
一
九
六
二
年
の
行
政
不
服
審

査
法
の
制
定
時
に
登
掲
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
同
じ
く
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味
で
、
両
者
は
虚
な
る
部
分
と
Ⅲ
な
ら
な
い
部
分
が
あ
る
。

「
固
有
の
資
格
」
睦
一
九
六
一
一
年
以
降
、
行
政
手
銃
法
の
制

定
に
至
る
過
程
で
つ
く
り
出
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、
一

般
私
人
と
し
て
の
立
場
と
相
容
れ
な
い
行
政
機
関
関
係
に
あ
る

損
合
の
「
行
政
棲
関
と
し
て
の
熟
立
ち
う
る
固
有
の
立
楊
に

立
っ
た
利
益
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

仮
に
、
行
政
手
鶴
法
の
定
め
る
手
続
面
で
の
規
制
は
、
国
と
自

治
体
の
間
の
手
綴
に
適
用
が
な
い
と
し
て
も
、
新
た
な
一
般

ル
ー
ル
法
腱
よ
り
国
－
自
治
体
間
が
整
理
さ
れ
る
こ
と
腱
な
れ

ぽ
、
そ
こ
に
は
行
政
機
関
間
と
は
い
え
な
い
法
関
係
が
生
ず
る

の
で
あ
っ
て
先
に
述
べ
た
政
府
答
弁
の
よ
う
腱
、
自
治
体
行

政
が
、
憲
法
第
五
章
腱
い
う
「
行
政
稲
」
の
中
に
含
ま
れ
る
の

で
は
な
い
。

自
治
体
に
出
癖
樹
を
認
め
る
の
は
、
ド
イ
シ
の
よ
う
に
、
担

当
す
る
司
法
機
関
が
「
行
政
裁
判
所
で
あ
る
こ
と
が
制
度
や
理

麓
の
背
景
に
無
窓
鹸
的
に
も
せ
よ
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
」
麺
い
う
疑
問
が
つ
い
て
ま
わ
る
。
行
政
裁
判
所
を
持
つ

大
陸
系
の
国
奇
に
お
い
て
睦
行
政
裁
判
所
自
体
が
広
義
に
お

け
る
行
政
組
織
に
含
ま
れ
る
か
ら
、
国
と
自
治
体
の
間
の
紛
争

が
司
法
審
査
を
許
容
す
る
と
考
え
が
ち
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
日

本
の
中
央
省
庁
の
意
見
に
も
そ
の
よ
う
な
趣
旨
の
も
の
が
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
行
政
裁
判
所
は
窟
法
で
保
障
さ
れ
た
裁
判
梅
の
一
部

「
固
有
」
と
い
う
震
が
冠
さ
れ
て
い
る
似
た
用
雷
が
あ
る
。
地

方
自
治
法
上
の
伝
統
的
な
事
務
分
類
上
の
概
念
で
あ
る
「
固
有

事
務
」
や
、
藤
田
宙
靖
教
授
が
使
用
す
る
法
主
体
の
「
固
有
の

利
益
」
（
蝉
い
う
用
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
に
使
わ
れ
て
い

る
「
固
有
の
」
の
窓
味
が
そ
れ
ぞ
れ
ま
っ
た
く
異
な
る
こ
と
は

一
般
の
自
治
体
関
係
者
や
学
生
も
す
ぐ
に
は
理
解
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
。
「
固
有
事
務
」
は
第
二
次
大
戦
前
に
は
「
委
任
事
務
」

と
対
比
さ
れ
、
現
行
法
下
に
お
い
て
は
、
固
有
事
務
は
公
共
事

務
（
自
治
法
二
条
二
項
）
を
い
い
、
常
識
的
腱
は
団
体
委
任
率

務
と
行
政
事
務
を
併
せ
て
自
治
事
務
Ⅱ
団
体
砺
務
と
解
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
藤
田
教
授
の
い
う
法
主
体
の
「
固
有

の
利
益
」
は
「
財
撞
鞠
理
上
の
利
益
、
事
業
主
体
と
し
て
の
経

済
上
の
利
益
、
等
」
で
あ
る
。
さ
ら
庭
行
政
不
服
審
寒
法
五

七
条
五
項
に
い
う
「
固
有
の
資
格
」
は
、
不
服
申
立
て
が
で
き

る
こ
と
に
つ
い
て
書
面
に
よ
る
教
示
を
求
ぬ
ら
れ
た
と
善
に
行

政
庁
が
書
面
に
よ
る
教
示
を
行
う
べ
き
旨
の
規
定
が
、
「
当
骸

公
共
団
体
が
そ
の
固
有
の
資
格
に
お
い
て
処
分
の
相
手
方
と
な

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
」
と
定
め
る
に
す
ぎ
な
い
。

あ
く
堂
で
、
密
面
教
示
譲
務
の
免
除
が
あ
る
場
合
竃
規
定
す
る

腱
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
い
う
「
そ
の
固
有
の
資
格
」

と
は
、
二
股
殺
人
が
立
ち
え
な
い
よ
う
な
立
楊
に
あ
る
状
魍

と
い
う
意
味
」
と
解
さ
れ
て
い
忍
迺
こ
の
書
面
教
示
義
務
の
免

門
に
す
ぎ
な
い
が
、
国
に
よ
っ
て
ば
な
お
そ
の
よ
う
な
歴
史
的

事
情
を
引
き
ず
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
、
後
途
の

よ
う
に
、
世
界
的
に
は
そ
の
よ
う
な
行
政
楢
の
一
体
性
を
な
に

が
し
か
背
景
に
し
た
識
諭
は
大
方
消
滅
し
て
い
る
と
い
っ
て
い

い
で
あ
ろ
う
。
行
政
裁
判
所
が
仮
に
存
在
し
て
も
、
か
つ
て
と

異
な
り
、
そ
の
樫
龍
は
司
法
掴
龍
の
一
部
で
あ
っ
て
次
第
に

機
龍
的
な
意
味
に
お
い
て
専
門
化
し
て
い
る
腱
す
ぎ
な
い
こ
と

に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
行
政
不
服
審
謹
法
が
事
実
上
、
不
服
審
査
前
腫

主
譲
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
見
直
し
の
時
期
が
来
て
い

る
が
、
同
根
の
問
題
は
地
方
自
治
法
の
広
範
な
前
睡
主
義
に
も

妥
当
す
る
。
仮
に
、
第
三
者
機
関
が
大
臣
の
指
揮
監
督
と
は
離

れ
た
中
立
的
な
鰯
関
と
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

絶
対
に
前
極
主
義
だ
け
は
採
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

本
来
、
行
政
法
学
界
の
多
く
の
学
説
が
考
え
て
い
る
よ
う
に
、

自
治
体
の
靭
務
が
侵
害
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
載
判
に
よ
る
救
済

を
受
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
建
推
鑓
蛎
の
中
の
市

民
派
委
員
の
発
言
が
も
っ
と
も
正
鵠
を
射
て
い
る
。
わ
が
国
は

ド
イ
ツ
よ
り
も
強
力
な
地
方
自
治
保
障
を
し
て
い
る
こ
と
も
、

解
釈
上
、
よ
り
強
度
の
出
訴
樒
を
承
題
す
る
方
向
に
傾
く
し
、

わ
が
国
の
戦
前
に
お
い
て
は
、
裁
決
腱
対
す
る
市
町
村
等
か
ら

行
政
裁
判
所
へ
の
出
訴
が
明
文
で
璽
勒
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
、

険
は
、
行
政
不
服
審
査
法
一
条
が
「
国
民
」
に
対
し
て
不
服
申

立
て
の
道
を
開
い
て
い
る
こ
と
と
の
関
係
で
理
解
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
雄
川
教
授
が
か
つ
て
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な

「
多
義
的
概
念
で
不
服
申
血
恥
規
制
す
る
こ
と
に
は
十
分
な
理

由
が
あ
る
と
は
言
い
難
い
」
。
他
方
、
行
政
手
鰯
法
四
条
建

国
の
掴
関
ま
た
は
自
治
体
が
「
そ
の
固
有
の
資
格
」
腱
お
い
て

処
分
の
名
宛
人
に
な
る
と
き
に
は
行
政
手
鏡
法
の
適
用
が
な
い

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
同
法
も
、
「
国
民
」
に
公
正
で
透
明
な
行

政
手
続
を
保
障
し
て
「
国
民
の
柑
利
利
益
の
保
護
に
費
す
患
」

（
行
政
手
続
法
一
条
）
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

問
題
は
、
そ
の
こ
と
の
具
体
的
意
味
で
あ
る
が
写
こ
の
一
条
の

趣
旨
は
、
「
行
政
庁
と
一
般
湛
人
と
の
間
の
関
係
」
で
は
な
い

「
行
政
観
閲
相
互
間
の
関
係
」
に
行
政
手
腕
法
麓
適
用
し
な
い

（
花
）

も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
砺
露
規
定
の
性
質
を
持
つ
と
も

い
わ
れ
二
℃

「
固
有
事
務
」
な
る
表
現
陸
自
治
体
の
自
治
輻
務
の
う
ち

中
心
的
な
も
の
を
占
め
る
の
で
あ
っ
て
、
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を

柔
て
も
、
も
っ
と
も
司
法
的
救
済
の
対
象
に
な
る
事
項
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
す
べ
て
が
司
法
審
在
の
対
象
に
な
る
事
項
か
ど

う
か
は
解
釈
が
分
か
れ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
固
有
の
利

益
」
と
い
う
表
現
は
、
始
め
か
ら
抗
告
瞬
舩
の
対
象
に
な
る
利

益
に
絞
っ
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
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４
１
１
地
方
自
治
の
原
理
論
？

４
１
１
－
１
歴
史
と
国
際
環
境
か
ら
検
討
す
る

地
方
自
治
の
法
理
建
国
民
主
梅
、
基
本
的
人
樋
に
匹
敵
す

地
方
自
治
の
法
シ
ス
テ
ム
を
設
計
す
る
に
あ
た
っ
て
の
ポ
イ

ン
ト
は
、
自
治
体
を
何
悶
制
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
始

ま
っ
て
無
数
に
あ
る
。
た
だ
、
一
定
の
蓄
翻
の
あ
る
わ
が
国
の

場
合
に
は
、
や
は
り
仕
事
Ⅱ
率
務
の
割
り
鐙
り
（
駆
務
配
分
）
、

財
源
の
割
り
振
り
、
そ
し
て
国
と
自
治
体
の
法
律
的
関
係
と
そ

れ
腱
関
わ
る
自
治
樋
担
保
手
法
が
重
要
で
あ
る
。
事
務
配
分
や

財
源
配
分
唾
各
国
毎
に
統
治
楢
造
が
か
な
り
異
な
る
の
で

一
概
に
比
較
で
き
な
い
。
こ
れ
腱
対
し
て
旬
地
方
自
治
潅
窟
法

な
い
し
法
律
で
保
障
し
た
以
上
、
そ
の
自
治
縮
を
中
央
省
庁
の

行
政
的
関
与
か
ら
保
霞
す
る
救
済
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
国

際
比
較
の
中
か
ら
、
な
に
が
し
か
②
示
唆
を
得
る
こ
と
鋲
可
能

で
あ
ろ
う
。

や
は
り
、
「
伝
統
が
な
い
か
紡
鞠
一
一
一
老
機
関
や
そ
の
他
を
考

え
る
と
い
う
の
で
は
や
は
り
だ
め
」
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
塗
え

な
い
。
日
本
の
司
法
は
、
裁
判
官
の
数
も
少
な
く
、
現
在
の
露

訟
手
統
の
ル
ー
ル
は
硬
直
的
で
あ
り
、
迅
速
な
紛
争
解
決
に
対

応
で
き
る
体
制
に
は
な
い
。
そ
し
て
、
裁
判
官
が
国
と
自
治
体

の
間
の
法
律
問
題
に
通
じ
て
い
な
い
と
い
う
シ
」
と
も
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
行
政
組
織
的
な
第
三
者
概
関
を
設
け
、
こ
の
菰
の
事

案
に
通
じ
た
委
員
を
お
い
て
紛
争
解
決
の
実
蔵
を
種
受
い
ず

う
か
。

補
強
材
料
と
な
詮
稲
》
今
の
地
方
自
治
法
の
基
本
的
な
関
与
シ
ス

テ
ム
よ
り
悪
く
な
ら
な
い
よ
う
に
監
視
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て

重
要
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
裁
判
所
に
よ
る
紛
争
解
決
が
薗
要
で
あ
ろ

う
か
。
た
し
か
に
法
的
紛
争
を
す
べ
て
裁
判
で
片
づ
け
よ
う
と

す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
世
界
的
に
も
藤
訟
事
件
が
多
発

し
て
い
る
こ
と
や
、
裁
判
よ
り
も
柔
駄
な
手
続
に
よ
る
解
決
を

目
指
す
と
い
う
観
点
か
ら
、
裁
判
外
紛
争
処
理
制
度
〈
Ａ
Ｄ

Ｒ
）
に
目
が
向
い
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
だ
が
寧
わ
が
国

の
行
政
法
関
係
の
裁
判
の
数
は
、
い
わ
ゆ
る
濫
瞬
と
は
ほ
ど
遣

い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
国
と
自
治
体
の
間
の
訴
賎
も
皆
無
腱
等
し

随
い
わ
ば
司
法
が
鰻
龍
し
な
い
と
い
う
人
潴
と
な
の
判
断
ｖ

を
前
提
に
、
よ
り
八
現
実
的
ｖ
な
解
決
に
向
か
う
べ
き
で
あ
る

４
歴
史
と
国
際
動
向
か
ら
み
る
地
方
自
治
の
法
的
位
置
づ
け

ド
イ
ツ
三
月
革
命
が
起
き
た
一
八
四
八
年
の
夏
、
プ
ロ
シ
ヤ

Ⅱ
プ
ロ
イ
セ
ン
の
国
民
識
会
に
左
派
Ⅱ
民
主
派
は
、
「
プ
ロ
イ

セ
ン
国
の
市
町
村
、
郡
及
び
県
の
灘
酵
制
度
（
ぐ
⑩
爵
協
目
駒
）

に
関
す
る
法
律
」
草
案
を
提
出
し
た
。
こ
の
民
主
派
案
建
当

時
の
保
守
系
の
政
府
案
丁
後
の
ド
イ
ツ
帝
国
の
主
流
的
な
考

え
方
権
つ
厳
が
る
も
の
）
と
決
定
的
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
り
、

－ ４
Ｉ
ｌ
ｌ
２
ド
イ
ツ
｜
｜
｜
月
革
命
（
’
八
四
八
年
）

時
の
民
主
派
の
地
方
自
治
構
想

ろ
近
代
憲
法
上
の
華
本
原
理
と
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

地
方
自
治
は
一
定
の
地
理
的
広
が
り
を
も
つ
国
土
が
あ
っ
て
初

め
て
存
在
し
う
る
価
値
で
あ
り
、
都
市
国
家
に
は
地
方
自
治
は

事
実
上
不
要
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
｜
定
の
国
士
面

積
の
あ
る
国
民
主
梅
国
家
に
お
け
る
基
本
的
統
治
描
造
の
あ
り

方
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
モ
デ
ル
と
な
り
う
る
樽
想
が
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
型
の
行
政
裁
判
制
度
に
向
け
た
発
展
を

期
待
す
る
の
も
一
案
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
独

立
と
公
正
を
旨
と
し
公
開
で
行
わ
れ
る
裁
判
所
か
ら
第
一
次
的

に
判
断
を
得
る
可
能
性
を
残
し
て
お
く
こ
と
は
、
絶
対
に
不
可

欠
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

繰
り
返
し
て
お
き
た
い
が
、
他
の
紛
争
処
理
制
度
を
モ
デ
ル

に
し
て
、
第
三
者
機
関
を
設
け
る
』
」
と
は
あ
っ
て
い
い
。
必
ず

し
も
、
裁
判
に
②
熟
親
し
む
紛
争
だ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
仮
に
第
三
者
機
関
を
設
け
た
場
合
に
、
実
質
的
証
拠

原
則
や
前
霞
主
駿
（
救
済
の
ル
ー
ト
の
一
種
の
排
他
性
）
を
霞

け
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
な
ど
は
、
国
際
的
な
視
野
か
ら
翠
て

も
一
考
を
要
す
る
問
題
な
の
で
あ
る
。
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三
つ
の
理
念
を
持
っ
た
。
①
君
主
主
櫓
の
否
定
と
人
民
主
樋
の

実
現
、
②
形
式
的
な
三
権
分
立
を
否
定
し
、
国
民
代
表
鰯
関
を

優
位
と
考
え
る
、
③
人
民
主
樋
は
単
に
露
会
主
寵
を
慰
味
し
な

い
こ
と
。
そ
し
て
、
民
主
派
は
、
人
民
部
、
す
べ
て
の
官
庁
の

「
自
主
的
な
選
挙
」
の
轍
利
と
、
上
級
官
庁
に
よ
る
後
見
的
な

監
督
に
代
わ
る
「
下
か
ら
の
後
見
の
樋
利
」
を
持
つ
と
考
え
た
。

そ
の
草
案
は
、
【
図
６
】
が
示
す
よ
う
に
、
民
主
主
義
を
下
か

ら
積
鎮
上
げ
る
方
策
を
徹
底
し
た
。
と
く
に
、
地
方
自
治
体
を

重
層
化
し
、
率
務
処
理
に
あ
た
っ
て
基
礎
自
治
体
優
先
の
原
則

を
と
る
。
各
段
階
の
自
治
体
で
は
、
錨
決
磯
関
と
執
行
磯
関
の

厳
格
な
分
離
を
要
求
し
尋
議
決
機
関
の
方
が
執
行
機
関
に
優
位

す
る
こ
と
芝
主
椥
原
理
か
ら
導
く
。
こ
れ
ら
を
前
提
と
し
た
紛

争
処
理
の
仕
組
熟
は
示
唆
に
富
む
。
国
家
の
解
体
を
防
ぐ
た
め

迄
す
な
わ
ち
、
「
国
民
代
衷
の
定
め
た
法
律
の
遵
守
と
執
行
」

（
同
法
提
案
理
由
）
の
た
め
に
、
一
種
の
検
察
制
度
竃
予
定
し

た
。
こ
の
検
察
官
を
と
り
あ
え
ず
地
方
行
政
監
察
官
と
駅
せ
ぼ
、

こ
の
監
察
官
は
、
自
ら
の
判
断
を
直
ち
に
自
治
体
に
対
し
て
行

使
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
国
家
的
利
益
を
「
瞬
願
」
に
よ
り
主

裂
で
き
る
に
と
ど
ま
り
、
瞳
終
的
に
は
国
民
代
表
識
会
が
決
定

梱
を
持
つ
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
も
っ
と
も
興
味
深
い
の
は
、

こ
の
よ
う
な
璽
層
的
統
治
構
造
に
あ
っ
て
は
、
各
レ
ベ
ル
の
市

町
村
－
郡
－
県
－
国
は
、
上
下
に
隣
接
す
る
主
体
間
で
し
か
櫓

〔図６〕ドイツ三月革命民主澱の構想

国民（国民代衷塾会】

鍍決（県鴎会or県参事会）

訴願(告発、

限
の
衝
突
が
生
じ
な
い
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

市
町
村
と
国
の
間
に
直
接
の
紛
争
は
あ
り
え
な
い
。
例
え
ば
、

市
町
村
と
郡
の
間
の
紛
争
に
つ
い
て
監
察
官
は
露
顕
と
称
さ
れ

る
手
腕
で
上
級
自
治
体
で
あ
る
県
霞
会
ま
た
は
県
参
事
会
の
決

定
麓
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
腱
す
ぎ
な
い
。
監
察
官
の
瞬
顧
に

は
停
止
効
は
な
く
、
県
レ
ベ
ル
で
の
鋤
触
も
終
局
的
で
は
な
く
、

最
終
判
断
横
は
国
民
代
表
議
会
に
あ
る
・
ド
イ
ツ
で
は
こ
の
草

案
か
ら
健
ぼ
二
○
年
を
経
て
、
行
政
と
司
法
の
分
離
が
完
成
の

域
に
達
す
る
。
こ
う
し
た
時
代
的
制
約
を
も
考
え
る
と
自
治

体
が
重
層
的
に
存
在
す
る
場
合
の
国
と
各
レ
ベ
ル
の
自
治
体
の

法
的
関
係
韓
紛
争
処
理
の
仕
組
黙
に
つ
い
て
、
こ
の
図
は
貴
重

な
手
が
か
り
を
示
す
も
の
と
な
ろ
う
。
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現
実
の
一
九
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
で
は
、
市
町
村
の
法
的
地

位
は
各
種
の
公
共
組
合
な
ど
と
同
じ
く
単
な
る
非
樒
力
団
体
な

い
し
事
業
団
体
に
と
ど
ま
っ
た
。
つ
ま
り
市
町
村
は
、
国
家
に

対
比
さ
れ
る
社
会
の
領
域
の
存
在
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
市
町
村
は
国
の
監
督
を
受
け
る
の
が
当
然
と
さ
れ
た

も
の
の
、
国
の
法
律
が
題
め
た
範
囲
の
自
治
相
は
、
国
憲
櫓
関

や
上
級
概
関
に
侵
害
さ
れ
れ
ば
行
政
裁
判
所
で
争
え
る
こ
と
も

自
明
の
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
二
○
世
紀
に
入
る
と
、
’

九
一
九
年
の
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
が
市
町
村
の
地
方
自
治
を
歴

史
上
初
め
て
憲
法
上
係
陣
し
た
が
、
そ
れ
娃
国
民
の
人
柑
が
保

障
さ
れ
る
の
と
同
じ
章
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
ま
だ
、
市
町
村

は
も
と
よ
り
、
郡
や
県
の
段
階
が
、
統
治
槻
轍
の
一
環
と
し
て

自
治
を
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
や
第
二
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
基
本
法
で
は
、
統
治
観

構
詮
扱
う
と
こ
ろ
で
地
方
自
治
の
保
障
が
な
さ
れ
る
に
至
る
。

今
日
の
ド
イ
ツ
で
瞳
自
治
体
所
有
の
財
産
楠
な
ど
の
蕊
な
ら

ず
、
都
市
計
画
椀
限
な
ど
自
治
椀
に
対
す
る
優
轡
行
為
も
載
判

で
争
え
る
の
が
当
然
と
な
っ
て
い
る
。

－ ４
－
１
－
３
「
社
会
」
の
領
域
か
ら
「
統
治
」

機
構
の
基
盤
へ

陣
さ
れ
た
地
方
自
治
原
理
の
尊
厳
老
保
持
す
る
た
め
に
、
司
法

的
救
済
に
藤
え
る
楠
利
を
有
す
る
」
と
し
て
い
る
。
八
五
年
に

国
際
自
治
体
連
合
が
採
択
し
た
世
界
地
方
自
治
宜
曾
も
同
じ
く

第
二
条
腱
「
地
方
自
治
体
と
地
方
に
よ
る
自
治
の
法
的
保

障
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
下
で
、
「
地
方
自
治
体
は
、
自
ら
の
自

治
を
守
り
、
ま
た
、
自
ら
の
役
割
を
決
定
し
か
つ
自
ら
の
利
益

を
擁
護
す
る
法
律
に
従
う
こ
と
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、

《
田
）

法
的
救
済
に
藤
え
る
梅
利
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
方
自
治
憲
章
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
一
九

九
○
年
代
に
入
っ
て
制
定
さ
れ
た
旧
社
会
主
義
圏
の
国
台
の
窟

法
は
．
憲
法
の
基
本
原
則
を
述
べ
る
前
文
な
い
し
第
一
章
に
お

い
て
地
方
自
治
保
障
を
宣
旨
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
き

わ
め
て
多
く
の
国
が
、
「
法
の
支
配
」
を
前
文
な
ど
で
確
認
し
、

こ
れ
を
担
保
す
る
た
め
腱
、
憲
法
裁
判
所
を
創
設
し
た
。
チ
ェ

ュ
〈
ソ
ガ
リ
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、
ス
ロ

ヴ
ニ
ー
ー
ァ
な
ど
は
、
慰
法
自
体
の
中
に
か
な
り
詳
し
い
地
方
自

治
保
障
規
定
を
お
い
た
。
こ
と
に
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、

リ
ト
ア
ニ
ア
、
ロ
シ
ア
連
邦
な
ど
の
適
法
は
、
自
治
体
の
出
詳

櫓
を
保
障
し
ニ
チ
ニ
ュ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、
ス
ロ
ヴ
ニ
ニ
ア
な

■■■■■ ４
１
２
－
２
東
欧
諸
国
の
新
悪
法

－ ４
１
２
１
Ｉ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
方
自
治
憲
章
と

世
界
地
方
自
治
宣
言

フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
を
含
め
た
西
側
先
進
国
に
お
い
て
、
裁

判
所
が
自
治
体
の
權
限
の
保
障
に
大
き
な
役
割
琶
果
た
し
て
き

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
実
績
が
先
の
憲
章
や
宜
首

の
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
裁
判
所
に
よ
る
司
法
審
査
が
重
要
だ
と
し
て
、

ど
の
よ
う
な
辮
査
で
あ
れ
ぽ
い
い
の
か
。
愚
終
的
に
司
法
審
査

の
擾
会
が
あ
れ
噸
い
い
の
か
、
そ
れ
と
も
、
法
的
紛
争
腱
は
直

ち
に
出
瞬
の
可
脂
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
あ
る
い
は
、

裁
判
所
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
に
先
だ
っ
て
、
第
三
者
磯
関
の
審
査

を
受
け
る
シ
ス
テ
ム
を
用
意
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
か
．
さ

ら
に
は
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
手
鏡
を
経
な
け
れ
ば
出
訴
が
許
さ

れ
な
い
と
い
う
仕
組
染
も
許
さ
れ
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
鶴
点
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
方
自
治
憲
章
や
世
界
地
方
自
治
宣
言
で
も
明
文

化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
上
記
の
国
々
で
も
理
解
や
運

（
鋼
）

用
は
分
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
い
ず
れ
に
せ
よ
、
股
新

一
九
八
四
年
に
採
択
さ
れ
、
八
八
年
に
発
効
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
地
方
自
治
廠
軍
は
、
・
そ
の
第
一
一
条
で
、
「
地
方
自
治
体
は
、

そ
の
櫓
限
の
自
由
な
行
使
を
確
保
し
、
憲
法
ま
た
は
国
法
腱
保

事
務
飴
と
関
与
醤
、
出
齢
梱
の
す
べ
て
に
鏑
よ
ぶ
世
界
の
標

準
モ
デ
ル
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
諸
外
国
で
陸

一
定
範
囲
で
公
柑
力
主
体
と
し
て
の
自
治
体
が
国
等
の
行
為
に

対
し
て
出
跡
す
る
こ
と
を
罷
め
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
ド
イ
ツ

は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ス
イ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
イ

（
鋤
）

ギ
リ
ス
な
ど
に
つ
い
て
も
そ
う
し
た
紹
介
が
あ
る
。
そ
こ
で
争

わ
れ
る
の
は
、
ま
さ
し
く
日
本
の
行
政
不
服
審
査
法
や
行
政
手

続
法
の
い
う
自
治
体
の
「
固
有
の
資
格
」
腱
関
す
る
部
分
で
あ

る
。
単
に
私
人
と
同
一
の
資
格
腱
お
い
て
、
財
産
権
の
侵
害
行

為
等
麓
争
え
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
自
治
体
の
出
訴
樋
を
囲
め

た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

’ ４
１
２
地
方
自
治
の
世
界
的
標
準
モ
デ
ル
は

あ
る
か
？

－４１２１３司法的解決方式の普遍化

ど
ば
懸
法
裁
判
所
に
地
方
自
治
保
障
の
監
視
梅
を
付
与
す
る
規

定
墓
く
腱
至
っ
髭
）
こ
れ
ら
の
新
生
民
主
国
家
で
は
、
「
地

方
自
治
保
障
」
と
「
法
の
支
配
」
が
一
体
的
腱
進
ん
で
い
る
こ

と
を
砿
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
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－ ４
－
３
－
３
国
家
機
関
に
よ
る
自
治
体
監
督
の

制
度

う
な
率
務
腱
つ
い
て
も
、
審
査
庁
の
判
断
が
自
治
樹
、
と
り
わ

け
都
市
叶
画
禰
限
（
計
画
高
櫓
）
を
侵
す
と
き
に
は
、
市
町
村

は
出
瞬
櫓
を
持
つ
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
出
訴
楢
が
実
質
的
に
も
多
数
行
使
さ

れ
て
い
る
事
実
は
、
自
治
体
が
争
訟
の
提
起
を
理
由
に
補
助
金

配
分
や
種
点
の
許
認
可
に
お
い
て
不
利
益
を
被
る
こ
と
が
な
い

社
会
が
実
現
し
て
い
る
こ
と
を
物
贈
っ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
で
は
、
首
長
や
公
務
員
自
身
は
、
監
督
制
度
を
次
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
。
国
民
が
国
会
を
通
じ
て
つ
く
っ
た
法
律

は
守
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
に
は
個
人
の
柑
利
利

益
を
侵
害
し
て
ば
い
な
い
が
、
法
を
侵
害
す
る
行
政
も
あ
る
．

ド
イ
ツ
の
娚
合
、
自
治
体
監
督
制
度
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
監
督
を
受
け
る
側
に
は
監
督
シ
ス
テ
ム

に
よ
っ
て
縛
ら
れ
て
い
る
と
い
う
露
識
は
な
い
。
そ
の
理
由
と

し
て
、
監
督
手
鰯
の
透
明
化
が
あ
り
、
そ
れ
に
貢
献
し
て
い
る

手
段
と
し
て
の
文
聾
主
義
が
あ
る
。
本
稿
の
も
と
と
な
っ
た
購

演
の
際
に
は
、
事
件
の
発
端
（
例
、
あ
る
地
方
競
会
の
会
派
か

ら
の
署
名
を
伴
う
一
種
の
告
発
文
害
）
か
ら
裁
判
に
よ
る
擬
結

に
至
る
歯
で
の
一
切
の
脅
類
が
綴
ら
れ
た
一
一
セ
ッ
ト
の
自
治
体

監
督
事
例
を
示
し
た
が
、
決
裁
梅
が
明
確
に
配
分
さ
れ
術
特
定

の
公
務
員
が
責
任
を
持
っ
て
、
公
文
書
に
よ
り
自
治
体
の
行
為

や
判
断
の
違
法
性
を
指
摘
し
、
意
見
の
相
遮
が
あ
れ
砿
、
司
法

－ ４
－
３
１
２
民
主
主
蕊
と
法
治
主
義
に
基
づ
く

パ
ー
ト
ナ
ー
関
係

ド
イ
ツ
の
国
－
自
治
体
関
係
に
お
い
て
は
、
日
本
の
明
治
窟

法
時
代
の
よ
う
な
自
治
監
督
制
度
が
残
っ
て
い
る
。
上
級
機
関

は
、
許
露
可
や
違
法
鴎
決
の
取
梢
処
分
な
ど
の
寵
限
を
も
つ
。

小
規
模
基
礎
自
治
体
に
は
郡
の
監
督
官
が
、
大
規
模
自
治
体
に

は
州
の
出
先
で
あ
る
県
な
い
し
行
政
管
区
の
監
督
官
が
韓
自
治

体
監
督
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
、
士
妨
恐
ら
し

い
監
督
の
実
施
を
イ
メ
ｌ
ジ
す
る
の
は
禁
物
で
あ
る
。

４
ｌ
３
ド
イ
ツ
を
例
に
み
る
地
方
自
治
紛
争

４
１
３
－
１
基
本
的
な
仕
組
み

の
国
際
動
向
は
、
国
と
自
治
体
の
間
の
法
的
紛
争
は
裁
判
所
で

争
え
る
シ
ス
テ
ム
を
用
意
し
て
お
く
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

こ
こ
で
、
推
進
雲
の
報
告
・
勧
告
の
射
程
外
の
問
題
に
冨
及

し
て
、
や
や
長
期
展
望
に
属
す
る
こ
と
に
触
れ
て
熟
た
い
。

本
来
、
推
進
委
の
課
題
は
、
ま
ず
中
央
省
庁
腱
配
分
さ
れ
た

抱
限
を
都
道
府
県
に
蚕
甑
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
分
樋
」
が

課
題
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
司
法
と
の
関
係
や
立
法
の
あ
り

方
を
め
ぐ
る
識
鎗
は
朧
期
待
す
べ
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
行

政
争
訟
法
の
改
正
や
、
司
法
容
量
の
増
強
は
推
進
委
に
と
っ
て

越
樋
の
テ
ー
マ
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
や
こ
れ
ら
に
触
れ

る
こ
と
の
な
い
地
方
自
治
充
実
策
は
考
え
ら
れ
な
い
の
も
事
実

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
も
っ
と
も
よ
く
教
え
て
い
る
の
が
や
先

に
熟
た
東
欧
諸
国
家
の
新
憲
法
体
制
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
々

で
は
、
窟
法
は
ま
だ
文
章
上
の
も
の
に
と
ど
ま
り
、
市
民
生
活

手
統
に
お
い
て
決
著
を
つ
け
る
シ
ス
テ
ム
は
、
監
督
と
い
う
よ

り
も
法
治
国
家
・
民
主
国
家
か
ら
し
て
当
然
の
制
度
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
に
立
つ
と
、
決
裁
シ
ス
テ
ム
の

あ
り
方
と
と
も
に
、
欧
米
な
象
の
文
暦
処
理
能
力
が
個
奇
の
公

務
員
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
こ
で
、
国
民
の
代
衷
が
、
民
主
主
義
と
法
治
主
譲
の
観
点
か

ら
、
監
督
稲
を
行
使
す
る
。
中
央
政
府
と
自
治
体
は
パ
ー
ト

ナ
ー
関
係
に
あ
り
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
監
督
制
度
が
あ
る
こ

と
と
、
中
央
政
府
と
自
治
体
の
間
の
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
が
存
在

す
る
こ
と
と
は
い
さ
さ
か
も
矛
盾
し
な
い
と
い
う
露
識
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
楊
合
、
国
の
裁
定
的
関
与
は
原
則
と
し
て
否
定
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
異
議
審
査
蔚
求
制
度
を
通
じ
た
自
治
繭
務

に
対
す
る
国
家
的
統
制
が
例
外
的
に
露
ぬ
ら
れ
る
鍋
合
で
も
、

そ
こ
で
の
裁
定
的
関
与
は
、
一
般
の
自
治
監
督
と
同
質
の
も
の

と
把
掴
さ
れ
、
そ
の
統
制
密
度
も
一
般
の
自
治
監
督
と
同
じ
よ

う
迄
適
法
性
の
統
制
に
限
定
さ
れ
、
合
目
的
性
の
統
制
も
可

龍
と
す
る
異
霞
審
査
請
求
制
度
の
原
則
（
行
政
裁
判
所
法
六
八

条
一
項
）
の
例
外
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
見
教
授
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
市
町
村
の
自
治
行
政
櫓
を
保
障
し

た
基
本
法
一
一
八
条
二
項
お
よ
び
州
憲
法
の
地
方
自
治
保
障
か
ら

の
当
然
の
帰
結
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
日
本
で
は

争
い
の
あ
る
国
家
の
雰
謹
機
関
の
裁
決
に
対
す
る
自
治
体
か
ら

帥
細
郷
瀦
瞬
御
難
襟
騨
Ｍ
Ｍ
姉
Ⅲ
鮒
鱗
魏
防

は
、
国
家
観
閲
に
よ
る
戟
決
に
対
す
る
市
町
村
か
ら
の
取
箔
騨

訟
が
、
自
治
事
務
に
つ
い
て
の
歌
な
ら
ず
、
委
任
事
務
に
つ
い

て
も
理
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
日
本
の
機
関
委
任
事
務
の
よ

露歴史と国際動向から黙る地方自治の法的位丘づけ 5３ 



こ
の
た
び
の
分
楢
案
に
お
い
て
は
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
の

こ
と
で
あ
る
が
、
制
度
の
改
変
に
函
心
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

仮
に
事
務
の
法
的
性
質
が
根
本
的
に
変
更
さ
れ
、
第
三
者
機
関

が
で
き
て
も
、
都
週
府
県
や
大
多
数
の
大
都
市
の
副
知
率
・
助

役
、
璽
要
な
局
・
部
の
長
に
中
央
省
庁
の
官
僚
が
座
っ
て
い
る

の
で
は
、
争
訟
が
提
起
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
。
い
わ
ん
や
都
道

府
県
警
察
が
中
央
省
庁
と
争
訟
を
滝
こ
す
こ
と
な
ど
、
現
在
の

警
察
法
を
前
提
腱
す
る
限
り
考
え
ら
れ
な
い
。
教
育
行
政
の
領

域
も
同
櫛
で
あ
る
。
勧
告
が
テ
ー
マ
腱
取
り
上
げ
な
か
っ
た
行

政
領
域
や
ヒ
ト
の
問
題
が
、
い
う
な
れ
ぽ
「
地
方
自
治
の
自

立
」
を
阻
ん
で
い
る
こ
と
は
、
都
遡
府
県
と
市
町
村
の
間
腱
お

い
て
も
同
標
で
あ
る
。
ヒ
ト
の
分
離
が
で
き
な
い
限
り
、
法
的

に
割
り
切
れ
た
関
係
は
生
ま
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

’５－１ 

推
進
蚕
の
基
本
的
な
発
想
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
自
体
を
批
判

す
る
見
解
が
あ
る
。
例
え
ば
、
五
十
嵐
敬
盲
教
授
は
、
推
進
委

に
よ
る
事
務
の
再
区
分
は
、
「
福
祉
や
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る

こ
れ
ま
で
の
シ
ス
テ
ム
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
と
り
あ
え
ず

国
の
許
麗
可
を
外
す
」
も
の
で
、
「
市
町
村
は
勿
鶴
、
都
適
府
県

も
国
と
は
全
く
別
個
に
自
由
に
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
れ
る
、
つ
ま

り
自
狛
蚊
法
老
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」
と
批
判
し

て
い
る
。
た
し
か
に
、
勧
告
瞳
「
ホ
ー
ム
ル
ー
ル
憲
章
」
、
「
都

市
憲
章
条
例
」
、
「
自
治
体
基
本
条
例
」
と
い
っ
た
ネ
ー
ミ
ン
グ

で
示
さ
れ
る
新
し
い
類
型
の
地
方
自
治
制
度
の
可
脂
性
な
ど
、

根
本
的
に
ス
タ
イ
ル
の
異
た
る
自
治
類
型
を
週
択
肢
と
し
て
提

示
す
る
こ
と
ば
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
こ
れ
ら
は
、
今
後
の
実
践

－４１４－２先駆自治体への制度的対応

で
実
感
で
き
る
も
の
と
な
る
に
は
か
な
り
の
時
間
を
要
す
る
で

あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
国
の
立
懸
騎
神
は
十
分
に
学
ぶ
べ
き
で

あ
ろ
う
。
国
民
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
も
、
可
鰻
な
限
り
統
治
シ

ス
テ
ム
の
全
体
像
の
改
革
を
描
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に

は
、
住
民
自
治
の
諸
側
面
に
も
目
配
り
を
し
、
し
か
も
、
本
穂

で
は
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
世
界
的
な
動
向
も

配
虚
し
た
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｓ
わ
が
国
で
自
律
・
自
立
型
社
会
が
成
立
す
る
た
め
の
諸
条
件

原
点
と
し
て
の
ヒ
ト
の
あ
り
方
、
モ
ノ

の
見
方
曇
行
動
の
仕
方

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
一
例
を
挙
げ
る
と
、
第
二
次
勧
告
は
、

「
国
は
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
技
術
的
助
冒
若
し
く
は
勧

告
を
行
い
、
又
は
率
前
協
競
に
係
る
愈
見
を
述
べ
る
掴
合
に
お

い
て
、
書
面
を
交
付
す
る
と
き
は
、
関
与
を
行
う
責
任
者
を
明

ら
か
に
し
な
げ
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
」
と
し
て
い
る
．
そ
の
際
、
実

質
的
に
内
容
を
決
定
し
た
者
を
表
示
す
る
こ
と
が
、
地
方
公
共

団
体
が
関
与
の
内
容
等
を
正
確
に
把
掴
す
る
こ
と
を
容
易
に
す

る
上
で
有
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
関

与
の
熟
腱
限
定
す
る
こ
と
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
租
合
の

「
責
任
者
」
と
は
、
「
法
令
に
基
づ
き
関
与
の
樹
限
を
行
使
す
る

者
で
は
な
く
、
関
与
に
関
す
る
事
務
を
所
寧
し
、
実
質
的
な
判

断
蓬
行
う
内
部
部
局
等
の
職
（
局
・
官
房
、
部
、
課
・
室
等
）

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
現
実
に
中
央
省
庁
で
日
常
的
に
関
与
行
為
を
し
て

い
る
の
は
、
課
長
・
室
長
以
上
の
ポ
ス
ト
の
職
員
と
は
考
え
が

た
い
。
今
後
、
い
ち
い
ち
課
長
ク
ラ
ス
の
決
裁
な
い
し
承
認
を

得
て
、
自
治
体
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
回
答
や
通
達
を

的
な
課
題
と
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
と
も
関
わ
っ

て
、
第
一
次
勧
告
が
、
条
例
制
定
相
に
つ
い
て
、
徳
島
市
公
安

条
例
事
件
鰻
高
裁
判
決
を
引
用
し
、
「
地
方
公
共
団
体
の
郵
務

に
つ
い
て
、
法
律
と
の
関
係
に
お
い
て
条
例
制
定
が
制
約
さ
れ

る
か
ど
う
か
は
、
個
別
の
法
律
の
明
示
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、

法
律
の
趣
旨
、
目
的
な
ど
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い

る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
こ
の
判
決
は
、
公
安
条
例
を
適
法

化
し
よ
う
と
し
た
特
殊
な
事
案
で
あ
り
、
現
に
、
こ
の
「
趣
旨
、

目
的
」
基
車
で
違
法
と
さ
れ
た
河
川
管
理
条
例
な
ど
が
あ
る
か

（
師
）

ら
で
あ
る
。

釘わが国で自律・自立型社会が成立するたぬ｡､鰭条件 銃



す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
外
国
の

例
鞍
承
る
と
、
そ
の
よ
う
な
実
務
は
不
可
龍
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

実
際
腱
判
断
を
し
た
下
級
公
務
員
が
、
「
委
任
を
受
け
て
」
も

投
騒
識
籔
帥
鮭
》
Ⅶ
繊
鯛
鮭
驍
ｒ
砠
蕊
螂

任
者
の
明
示
制
度
も
、
決
裁
シ
ス
テ
ム
の
変
更
な
く
し
て
可
龍

か
ど
う
か
心
配
で
あ
る
。
こ
れ
ま
た
推
進
委
の
楠
限
外
の
こ
と

で
あ
る
が
、
職
員
自
身
の
仕
事
の
〆
タ
イ
ル
の
大
輻
な
改
革
が

伜
わ
な
け
れ
腿
、
制
度
の
変
更
は
実
を
結
ば
な
い
と
い
う
懸
念

を
拭
い
き
れ
な
い
。

’５－２学説における紛争処理形式の提案
わ
が
国
の
最
高
裁
以
下
の
判
例
理
諭
に
は
か
な
り
の
程
度
砿

立
し
た
も
の
が
あ
る
と
は
い
え
、
学
説
の
多
く
は
、
国
と
自
治

体
の
間
、
自
治
体
相
互
間
の
法
的
紛
争
蓬
裁
判
的
に
解
決
す
る

法
的
仕
組
熟
を
新
た
に
創
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
考
え

て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
塩
野
教
授
の
い
う
「
よ
り

割
り
切
れ
た
関
係
」
蝿
、
立
法
麓
的
に
構
想
し
た
研
究
者
ば
ぼ

と
ん
ど
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
お
そ
ら
く
連
現
行
制

度
を
前
提
に
し
つ
つ
、
解
釈
餡
に
よ
っ
て
対
応
で
き
る
、
い
わ

ば
判
例
の
変
更
を
期
待
す
る
と
い
う
姿
勢
で
は
な
か
っ
た
の
で

軟
な
前
審
的
争
訟
手
続
」
を
経
る
「
特
別
の
客
観
的
な
争
訟
」

を
提
案
し
て
い
る
。
い
ま
だ
資
料
上
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
以
上
の
よ
う
な
塩
野
教
授
と
磯
部
教
授
の
案
が
あ
る
と

こ
ろ
で
、
推
進
婆
は
ス
タ
ー
ト
し
た
と
推
凪
で
き
る
よ
う
で
あ

る
。
そ
し
て
、
現
実
に
推
進
蚕
が
戦
っ
た
相
手
は
、
行
政
法
の

教
科
蜜
で
は
す
で
腱
ほ
と
ん
ど
出
て
く
る
こ
と
の
な
い
国
家
Ⅱ

中
央
政
府
Ⅱ
中
央
稻
庁
Ⅱ
中
央
政
府
官
僚
と
い
う
構
図
の
古
い

国
家
観
で
あ
っ
た
。
推
進
委
を
後
方
か
ら
さ
ら
に
支
え
る
立
法

麓
は
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
必
要
は
な
か
っ
た
の
か
。

－５－３自治体・住民の地方自治構想は？
推
進
委
の
委
員
は
、
当
初
よ
り
、
分
楢
推
進
の
た
め
の
、
あ

る
い
は
推
進
蚕
の
た
め
の
追
い
風
が
欲
し
い
と
旨
い
鶴
け
て
き

た
。
追
い
風
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
法
制
度
設
計

の
側
面
腱
鎧
い
て
の
自
治
体
側
か
ら
の
追
い
風
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
若
干
の
回
顧
を
し
て
承
る
。

’５－３－１国（中央政府）は〃悪“、自治体・
職
員
・
住
民
は
“
善
“
？

こ
こ
に
至
っ
て
、
今
少
し
、
自
治
体
が
本
気
で
分
糊
を
必
要

は
な
い
か
。

そ
し
て
、
推
進
委
の
作
業
に
先
行
し
て
わ
ず
か
に
見
ら
れ
た

立
法
鶴
も
、
公
表
笛
文
の
限
り
で
は
き
わ
め
て
わ
ず
か
で
、
塩

野
教
授
が
提
案
し
て
い
た
条
例
の
違
法
確
認
鯨
蝋
蝉
顧
な
例
外

で
あ
る
。
筆
者
は
、
自
治
体
側
や
住
民
に
よ
る
規
璽
醗
制
鯨
訟

・も採用しなければ。ハラソスを欠くと判断している此釦）
い
ず
れ
に
せ
よ
、
推
進
霊
が
国
Ｉ
上
白
治
体
間
の
紛
争
処
理
ル
ー

ル
を
構
想
す
る
と
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
構
想
に
は
、

国
と
自
治
体
の
間
で
現
在
存
在
す
る
職
務
執
行
命
令
訴
訟
で
さ

え
面
倒
な
争
舩
手
鏡
を
経
る
の
で
、
「
簡
易
迅
速
か
つ
公
正
透

明
に
的
砿
腱
処
理
で
き
る
だ
け
の
争
舩
手
腕
を
用
零
丁
べ
き
』
」

と
は
、
ま
さ
に
不
可
欠
の
要
請
」
で
あ
り
、
「
や
た
ら
手
間
暇
の

か
か
る
正
式
鯨
訟
手
暁
だ
け
で
済
ま
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
」
と
い
う
顛
霧
醜
教
授
の
発
麺
罷
塒
か
な
り
大
き
な
影
響
を
与
え

る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。
同
教
授
陸
通
常
の

錦
耗
主
体
間
の
主
観
的
な
争
舩
で
ば
な
い
一
麺
独
特
の
争
舩
と

考
え
て
お
り
、
い
ず
れ
は
本
格
的
な
行
璽
翫
判
所
に
発
展
す
る

こ
と
も
期
待
し
て
い
る
よ
う
で
あ
為
）
そ
こ
で
の
特
別
の
機
関

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
概
龍
が
付
加
さ
れ
て
い
る
が
、
と
も
か
く

「
鰻
高
裁
を
頂
点
と
す
る
現
在
の
司
法
裁
判
所
な
ら
び
に
行
政

率
件
瞬
訟
法
と
は
別
遅
国
Ｉ
上
白
治
体
間
の
闇
驍
埋
に
特
化
し
た

争
訟
観
関
と
争
舩
法
規
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
、
「
柔

と
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
幹
部
た
ち
の
意
向
な
ど
の
稠
壷
も
必

要
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
法
律
の
内
容
を
否
定
す
る
よ
う
な
通
達

が
あ
る
と
き
、
そ
の
状
況
が
地
方
自
治
を
歪
め
て
い
る
と
い
う

が
、
そ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
本
来
裁
判
で
無
効
の
判
断
を
当
然

に
得
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ず
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
老
薩
に

頼
っ
て
正
常
化
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
公
式
の
地
方

六
団
体
の
要
望
と
、
現
場
の
本
音
は
か
な
り
乖
離
し
て
い
る
疑

い
も
捨
て
き
れ
な
い
。
中
央
政
府
が
環
境
行
政
な
ど
で
、
分
樒

に
伴
う
環
境
破
鰹
の
進
行
を
危
倶
し
て
い
る
の
に
も
、
そ
れ
な

り
の
理
由
が
あ
る
。

推
進
雲
を
支
援
す
る
自
治
体
、
住
民
か
ら
の
追
い
風
、
し
か

も
、
理
霞
的
な
追
い
風
が
少
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
た
び
の

勧
告
に
至
っ
た
要
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
米
価
決
定
の
際
の
農

民
の
大
集
団
の
上
京
、
予
算
や
補
助
金
の
獲
得
に
向
け
た
大
規

模
な
自
治
体
の
陳
情
活
醐
に
類
し
た
推
進
委
の
支
援
を
、
ご
く

わ
ず
か
で
も
自
治
体
や
住
民
組
織
が
行
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
あ

叢
り
に
も
他
人
任
せ
で
あ
っ
た
。
マ
ス
コ
ミ
も
、
ロ
ー
カ
ル
紙

や
ブ
ロ
ッ
ク
紙
が
あ
る
程
度
、
地
方
分
槽
に
関
す
る
特
築
・
連

砿
を
組
ん
だ
が
、
結
局
、
こ
の
四
月
か
ら
六
月
に
山
租
を
迎
え

た
紛
争
処
理
機
関
問
題
な
ど
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
案
を
示
せ

な
か
っ
た
こ
と
は
大
き
な
反
省
要
因
で
あ
る
。
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で
今
日
の
勧
告
の
枠
艇
魏
が
決
ま
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
地

方
六
団
体
に
も
原
罪
が
あ
る
。
研
究
者
に
も
落
ち
度
が
あ
る
が
、

日
本
の
自
治
体
が
ト
ー
タ
ル
に
ふ
く
今
日
の
問
題
を
法
的
に

自
前
で
整
理
す
る
龍
力
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
の
認
識
が
、
次

の
分
梱
飴
の
た
め
の
賢
璽
な
反
省
材
料
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

⑤
自
治
体
側
で
も
っ
と
も
早
い
と
思
わ
れ
る
の
が
、
東
京
都

地
方
分
柑
検
肘
委
員
会
。
地
方
分
樋
の
推
進
に
関
す
る
法

律
」
の
制
定
に
つ
い
て
』
（
一
九
九
四
年
七
月
二
八
日
）
（
後

腱
、
東
京
郷
鴎
翻
望
書
』
（
’
九
九
四
年
八
月
二
六
日
）
に
添

付
）
で
あ
る
。
こ
れ
睦
「
条
例
と
法
律
の
抵
触
を
未
然
に

防
止
す
る
措
圃
を
灘
じ
」
る
こ
と
を
求
め
た
。

③
神
奈
川
県
・
神
奈
川
県
市
長
会
・
神
奈
川
県
町
村
会
『
地

，
方
分
梱
推
遣
法
要
綱
険
案
』
二
九
九
四
年
九
月
）
で
は
、

「
条
例
の
適
法
性
腱
関
す
る
紛
争
が
生
じ
た
鍋
合
簿
そ
の
紛

争
を
処
理
す
る
た
め
、
概
関
争
訟
的
な
制
度
の
創
設
を
検
討

す
る
も
の
と
す
る
」
と
し
て
い
た
。

何
地
方
六
団
体
の
地
方
分
樒
推
進
委
員
会
『
地
方
分
樋
推
進

委
員
会
報
告
－
新
時
代
の
地
方
自
治
』
二
九
九
四
年
九
月

一
六
日
）
で
は
、
自
治
体
は
「
国
の
行
政
観
関
か
ら
受
け
た

関
与
の
内
容
に
つ
い
て
異
謹
が
あ
る
掛
合
に
は
」
内
閣
に
独

立
の
行
政
委
員
会
と
し
て
盤
団
す
る
地
方
分
轍
委
員
会
に
対

し
て
不
服
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
こ
の
地
方

分
樋
委
員
会
の
裁
決
に
つ
い
て
国
お
よ
び
当
骸
自
治
体
は
、

－ ５
１
３
－
２
地
方
六
団
体
等
の
分
榴
案
を
振
り

返
る

● 

そ
れ
ぞ
れ
裁
判
所
に
対
し
て
、
そ
の
取
滴
を
請
求
で
き
る
と

し
た
。
さ
ら
に
、
「
国
は
、
地
方
公
共
団
体
の
条
例
が
法
律
に

違
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
骸
地
方
公
共
団
体
を
被
告

と
し
て
、
当
該
条
例
の
無
効
宣
言
の
裁
判
を
裁
判
所
に
求
功

る
こ
と
跡
で
き
る
」
と
い
う
「
条
例
の
無
効
宣
言
瞬
訟
」
を

求
め
た
。

Ｈ
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
四
次
地
方
制
度
稠
杢
会
答
申
『
地

方
分
描
の
推
進
に
関
す
る
答
申
』
（
一
九
九
四
年
二
月
二

二
日
）
に
は
、
条
例
の
チ
ェ
ッ
ク
や
争
訟
手
綻
に
関
す
る
項

目
は
な
い
。

首
都
圏
の
自
治
体
や
地
方
六
団
体
の
要
求
は
、
九
六
年
か
ら

九
七
年
に
か
け
て
識
Ｕ
ら
れ
た
よ
う
な
密
度
を
持
つ
具
体
的
な

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
推
進
委
が
追

い
醜
け
て
い
る
分
構
後
の
法
制
度
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
は
、
自
治

体
側
が
正
式
な
機
関
決
定
に
よ
っ
て
要
求
し
て
い
る
も
の
と

い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
分
柑
委
に
対
す

る
勤
務
評
定
は
、
九
四
年
中
腱
固
ま
っ
た
自
治
体
側
の
要
求
水

準
の
評
価
そ
の
も
の
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
。
自
治
体
側
建

国
と
自
治
体
の
間
の
法
的
関
係
、
紛
争
処
理
鰻
関
を
ど
う
イ

メ
ー
ジ
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
．
は
た
し
て
、
今
、

ペ
ス
ト
の
週
を
走
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
地
方
六
団
体
が
提
出
し
た
地
方
分
椀
の
要
望
の
レ
ベ
ル
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次
は
、
地
方
自
治
と
の
か
か
わ
り
で
の
ヒ
ト
（
国
議
公
務

員
）
の
あ
り
方
に
再
度
言
及
す
る
。
自
治
省
は
と
も
か
く
と
し

て
、
他
の
各
省
庁
に
お
い
て
は
、
地
方
自
治
に
関
す
る
研
修
が

第
一
種
と
第
二
種
以
下
麓
問
わ
ず
、
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の

こ
と
は
、
日
本
の
職
業
法
曹
で
は
行
政
法
と
い
う
全
法
律
の
ほ

と
ん
ど
の
比
率
を
占
め
る
巨
大
な
領
域
が
必
修
試
験
科
目
に

な
っ
て
お
ら
ず
、
選
択
科
目
と
し
て
行
政
法
を
遇
砿
受
験
者
も

約
八
・
八
％
二
九
九
五
年
）
腱
す
ぎ
な
い
の
と
、
よ
く
似
て

い
る
。
司
法
試
験
で
行
政
法
が
事
実
上
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
地
方
自
治
な
い
し
地
方
自
治
法
が
国
家
公
務
員
の

間
で
必
須
の
素
養
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
先
進
国
の
中
で
は

異
例
に
属
す
る
と
い
え
る
が
、
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、

行
政
活
動
が
司
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
十
分
に
受
け
な
い
通
因

に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
国
と
自
治
体
の
関
係
が
法
的
な
も
の
と

し
て
認
識
さ
れ
な
い
一
要
因
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
報
告
の
文

脈
に
お
い
て
は
、
地
方
自
治
の
糖
神
を
公
務
員
に
植
え
付
け
る

こ
と
の
亜
要
性
に
照
ら
し
、
人
事
院
そ
の
他
の
中
央
省
庁
が
地

方
自
治
と
地
方
自
治
法
を
研
修
科
目
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と

を
強
く
求
め
た
い
。

さ
ら
に
、
自
治
体
側
か
ら
熟
る
ヒ
ト
の
問
題
が
あ
る
。
推
進

委
の
報
告
や
勧
告
は
、
中
央
省
庁
官
僚
の
い
わ
ゆ
る
自
治
体
へ

の
天
下
り
問
題
腱
つ
い
て
は
、
触
れ
な
か
っ
た
。
本
気
で
地
方

法
定
受
託
事
務
の
制
度
が
現
実
の
も
の
に
な
ろ
う
と
す
る
今
、

鐘
者
と
し
て
ば
ま
っ
た
く
新
た
な
榊
想
を
提
出
し
よ
う
と
は
思

わ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
制
度
の
下
で
も
、
従
来
の
鰻
関
委
任

噸
務
は
国
が
執
行
の
た
め
に
裁
判
蓬
提
起
し
な
け
れ
ば
で
き
な

か
っ
た
と
い
う
自
治
体
に
と
っ
て
厚
い
手
続
的
保
障
は
最
低
限

維
持
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
う
。
こ
れ
が
、
広
範
囲
な
行
政
率

務
条
例
の
制
度
と
と
も
に
、
他
の
先
進
国
に
も
っ
と
も
自
慢
で

き
る
肛
要
な
一
部
で
あ
っ
た
．
現
行
法
で
は
内
閣
総
理
大
臣
の

熟
が
持
つ
是
正
措
置
要
求
栴
者
が
、
勧
告
で
は
単
に
「
国
」
と

櫓
い
て
あ
る
の
も
、
「
国
」
と
は
主
務
大
臣
を
．
意
味
す
る
用
例

か
ら
す
る
と
気
に
な
る
。
よ
り
安
易
な
国
の
意
思
の
執
行
体
制

が
で
誉
あ
が
ら
な
い
と
も
限
ら
な
い
。

こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
原
点
と
な
る
諸
問
題
を
取
り
あ
げ
て

お
こ
う
。

ま
ず
、
憲
法
が
五
○
年
に
わ
た
っ
て
強
い
保
障
を
与
え
て
き

た
は
ず
の
司
法
（
第
六
軍
）
と
地
方
自
治
（
第
八
章
）
の
結
び

つ
き
を
想
超
し
た
い
。
第
一
次
勧
告
発
表
時
の
推
進
要
の
諸
井

６ 
お
わ
り
に

分
櫓
を
麓
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
地
方
六
団
体
そ
の
も
の
の
従
来

の
事
業
内
容
、
事
務
局
体
制
な
ど
の
根
本
的
な
あ
り
方
の
検
討

に
遥
雀
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
方
六
団
体
全
部
の
率
務
局
の

幹
部
が
自
治
省
の
元
官
僚
ま
た
は
出
向
者
で
固
あ
ら
れ
、
地
方

六
団
体
の
地
方
分
椛
推
進
本
部
の
事
務
局
の
ト
ッ
プ
も
そ
う
で

あ
る
と
き
、
自
治
体
の
連
合
組
織
と
は
そ
も
そ
も
何
か
が
問
わ

れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
進
国
で
は
お
よ
そ
存
在
し
え
な
い
形

で
の
自
治
体
連
合
組
織
が
わ
が
国
に
は
騨
諸
こ
と
瀧
、
せ
め
て

自
治
体
関
係
者
は
露
餓
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
分
稲
改
革
の
法
制
度
設
計
を
す
る
に
あ
た
っ
て
の

鐙
大
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
自
治
体
そ
の
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
。

第
二
次
勧
告
は
市
町
村
合
併
の
方
向
を
強
く
打
ち
出
し
た
。
篭
・

が
、
住
民
福
祉
の
強
化
の
た
め
に
小
規
模
自
治
体
の
合
併
だ
け

が
手
段
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
か
つ
て
神
戸
委
員
会
勧
告
は
、

小
規
模
自
治
体
か
ら
広
域
自
治
体
へ
の
委
舵
に
つ
い
て
語
っ
て

い
た
。
広
域
合
併
よ
り
も
小
規
模
町
村
か
ら
広
域
自
治
体
へ
の

串
務
蚕
託
の
手
法
の
開
発
や
、
広
域
連
合
・
広
域
連
携
組
織
の

国
や
普
通
地
方
公
共
団
体
と
の
法
的
関
係
論
も
深
め
る
必
要
が

あ
る
。

課
題
が
山
積
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
本
稿
を
閉
じ
る
こ

と
に
し
よ
う
。

委
員
長
談
話
は
、
地
方
自
治
が
行
政
改
革
に
資
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
、
地
方
自
治
は
規
制
緩
和
と
と
も
に
行
政
改
革
の
両
輪

で
あ
る
こ
と
を
力
闘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
寵
法
的
価
値
を
も

つ
地
方
自
治
強
化
と
司
法
改
革
を
結
び
つ
け
た
シ
ス
テ
ム
づ
く

り
こ
そ
が
、
二
一
世
紀
を
目
前
に
し
た
時
代
の
大
き
な
課
題
の

よ
う
腱
思
わ
れ
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
自
治
体
迎
合
組
織
の
あ

る
幹
部
は
札
幌
に
お
け
る
講
演
の
際
挺
、
同
国
の
地
方
分
櫓
は

司
法
改
革
と
同
時
に
進
ん
だ
と
述
べ
た
。
わ
が
国
の
裁
判
シ
ス

テ
ム
が
八
小
さ
な
司
法
ｖ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
、
人
的
に
も
組
織
的
に
も
小
さ
く
、
市
民
か
ら
通
い
も
の
で

あ
る
こ
と
の
対
応
策
を
考
え
る
こ
と
は
推
進
委
の
樹
限
外
の
事

柄
で
あ
る
。
だ
が
や
推
進
蚕
は
市
民
や
自
治
体
の
活
用
し
や
す

い
司
法
統
制
の
シ
ス
テ
ム
化
を
念
頭
に
鑓
い
て
改
革
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
提
出
し
て
織
し
い
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
研
究
者
や
実

務
家
腱
あ
っ
て
も
、
地
方
自
治
の
司
法
的
保
障
の
シ
ス
テ
ム
と

運
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
緊
急
に
比
較
法
的
研
究
が
必
要
と

な
ろ
う
。
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八
注
ｖ

⑪
推
進
委
の
活
動
の
全
般
的
な
流
れ
に
つ
い
て
は
、
高
木
健
二

「
検
柾
地
方
分
権
推
進
委
員
会
」
自
治
総
研
二
二
三
号
（
一

九
九
七
年
）
｜
～
’
三
八
頁
が
詳
細
に
報
告
し
て
い
る
。

②
地
方
分
抱
推
進
法
の
制
定
に
先
立
つ
衆
議
院
の
地
方
分
樋
推

進
特
別
委
員
会
に
お
け
る
参
考
人
発
言
で
あ
る
。
第
一
三
一
回

国
会
衆
鶴
院
地
方
分
権
に
関
す
る
特
別
委
員
会
騒
録
第
三
号

（
一
九
九
四
年
一
一
月
三
Ｏ
Ｂ
）
一
一
、
三
、
七
頁
。

⑧
推
進
蚕
の
作
業
手
法
と
い
う
点
か
ら
、
試
案
や
譲
率
録
の
公

開
な
ど
老
求
め
る
阿
部
泰
陸
「
国
・
地
方
公
共
団
体
の
関
係
鯛

整
ル
ー
ル
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
○
九
○
号
（
一
九
九
六
年
）
四
三

頁
の
提
案
腱
同
意
す
る
。

③
国
と
自
治
体
の
間
の
紛
争
を
処
理
す
る
第
三
者
鰻
関
の
賎
鯉

に
つ
い
て
、
第
二
次
勧
告
で
は
・
当
骸
機
関
の
構
成
お
よ
び
係

争
処
理
手
続
の
具
体
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
、
一
九
九
七
年
四

月
に
「
賦
案
」
が
や
六
月
に
は
「
第
二
次
賦
案
」
と
「
各
省
庁
の

意
見
等
に
対
す
る
見
解
」
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ

ら
に
基
づ
い
て
各
省
庁
の
意
見
聴
取
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
雀
た
、
係
争
処
理
手
鯨
健
闘
す
る
「
第
三
次
試
案
」

（
本
書
末
尾
に
掲
載
）
の
存
在
も
報
道
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
そ
の
意
義
の
大
き
き
に
照
ら
し
て
第
三
次
麟
案
を
中
心
に

考
察
す
る
。

迅
速
に
本
来
の
機
龍
を
果
た
せ
ば
、
法
律
と
条
例
の
抵
触
問
題
、

い
い
か
え
る
と
条
例
制
定
樋
の
限
界
問
題
は
、
そ
れ
が
問
題
と

し
て
意
識
で
き
な
い
程
度
に
解
消
さ
れ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ド
イ
ツ
で
も
、
市
町
村
は
数
十
万
人

を
超
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
数
百
人
の
村
ま
で
規
模
は
さ
ま
ざ
ま

で
あ
る
が
、
自
治
体
関
係
者
が
邸
務
樋
限
や
条
例
制
定
楠
の
不

足
を
嘆
く
こ
と
ば
な
い
。
そ
れ
は
、
自
治
体
の
人
ロ
規
模
や
地

理
的
事
情
腱
合
わ
せ
て
禰
限
が
配
分
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
木
佐
茂
男
『
豊
か
さ
を
生
む
地
方
自
治
ｌ
ド
イ
ツ
を
歩
い

て
考
え
る
』
（
日
本
評
飴
社
、
一
九
九
六
年
）
七
二
頁
麹
参
照
。

肥
こ
こ
で
は
青
法
協
問
題
を
中
心
と
す
る
「
偏
向
す
る
裁
判
」

批
判
腱
対
し
て
、
駿
高
裁
判
所
が
政
治
的
配
慰
そ
の
他
に
よ
り

自
己
抑
制
す
る
こ
と
で
、
司
法
の
容
量
と
機
能
の
拡
大
を
は
か

ら
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。
日
本
の
司
法
の

容
盈
が
小
さ
い
こ
と
を
履
近
で
は
「
小
さ
な
司
法
」
と
い
っ
て

い
る
。
こ
の
タ
ー
ム
の
初
出
は
、
木
佐
茂
男
「
司
法
改
革
が
根

づ
く
条
件
は
…
…
」
法
と
民
主
主
議
二
六
四
号
（
’
九
九
二
年
）

五
三
頁
（
札
幌
弁
護
士
会
鰯
『
市
民
と
歩
む
裁
判
官
－
ド
イ
ツ

と
日
本
の
司
法
改
革
』
（
北
海
道
大
学
図
害
刊
行
会
、
一
九
九
三

年
）
一
五
四
頁
に
再
掲
）
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
で
、
現
在
、
韓

国
や
台
湾
が
経
済
成
長
に
合
わ
せ
て
司
法
の
容
量
拡
大
腱
努
め

て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
行
政
争
訟
が
充
実
し
つ
つ
あ
る
こ
と
と

③
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
本
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
・
シ
リ
ー
ズ
の
辻

山
宰
宜
教
授
の
報
告
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ち
な
難
に
、
地
方
分

樒
推
進
法
が
推
進
蚕
に
求
め
た
の
は
、
主
と
し
て
国
と
自
治
体

の
間
の
制
度
的
改
革
で
あ
り
、
本
来
の
住
民
自
治
腱
関
す
る
制

度
ば
第
二
次
的
で
あ
っ
た
。
第
二
次
勧
告
は
、
・
地
方
行
政
体
制

の
検
討
竃
加
え
、
当
初
扱
っ
て
い
な
か
っ
た
住
民
自
治
、
謎
会

制
度
な
ど
に
も
や
や
立
ち
入
っ
た
提
言
を
し
て
い
る
。
し
か
し

市
町
村
合
併
問
題
を
別
に
す
れ
ば
、
住
民
自
治
の
仕
組
難
の
あ

り
方
に
関
す
る
言
及
は
あ
ま
り
多
く
は
な
い
。

⑥
経
済
同
友
会
『
現
代
日
本
社
会
の
病
理
と
処
方
』
二
九
九
四

年
）
。
そ
の
後
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
、
東
京
弁
護
士
会
・
期
成
会

司
法
改
革
チ
ー
ム
『
現
代
司
法
の
病
理
と
処
方
』
二
九
九
五

年
）
に
、
改
革
案
の
内
容
は
、
司
法
改
革
を
進
麺
ろ
現
職
裁
判

官
グ
ル
ー
プ
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

②
自
民
党
の
「
司
法
制
度
特
別
闘
査
会
」
曙
そ
の
初
会
合
梶

お
い
て
、
司
法
分
野
の
改
革
に
際
し
て
法
曹
三
者
の
合
意
が
前

提
と
な
っ
て
い
る
現
状
の
是
正
を
改
め
る
こ
と
を
前
面
腱
打
ち

出
し
た
。
朝
日
新
聞
一
九
九
七
年
六
月
一
三
日
朝
刊
。

③
連
合
・
政
治
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
『
二
一
世
紀
へ
の
日
本
の
選

択
提
言
・
よ
り
よ
誉
生
活
の
実
現
の
た
め
腱
（
案
遣
二
九

九
七
年
）
。

⑨
地
方
自
治
と
立
法
概
寵
の
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、
国
会
が

対
照
的
で
あ
る
。

⑪
人
は
、
生
理
的
に
艇
全
な
一
つ
の
対
応
と
し
て
．
い
ず
れ
か

の
場
面
で
救
済
的
楓
能
を
制
度
化
な
い
し
運
用
を
し
よ
う
と
す

る
。
例
え
ば
、
正
式
の
懲
戒
処
分
で
は
な
く
て
裁
判
救
済
の
余

地
を
な
く
す
手
段
と
し
て
の
事
実
上
の
法
定
で
な
い
懲
戒
的
措

迩
、
許
認
可
に
お
け
る
徹
底
し
た
事
前
審
査
と
上
級
庁
と
の
連

絡
調
整
、
大
規
模
官
公
庁
に
お
け
る
上
か
ら
下
ま
で
韓
横
の
諸

機
関
と
の
根
回
し
な
い
し
粟
議
と
い
う
ふ
う
垣
手
腕
が
前
倒

し
に
な
る
．
も
と
も
と
は
裁
判
で
片
づ
け
て
も
い
い
率
案
主
で

含
め
て
、
オ
ン
プ
ズ
マ
ソ
や
苦
情
処
理
な
ど
、
や
や
簡
易
な
手

鏡
に
よ
る
救
済
に
よ
っ
て
行
政
ユ
ー
ザ
ー
の
保
護
シ
ス
テ
ム
を

創
出
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
他
方
で
行
政
事
件
と
し
て
裁
判
で

争
っ
て
も
、
争
う
資
格
が
な
い
、
出
訴
期
間
を
過
ぎ
て
い
る
、

相
手
方
被
告
の
表
示
の
仕
方
が
違
う
と
い
っ
た
、
両
当
事
者
に

と
っ
て
必
ず
し
も
本
質
的
で
な
い
点
を
捉
え
て
裁
判
の
対
象
と

し
な
い
判
例
の
集
積
が
あ
る
。
そ
》
」
で
、
最
後
に
裁
判
手
続
に

乗
る
手
段
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
問
題
が
損
害
賠
償
繭
求
事
件

と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
カ
ネ
で
は
名
誉
や
健
康
被
害
な
ど
は
本

質
的
な
解
決
に
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
こ
れ
を

人
櫓
問
題
の
金
銭
に
よ
る
買
い
取
り
と
称
し
て
も
あ
な
が
ち
言

い
す
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
。

⑫
北
村
喜
宜
『
自
治
体
環
境
行
政
法
』
（
良
脅
普
及
会
章
一
九
九
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七
年
）
一
四
八
。
一
五
一
頁
。

卿
た
だ
し
、
こ
の
点
で
は
、
最
高
裁
（
事
務
総
局
）
に
裁
判
官
の

人
事
梅
を
委
ね
た
こ
と
自
体
峰
制
度
の
あ
り
方
と
し
て
、
根

本
的
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
務
省
（
司
法
省
）
が
人
事
椎

を
持
つ
よ
り
も
よ
い
と
い
う
価
値
判
断
の
も
と
で
、
綾
高
裁
が

人
事
梅
を
持
っ
た
場
合
の
問
題
点
を
ま
っ
た
く
考
え
る
シ
」
と
江

く
制
度
化
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

艸
辻
山
宰
宜
ヨ
磯
関
委
任
事
務
』
覚
え
書
き
」
自
治
総
研
八
巻

三
号
（
一
九
八
二
年
）
’
一
頁
以
下
。
同
「
『
機
関
委
任
事
務
』
概

念
の
再
検
肘
」
ジ
ュ
リ
メ
ト
総
合
特
繁
行
政
の
転
換
期
二
九

八
一
一
一
年
）
一
八
九
頁
は
、
機
関
委
任
郵
務
「
体
制
」
が
「
国
と
地

方
自
治
体
と
の
関
係
麹
大
づ
か
染
に
律
す
る
機
鑓
を
果
た
し
て

営
允
」
と
い
う
。

鯛
成
田
頼
明
教
授
は
、
「
裁
盈
の
余
地
が
全
く
な
い
機
関
委
任
率

務
な
る
聖
域
が
厳
と
し
て
存
在
す
る
か
の
よ
う
な
印
象
が
も
た

れ
て
い
る
が
、
（
そ
れ
は
）
｜
種
の
虚
像
と
も
い
う
べ
き
も
の
で

あ
る
」
と
し
て
い
た
。
成
田
頼
明
「
機
関
委
任
事
務
制
度
に
つ

い
て
」
同
『
地
方
自
治
の
法
理
と
改
革
』
（
第
一
法
規
、
’
九
八

八
年
）
一
四
六
頁
（
初
出
一
九
八
五
年
〉
・

伽
小
林
与
三
次
「
団
体
委
任
事
務
、
機
関
委
任
顛
務
錨
識
を
超

え
て
－
自
治
観
念
鶴
醸
（
’
一
）
」
自
治
研
究
二
八
巻
三
号
（
’
九

五
二
年
）
四
八
頁
。

蝿
宮
元
義
雄
「
機
関
委
任
率
務
挺
関
す
る
考
察
」
都
市
問
題
研

究
二
七
巻
三
号
（
一
九
七
五
年
）
五
二
、
五
六
頁
、
芝
池
・
前
掲

鎗
文
二
六
八
頁
。

脚
参
照
、
辻
山
宰
宜
・
前
掲
ヨ
機
関
委
任
事
務
』
概
念
の
再
検

爵
」
一
八
九
頁
、
同
『
機
関
委
任
癖
務
』
概
念
の
機
能
と
改
革

の
展
望
」
都
市
問
題
研
究
一
一
一
五
巻
六
号
（
一
九
八
三
年
）
五
七

頁
以
下
。
奥
田
・
前
掲
鶴
文
・
五
三
頁
。
八
木
・
前
掲
論
文
一

六
頁
以
下
は
、
別
表
第
一
一
一
箒
第
四
記
載
率
項
の
中
に
も
自
治
事

務
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
別
表
の
第
一
な
い
し
第
四
が
特

つ
き
ま
き
童
な
機
能
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
木
佐
茂
男

「
国
と
地
方
公
共
団
体
の
関
係
」
雄
川
一
郎
（
他
）
鰯
『
現
代
行

政
法
大
系
（
第
八
巻
）
地
方
自
治
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
）

四
○
七
頁
以
下
も
参
照
。

鯛
芝
池
・
前
掲
麓
文
二
七
一
頁
．
芝
池
教
授
は
、
こ
の
種
の

事
務
を
形
式
的
国
家
事
務
と
称
す
る
．

鯛
芝
地
・
前
掲
論
文
二
七
八
頁
は
、
「
理
篭
的
に
は
、
鰻
関
委

任
事
務
に
つ
い
て
条
例
の
制
定
を
畷
め
る
に
つ
い
て
特
段
の
支

障
は
存
在
し
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
い
う
。

鰯
長
野
士
郎
『
逐
条
地
方
自
治
法
（
第
一
二
次
改
訂
新
版
）
』

（
学
陽
書
房
、
一
九
九
五
年
）
九
三
八
頁
。
こ
れ
を
形
式
的
に
処

分
と
恐
く
自
治
体
側
が
争
う
余
地
を
肯
定
す
る
骨
和
俊
文

「
地
方
公
共
団
体
の
鯨
訟
」
杉
村
敏
正
網
『
行
政
救
済
法
２
』

⑫
小
林
・
前
掲
篭
文
・
五
一
頁
。
そ
こ
で
は
、
「
現
に
機
関
委
任

事
務
、
団
体
委
任
事
務
の
騒
麓
は
、
当
骸
行
政
事
務
に
関
係
す

る
中
央
政
府
の
行
政
官
僚
の
間
に
喧
し
い
の
で
あ
っ
て
そ
れ

ほ
塁
寛
中
央
統
制
に
通
ず
ろ
道
行
き
に
外
な
ら
な
ど
と
も
述

べ
て
い
た
。

燗
奥
田
義
雄
「
地
方
公
共
団
体
の
情
報
公
開
制
度
に
関
す
る
私

鰭
（
そ
の
一
）
」
地
方
自
治
四
一
八
号
（
一
九
八
二
年
）
五
三

頁
。

⑬
八
木
欣
之
介
「
私
鋭
・
機
関
委
任
事
務
零
」
地
方
自
治
四
三

四
号
二
九
八
四
年
）
’
八
頁
。
「
機
関
委
任
事
務
に
つ
い
て
、

す
べ
て
主
務
大
臣
が
指
揮
監
督
が
で
き
る
の
な
ら
、
非
樒
力
的

な
関
与
と
さ
れ
る
是
正
措
圏
要
求
橘
を
特
に
内
閣
総
理
大
臣
の

梅
限
と
す
る
こ
と
の
意
鑑
が
乏
し
い
と
お
も
わ
れ
る
」
。

剛
八
木
・
前
掲
篭
文
・
一
一
四
頁
。

⑪
鳥
飼
頚
「
機
関
委
任
事
務
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
『
通
念
』

へ
の
疑
問
」
都
市
問
題
八
八
巻
七
号
二
九
九
七
年
）
五
一
頁

以
下
は
、
通
念
化
し
て
い
る
機
関
委
任
事
務
像
に
は
ま
っ
た
く

根
拠
が
な
い
と
い
う
。

⑫
中
島
忠
龍
「
機
関
委
任
事
務
制
度
に
つ
い
て
考
え
る
」
都
市

問
題
研
究
三
五
巻
六
号
（
’
九
八
三
年
）
。
芝
地
義
一
「
機
関
委

任
事
務
」
阿
部
照
哉
・
佐
藤
幸
治
（
他
）
編
『
地
方
自
治
大
系

〔
第
二
鑑
〕
』
（
嵯
峨
野
書
院
、
’
九
九
三
年
）
一
六
六
頁
。

（
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
）
三
○
八
頁
が
あ
る
。

閥
第
二
次
勧
告
で
は
、
「
（
地
方
自
治
法
の
事
務
は
、
同
法
別
表

に
掲
栽
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
別
途
検
討
し
た
。
）
」
と
あ
る
が
、

も
と
も
と
、
土
地
収
用
法
に
よ
る
事
務
で
、
都
遁
府
県
収
用
委

員
会
の
所
掌
事
務
は
お
よ
そ
別
表
に
上
が
っ
て
い
な
か
っ
た
よ

う
に
、
あ
る
意
味
で
不
備
の
目
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

鋤
制
定
当
初
の
地
方
自
治
法
は
、
一
般
的
に
紛
争
を
司
法
的
処

理
に
よ
っ
て
行
う
と
い
う
占
領
軍
総
司
令
部
の
要
求
に
応
じ
た

司
法
統
制
主
競
竃
と
っ
て
い
た
。
俵
静
夫
『
地
方
自
治
法
（
再

版
・
改
訂
屋
（
有
斐
閣
『
一
九
六
九
年
）
四
六
四
頁
雫
自
治
大
学

校
鰯
『
戦
後
自
治
史
第
五
巻
』
（
自
治
大
学
校
、
’
九
六
一
一
一

年
）
｜
ｏ
五
、
一
二
四
、
一
二
六
、
一
一
一
二
頁
。

帥
久
世
公
売
「
地
方
自
治
」
ジ
ニ
リ
ス
ト
三
六
一
号
（
’
九
六

七
年
）
八
四
頁
。

⑪
訟
務
実
務
研
究
会
「
地
方
公
共
団
体
の
争
訟
と
法
務
省
の
関

与
に
つ
い
て
」
判
例
地
方
自
治
九
号
二
九
八
五
年
）
一
○
六

頁
以
下
蓮
参
照
。
地
方
自
治
と
訟
務
制
度
（
訟
務
検
騏
の
関
与
）

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
木
佐
茂
男
「
訟
務
制
度
に
見
る
公
共

性
と
法
治
主
義
」
北
大
法
学
護
築
四
一
巻
五
・
六
号
二
九
九

一
年
）
’
一
一
七
六
頁
、
三
八
一
一
一
頁
以
下
を
参
照
。

鰯
例
え
ば
制
定
当
初
の
地
方
自
治
法
建
議
会
の
投
票
の
効
力

に
関
す
る
異
識
に
つ
い
て
、
議
会
の
「
決
定
に
不
服
が
あ
る
者
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ｌ
「
ｌ
ｌ
Ｉ
ｉ

佐
・
前
掲
・
国
と
地
方
公
共
団
体
の
関
係
・
四
一
二
頁
。
た
だ

し
、
東
京
地
判
平
三
五
年
三
月
一
一
四
日
行
集
一
一
巻
一
一
一
号
六
八

一
頁
は
、
町
村
合
併
処
理
に
関
す
る
紛
争
に
か
か
わ
っ
て
町
が

内
閣
趣
理
大
臣
（
現
行
法
上
は
、
自
治
大
臣
）
に
自
治
紛
争
闘

停
委
員
へ
の
闘
停
を
申
繭
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
却
下
さ
れ
た

の
で
町
が
却
下
処
分
の
取
消
醇
訟
を
提
起
し
た
事
案
に
つ
い

て
、
町
の
原
告
適
格
芝
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
本
案
審
理
を
し
、

解
え
を
棄
却
し
て
い
る
。
こ
れ
は
た
し
か
に
瞳
理
的
に
は
争
訟

性
を
肯
定
し
て
い
る
が
、
行
政
判
例
が
自
由
閥
達
に
創
造
さ
れ

て
い
た
時
代
の
も
の
で
あ
っ
て
、
六
。
年
代
末
以
降
の
判
例
の

傾
向
の
変
化
を
考
慮
す
る
と
、
先
例
性
は
乏
し
い
よ
う
に
思
う
．

柵
塩
野
・
前
掲
・
国
家
関
与
の
法
律
問
題
・
’
二
一
頁
。

仙
最
判
昭
四
九
年
五
月
三
○
日
民
築
二
八
巻
四
号
五
九
四
頁
。

⑫
那
覇
地
判
平
七
年
一
一
一
月
一
一
八
日
判
時
一
五
四
七
号
二
二
頁
、

福
岡
高
裁
那
覇
支
判
平
八
年
九
月
二
四
日
判
時
一
五
八
一
号
三

○
頁
。

㈹
例
、
市
が
国
に
負
担
金
の
交
付
を
爾
求
し
た
摂
津
瞬
舩
。
東

京
高
判
昭
五
五
年
七
月
一
一
八
日
行
集
一
一
二
巻
七
号
一
五
五
八

頁
。

卿
以
上
に
つ
い
て
、
曾
和
・
前
掲
麓
文
・
三
○
一
頁
が
同
旨
。

鯛
鹸
判
昭
五
一
一
一
年
一
二
月
八
日
民
集
一
一
一
二
巻
九
号
一
六
一
七

頁
。

建
議
会
を
被
告
と
し
て
裁
判
所
に
出
所
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
定
め
て
い
た
。
そ
の
後
、
一
九
五
六
年
の
訴
願
前
歴
主
義
の

導
入
、
一
九
六
二
年
の
行
政
争
舩
体
制
の
整
備
に
伴
い
、
不
服

霧
迩
前
匝
主
轆
が
一
般
化
さ
れ
た
．
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
人

見
剛
「
地
方
自
治
体
の
自
治
事
務
に
関
す
る
国
家
の
裁
定
的
関

与
の
法
的
統
制
」
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
（
都
法
）
三
六

巻
二
号
二
九
九
五
年
）
六
一
頁
竃
参
照
。

鋤
本
稿
の
執
錨
に
あ
た
り
こ
の
概
念
の
由
来
、
行
政
不
服
詐
迩

法
に
お
け
る
立
法
史
を
丁
寧
に
検
討
す
る
余
裕
は
な
か
っ
た
。

き
わ
い
て
興
味
深
い
用
語
で
あ
り
、
検
討
は
他
日
を
期
し
た
い
。

鋤
一
九
五
ｏ
年
の
（
第
一
次
）
地
方
行
政
調
査
委
員
会
職
（
神

戸
）
勧
告
は
曇
「
地
方
公
共
団
体
が
事
務
の
処
理
を
怠
る
場
合
、

又
は
そ
の
や
り
か
た
が
適
切
で
な
い
描
合
等
の
弊
害
は
、
本
来

当
麟
地
方
公
共
団
体
の
住
民
が
選
挙
若
し
く
は
各
翻
の
直
接
繭

求
制
度
の
手
段
を
通
じ
亀
又
は
世
鎗
の
喚
起
に
よ
り
批
判
し
、

是
正
す
べ
き
で
あ
る
。
法
秩
序
の
維
持
は
、
最
終
的
に
は
司
法

制
度
に
よ
っ
て
保
障
す
る
も
の
と
し
、
国
は
、
性
急
な
関
与
を

戒
め
、
住
民
の
自
主
的
芯
批
判
の
喚
起
を
ま
つ
寛
容
さ
を
も
つ

べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
て
い
た
．
そ
し
て
、
第
二
次
神
戸
勧

告
（
一
九
五
一
年
）
が
、
地
方
公
共
団
体
相
互
あ
る
い
は
そ
の

機
関
相
互
の
紛
争
は
、
「
迅
速
か
つ
地
方
自
治
の
糟
神
に
即
し
て

解
決
」
す
る
こ
と
が
「
行
政
の
館
率
的
な
運
営
の
確
立
」
竃
促

鯛
人
見
・
前
掲
鴎
文
・
七
ｏ
頁
。

伽
と
く
に
奄
顧
田
宙
靖
『
行
政
組
織
法
』
（
良
害
普
及
会
、
一
九

九
四
年
）
四
二
頁
以
下
、
一
七
四
頁
以
下
が
と
る
見
解
で
あ
る
．

鯛
阿
部
奉
陸
「
自
治
率
務
と
行
政
不
服
審
査
制
度
（
地
方
自
治

法
二
五
六
条
）
」
同
『
行
政
救
済
の
実
効
性
』
（
弘
文
堂
、
一
九
八

五
年
）
一
二
八
頁
。

鱒
大
阪
地
判
昭
四
四
年
四
月
一
九
日
行
蕊
二
○
巻
四
号
五
六
八

頁
、
木
村
実
・
自
治
研
究
四
七
巻
七
号
二
九
七
○
年
〉
一
七

五
頁
、
尾
上
実
・
昭
和
四
七
年
度
亜
要
判
例
解
税
Ⅱ
ジ
ュ
リ
ス

ト
五
一
一
一
五
号
（
一
九
七
三
年
）
三
ｏ
頁
以
下
。

鋤
塩
野
・
前
掲
・
法
的
地
位
麓
覚
書
き
・
三
六
頁
、
同
．
前
掲

・
国
家
関
与
の
法
律
問
題
・
一
二
二
頁
。

剛
人
見
・
前
掲
鎗
文
・
六
八
頁
以
下
。

⑫
こ
の
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
本
末
転
倒
と
も
い
え
る
運
用
に

つ
い
て
、
木
佐
・
前
掲
・
国
と
地
方
公
共
団
体
の
関
係
・
三
九

七
頁
を
参
照
。

鰯
従
来
、
知
事
が
行
う
裁
決
等
の
行
為
は
、
国
の
観
閲
委
任
事

務
と
し
て
の
位
囮
づ
け
で
あ
っ
た
が
、
八
○
年
代
に
は
翻
道
府

県
事
務
化
の
萌
芽
が
あ
っ
た
。
木
佐
・
前
掲
。
国
と
地
方
公
共

団
体
の
関
係
・
三
九
九
頁
注
（
調
）
参
照
。

御
し
か
し
、
外
国
に
は
別
の
事
例
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
の
濁
合
、
県
と
コ
ミ
ュ
ー
ソ
は
並
列
的
な
関
係
で
、

し
う
る
と
述
べ
て
、
こ
の
制
度
の
創
設
に
至
っ
た
。

鱒
自
治
紛
争
調
停
委
員
制
度
が
利
用
さ
れ
た
最
近
の
実
例
報
告

と
し
て
、
田
中
義
孝
「
島
根
地
域
で
の
地
方
分
櫓
論
醸
②
地

方
自
治
法
九
二
条
の
二
麟
当
決
定
Ⅱ
鐡
負
失
職
問
題
の
検
肘
」

判
例
タ
イ
ム
ズ
九
三
一
号
（
一
九
九
七
年
）
一
一
四
頁
以
下
が

あ
る
。

駒
そ
の
概
要
腱
つ
い
て
は
、
人
見
・
前
掲
箇
文
・
六
四
頁
以
下

に
紹
介
と
分
析
が
あ
る
。

例
塩
野
宏
「
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
国
家
関
与
の
法
律
問
題
」

同
『
国
と
地
方
公
共
団
体
』
（
有
斐
閣
、
’
九
九
○
年
）
’
’
三

頁
以
下
（
初
出
一
九
六
六
年
）
。

閏
雄
川
一
郎
「
地
方
公
共
団
体
の
行
政
瞬
舩
」
同
『
行
政
争
駿

の
理
鹸
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年
）
四
二
五
頁
以
下
、
同
「
壊

関
訴
訟
の
法
理
」
同
書
四
五
八
頁
以
下
（
初
出
一
九
七
四
年
）
．

鱒
塩
野
宏
「
地
方
公
共
団
体
の
法
的
地
位
麓
覚
書
き
」
同
『
国

と
地
方
公
共
団
体
』
（
有
斐
閣
阜
一
九
九
○
年
）
三
六
頁
以
下

（
初
出
一
九
八
一
年
）
、
成
田
頼
明
「
地
方
自
治
の
保
障
」
田
中

二
郎
（
他
）
鰯
『
日
本
国
憲
法
体
系
（
宮
沢
俊
鞍
先
生
還
暦
毘

念
）
第
五
巻
』
（
有
斐
閣
一
一
九
六
四
年
）
三
。
九
頁
、
磯
部
力

「
起
債
の
不
許
可
処
分
を
地
方
公
共
団
体
は
裁
判
上
争
え
る
か
」

室
井
力
・
塩
野
宏
鱈
『
行
政
法
を
学
夢
２
』
（
有
斐
閣
、
一
九
七

八
年
）
二
八
一
頁
以
下
、
勧
和
。
前
掲
陰
文
・
三
。
四
頁
、
木
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県
は
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
指
導
・
監
督
す
る
立
場
に
は
な
い
。
大
川

武
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
地
方
分
極
」
法
律
時
報
六
六
巻
一
二
号

（
一
九
九
四
年
）
六
七
頁
。
こ
の
場
合
『
ど
の
よ
う
な
国
ｌ
自
治

体
の
法
関
係
腱
な
る
か
興
味
深
い
。

駒
各
省
庁
か
ら
推
進
蚕
に
提
出
さ
れ
る
意
見
宙
挺
は
、
当
麟
文

書
に
つ
い
て
の
責
任
者
名
、
駿
名
、
日
付
、
文
替
番
号
、
連
絡
先

（
所
在
地
・
電
話
・
フ
ァ
ク
ス
・
電
子
メ
ー
ル
ァ
ド
レ
ら
な

ど
一
切
飽
き
れ
て
い
な
い
。
も
と
よ
り
署
名
や
擦
印
も
雄
い
。

こ
の
よ
う
な
文
書
管
理
ス
タ
イ
ル
を
と
る
国
を
は
た
し
て
先
進

国
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
欧
米
の
文
書
管
理
を
多
少

な
り
と
も
知
る
看
ば
、
大
営
な
疑
問
産
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
官
庁
風
土
の
中
で
、
書
面
主
義
が
事
薪
し
く
い
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
箒
事
態
と
し
て
は
か
な
り
深
刻
で
あ

る
。

駒
こ
の
複
雑
な
仕
組
承
と
表
現
に
つ
い
て
、
地
方
分
柑
推
進
室
・

『
第
二
次
勧
告
の
解
鋭
と
評
価
』
（
一
九
九
七
年
）
二
一
頁
は
、

「
推
進
委
員
会
で
も
一
部
の
人
し
か
理
解
で
き
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

鋤
木
佐
茂
男
「
地
方
自
治
を
保
障
す
る
司
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
と

法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
一
ｏ
号
二
九
九
七
年
）
一
○
四
頁
。

鰯
南
博
方
「
公
害
等
鬮
整
委
員
会
の
実
績
と
課
題
」
同
『
紛
争

の
行
政
解
決
手
法
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
）
一
六
二
頁
。

略
』
（
第
一
密
林
、
’
九
九
六
年
）
五
二
頁
。

脚
中
間
報
告
が
発
豪
さ
れ
た
段
階
で
、
鈴
木
庸
夫
「
地
方
分
樹

の
法
制
度
設
計
の
課
題
」
地
方
自
治
離
合
研
究
所
絹
『
地
方
分

椛
の
戦
略
』
（
第
一
害
林
令
一
九
九
六
年
）
二
六
頁
以
下
は
、
①

第
三
者
穐
関
に
対
す
る
正
式
な
不
服
申
立
芝
前
提
と
す
る
裁
決

主
護
、
②
第
三
者
襲
関
に
対
す
る
柔
軟
な
異
謹
の
申
立
制
度
、

③
第
三
者
観
閲
へ
の
興
趣
の
申
出
と
裁
判
所
へ
の
出
扉
を
別
合

に
制
度
化
す
る
こ
と
の
三
つ
の
案
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い

た
。
地
方
自
治
総
合
研
究
所
・
地
方
分
楢
研
究
会
法
制
度
部
会

「
国
地
方
関
係
調
整
委
員
会
（
仮
称
）
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

試
案
に
つ
い
て
」
月
刊
自
治
研
四
五
○
号
二
九
九
七
年
）
八

四
頁
以
下
は
、
公
害
等
闘
整
委
員
会
を
参
考
に
し
た
紛
争
処
理

機
関
を
提
案
し
て
い
る
。

脚
中
央
省
庁
は
、
例
え
ば
缶
第
三
者
機
関
を
介
在
さ
せ
る
こ
と

は
、
屋
上
量
の
仕
組
象
を
つ
く
り
出
す
こ
と
に
な
り
、
し
た

が
っ
て
紛
争
解
決
の
長
期
化
を
か
え
っ
て
招
く
と
批
判
し
た
。

鱒
そ
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
木
佐
茂
男
「
プ
ロ
イ
セ
ン
Ⅱ

ド
イ
ツ
地
方
自
治
法
理
飴
研
究
序
鋭
－
『
地
方
蕃
察
』
梅
の
分

析
を
中
心
と
し
た
国
家
と
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
関
係
（
三
）
」
自
治
研

究
五
四
巻
九
号
二
九
七
八
年
）
八
○
頁
以
下
を
参
照
。

鯛
第
一
二
九
回
国
会
衆
蟻
院
予
算
委
且
会
議
録
第
一
号
（
’
九

九
六
年
一
二
月
六
日
）
四
二
頁
以
下
。

⑬
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
（
行
革
審
）
の
一
九
八
五
年
の

「
行
政
改
革
の
推
進
方
策
に
関
す
る
答
申
」
の
提
旨
を
受
け
て
、

政
府
が
地
方
自
治
法
改
正
案
を
提
出
し
、
職
務
執
行
命
令
醇
舩

制
度
の
改
革
を
図
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
数

度
に
わ
た
り
廃
案
に
な
っ
た
が
、
一
九
九
○
年
に
も
提
案
さ
れ

た
。
九
一
年
に
は
修
正
を
経
て
成
立
し
、
現
行
法
と
な
っ
て
い

る
が
、
そ
の
間
に
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
機
関

委
任
事
務
に
つ
い
て
主
務
大
臣
鋲
知
事
に
代
わ
っ
て
代
行
で
誉

る
こ
と
を
原
則
と
す
る
制
度
を
お
い
た
。
た
だ
し
、
知
事
は
主

務
大
臣
の
命
令
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
．
内
閣
総
理
大

臣
に
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
、
こ
の
申
し

出
に
理
由
が
な
い
旨
の
内
閣
総
理
大
臣
の
通
告
が
あ
る
と
、
知

事
は
裁
判
所
に
主
務
大
臣
の
命
令
の
取
梢
を
求
め
る
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

知
郡
が
出
齢
し
て
も
執
行
停
止
の
効
力
は
雄
く
、
申
立
て
に
法

律
上
理
由
が
あ
る
と
設
え
る
と
き
の
熟
、
裁
判
所
が
命
令
の
効

力
を
停
止
で
き
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
、

馳
芝
池
・
前
掲
論
文
・
二
○
一
頁
以
下
。

剛
一
九
九
七
年
七
月
一
四
日
の
分
樒
セ
ミ
ナ
ー
に
お
け
る
「
分

楠
改
革
と
第
二
次
勧
告
の
意
義
－
第
一
次
勧
告
も
ふ
ま
え
て
」

と
題
す
る
講
演
腱
お
け
る
発
言
。

鰯
村
上
順
発
冒
・
地
方
自
治
総
合
研
究
所
網
『
地
方
分
梅
の
戦

岡
曾
和
・
前
掲
篭
文
・
二
七
０
頁
。

蝿
藤
田
・
前
掲
書
．
四
三
頁
Ｐ
．

御
藤
田
・
前
掲
書
。
四
三
頁
。

伽
田
中
真
次
・
加
藤
泰
守
『
行
政
不
服
審
査
法
解
説
［
改
訂

版
旨
（
日
本
評
酷
社
、
一
九
七
七
年
）
二
四
ｏ
頁
。

⑪
雄
川
一
郎
・
前
掲
・
地
方
公
共
団
体
の
行
政
争
麟
ｑ
四
二
五

頁
。

⑰
総
務
庁
行
政
管
理
局
絹
『
逐
条
解
脱
行
政
手
続
法
』
（
善
よ

う
せ
い
、
一
九
九
四
年
）
七
八
頁
。

閲
宇
賀
克
也
『
行
政
手
綻
法
の
解
説
［
第
二
次
改
訂
版
ご
（
学

鴎
書
房
、
’
九
九
六
年
）
七
三
頁
。

㈹
雄
川
・
前
掲
・
地
方
公
共
団
体
の
行
政
争
訟
・
四
ｏ
四
頁
注

②
。

閥
紛
争
処
理
制
度
に
関
す
る
裁
判
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
法
務

省
が
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
際
に
提
出
し
た
文
書
を
め
ぐ
る
意
見
交
換

に
お
け
る
あ
る
推
進
蚕
委
員
の
発
冒
が
も
っ
と
も
直
裁
で
鋭

い
。
「
私
こ
の
文
章
壱
ほ
と
ん
ど
分
か
り
童
せ
ん
で
、
本
当
に
法

律
を
や
ら
な
い
で
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
一
人
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、
で
も
、
一
生
懸
命
分
か
ら
な
く
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん

か
ら
…
…
」
『
団
体
事
務
腱
関
す
る
紛
争
挺
つ
い
て
は
、
裁
判

所
へ
の
訴
訟
提
起
が
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
行
政
内
部
に
猫
い

て
解
決
が
図
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
』
と
あ
る

7０ ７１ 



り
う
ろ
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
芝
付
し
て
い
る
。

鋤
本
節
で
触
れ
る
ド
イ
ツ
の
地
方
自
治
の
実
魍
に
つ
い
て
は
、

木
佐
茂
男
『
豊
か
さ
を
生
む
地
方
自
治
－
ド
イ
ツ
を
歩
い
て
考

え
る
』
（
日
本
評
飴
社
、
’
九
九
六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

蝿
多
数
の
ド
イ
ツ
の
判
例
や
参
考
文
献
も
含
め
て
、
人
見
・
前

掲
薗
文
・
七
六
頁
以
下
を
参
照
．

駒
五
十
国
敬
喜
・
木
佐
茂
男
・
保
母
武
彦
「
市
民
か
ら
の
法
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
○
八
号
二
九
九
七
年
）
’
○
五
頁
以
下

（
五
十
嵐
旭
案
）
。

鋤
徳
島
市
公
安
条
例
判
決
の
射
程
と
問
題
点
に
つ
い
て
、
木
佐

茂
男
「
地
方
自
治
」
平
場
安
治
鰯
『
新
版
法
学
入
門
』
（
青
林

書
院
、
一
九
八
八
年
）
二
六
三
頁
以
下
を
参
照
．

蝿
木
佐
・
前
掲
・
豊
か
さ
を
生
む
地
方
自
治
・
三
人
、
一
ｏ
二

頁
。

蝿
塩
野
宏
「
地
方
分
梱
鎗
錨
覚
免
密
営
」
地
方
自
治
五
六
四
号

二
九
九
四
年
）
八
頁
●

鋤
塩
野
宏
「
自
治
体
と
梅
力
」
自
治
大
学
校
福
『
自
治
大
学
校

創
立
四
○
周
年
妃
念
箇
文
集
Ｉ
一
二
世
紀
の
地
方
自
治
の
諸
課

題
』
（
ぎ
よ
う
せ
い
、
一
九
九
三
年
）
六
四
頁
は
、
「
法
律
と
条
例

の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
生
じ
た
場
合
の
譲
判
的
処
理
の
機
会
を
拡

大
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
。
…
…
わ
が
国
で
は
、
規
範

統
制
訴
訟
を
現
時
点
で
一
般
的
に
露
ぬ
る
立
法
は
困
難
で
あ

ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
ま
ま
で
は
困
る
な
と
い
う
こ
と

が
今
度
の
地
方
分
梱
推
進
委
員
会
の
基
本
的
な
態
度
だ
っ
た
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
ら
辺
、
全
く
素

人
の
市
民
感
覚
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
」
。

㈱
人
見
・
前
掲
鯰
文
・
八
六
頁
、
八
九
頁
注
（
灯
）
．

伽
判
例
の
積
熟
亜
ね
が
あ
っ
て
、
今
日
の
行
政
裁
判
所
が
要
の

役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
村
上
順
発
言
・
前
掲
書

・
四
四
頁
。

価
静
し
く
は
、
木
佐
茂
男
・
前
掲
・
プ
ロ
イ
セ
ン
Ⅱ
ド
イ
ツ
地

方
自
治
法
理
鰭
研
究
序
睨
（
二
）
・
自
治
研
究
五
四
巻
八
号

二
九
七
八
年
）
二
八
頁
以
下
を
参
照
。

閲
木
佐
・
前
掲
・
プ
ロ
イ
セ
ン
Ⅱ
ド
イ
ツ
地
方
自
治
法
理
篭
研

究
序
睨
（
二
）
・
一
一
一
一
頁
注
（
四
）
。

鋤
そ
の
際
、
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
で
は
自
治
体
の
自
治
相
あ
る

い
は
固
有
利
益
竃
強
調
す
る
の
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ

リ
カ
で
は
む
し
ろ
住
民
利
益
の
代
表
と
い
う
側
面
を
強
調
し
て

い
る
．
付
和
・
前
掲
飴
文
・
二
七
二
頁
以
下
。
塩
野
・
前
掲
・

法
的
地
位
麓
覚
書
き
・
四
○
頁
注
（
鋪
）
も
参
照
．

鋤
こ
れ
ら
の
憲
章
や
宣
言
に
つ
い
て
は
、
吉
本
睦
一
「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
地
方
自
治
憲
章
」
自
治
鱈
研
入
籍
六
号
二
九
八
二
年
）

二
頁
以
下
、
Ｆ
Ⅱ
Ｌ
・
ク
ネ
ー
マ
イ
ヤ
ー
・
木
佐
茂
男
（
翻
訳

と
解
鋭
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
合
と
地
方
自
治
Ｉ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地

ろ
。
し
か
し
や
法
律
と
条
例
の
関
係
が
問
題
と
な
る
率
案
で
は
、

国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
ま
さ
に
正
当
な
利
害
関
係
者
と
し
て

存
在
し
て
い
る
と
と
も
に
、
法
律
上
の
争
点
は
明
砺
で
あ
る
の

で
、
規
範
統
制
訴
訟
の
是
非
一
般
飴
と
は
別
に
か
か
る
瞬
訟
の

導
入
が
横
射
さ
れ
て
も
よ
い
」
と
述
べ
て
い
た
。

帥
木
佐
茂
男
「
地
方
自
治
を
ぬ
ぐ
ろ
世
界
の
動
向
と
日
本
」
法

律
時
報
六
六
巻
一
一
一
号
（
一
九
九
四
年
）
三
九
頁
、
同
。
前
掲

笛
文
・
司
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ニ
ｏ
五
頁
。

⑫
磯
部
力
「
自
治
体
行
政
学
入
門
（
第
三
○
簾
）
国
と
自
治

体
の
間
の
手
魏
法
（
四
）
」
自
治
実
務
セ
ミ
ナ
ー
三
五
巻
九
号

二
九
九
六
年
）
四
頁
以
下
。

鰯
磯
部
力
「
自
治
体
行
政
学
入
門
（
第
一
三
鴎
）
国
と
自
治

体
の
間
の
手
続
法
（
五
）
」
自
治
実
務
セ
ミ
ナ
ー
三
五
籍
－
０
号

二
九
九
六
年
）
六
頁
。

鋤
成
田
頼
明
教
授
（
副
座
長
）
、
鬮
部
力
教
授
が
行
政
法
関
係
の

委
員
で
あ
っ
た
。

鰯
大
森
禰
教
授
、
塩
野
宏
教
授
、
成
田
頼
明
教
授
、
西
尾
勝
教

授
（
名
簿
順
）
が
行
政
法
・
行
政
学
関
係
の
委
員
で
あ
っ
た
．

鯛
こ
れ
ら
に
関
連
し
て
木
佐
茂
男
『
ド
イ
ツ
の
自
治
体
連
合
組

織
』
（
北
海
道
市
町
村
振
興
協
会
、
一
九
九
五
年
）
を
参
照
さ
れ

た
い
。

方
自
治
憲
軍
（
Ｅ
Ｋ
Ｃ
ピ
自
治
研
究
六
五
巻
四
号
二
九
八
九

年
）
三
頁
以
下
、
東
京
都
企
画
審
践
室
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
方
自

治
憲
章
と
Ｅ
Ｃ
統
合
』
（
一
九
九
一
一
年
）
、
慶
田
全
男
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
地
方
自
治
憲
軍
と
Ｅ
Ｃ
統
合
」
同
『
現
代
ド
イ
ツ
地
方

自
治
の
潮
流
』
（
東
京
市
政
調
査
会
、
’
九
九
二
年
）
’
０
四
頁

以
下
（
初
出
は
、
都
市
問
題
八
二
繕
五
号
）
．
内
田
和
夫
（
訳
）

「
地
方
自
治
体
国
際
連
合
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
会
議
と
『
世
界

地
方
自
治
宣
旨
』
」
自
治
総
研
一
二
糟
四
号
（
一
九
八
六
年
）
二

頁
以
下
、
同
「
“
自
治
体
の
梅
利
宣
言
“
へ
む
け
て
－
『
世
界
自

治
宣
旨
』
の
紹
介
を
中
心
に
」
月
刊
自
治
研
一
一
三
鑑
一
号
（
’

九
九
ｏ
年
）
三
四
頁
以
下
。
魔
田
全
男
・
漣
堀
凝
江
「
『
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
地
方
自
治
憲
琿
』
『
世
界
地
方
自
治
宣
言
』
の
意
義
」
法

律
時
報
六
六
巻
一
一
一
号
（
’
九
九
四
年
）
四
二
頁
以
下
に
は
両

憲
寧
・
宣
言
の
全
駅
が
あ
る
。

鰯
群
し
く
は
、
木
佐
茂
男
「
東
欧
の
憲
法
に
見
る
地
方
自
治
」

北
海
道
大
学
ス
ラ
ブ
研
究
セ
ン
タ
ー
『
ス
ラ
ブ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア

の
変
動
そ
の
社
会
・
政
治
的
諸
局
面
（
平
成
七
年
度
冬
期
研

究
報
告
会
報
告
集
）
』
（
北
海
道
大
学
ス
ラ
ブ
研
究
セ
ン
タ
ー
、

一
九
九
六
年
）
’
一
一
三
一
一
頁
以
下
を
参
照
。

御
慶
田
・
轆
壕
・
前
掲
飴
文
・
四
六
頁
は
、
「
司
法
的
救
済
は
、

裁
判
所
腱
よ
る
の
象
な
ら
ず
、
行
政
行
為
の
違
法
性
を
審
査
で

鷲
ろ
裁
判
所
と
同
等
の
独
立
し
た
法
的
襲
関
に
よ
る
こ
と
も
あ
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（
付
肥
“
本
稿
は
、
一
九
九
七
年
七
月
八
日
付
の
『
地
方
分
描
推
進
委
員
会
第
二
次
勧
告
』
を
め
ぐ
っ
て
一
九
九
七
年
七
月
一
四
日
に
行
わ

れ
た
分
楢
セ
ミ
ナ
ー
の
醜
演
録
に
、
八
月
五
日
現
在
で
加
箪
を
し
た
も
の
で
あ
る
．
出
版
を
急
ぐ
こ
と
に
よ
る
時
間
的
制
約
の
た
め
に
、
菌

稿
全
体
の
樽
成
と
推
敲
の
象
な
ら
ず
、
文
献
や
資
料
も
不
十
分
な
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
お
詫
び
す
る
．
）

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
間
の
係
争
処
理
手
続
（
争
醗
訴
制

度
及
び
裁
判
制
度
）
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
す
る
こ
と

と
し
て
は
ど
う
か
。

１
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
（
仮
称
）
に
お
け
る
裁

定
等

Ｉ
裁
定

⑩
対
象
と
な
る
事
案
及
び
当
事
者

①
裁
定
の
対
象
と
な
る
事
案
は
、
地
方
公
共
団
体
に
対

す
る
国
の
関
与
の
う
ち
、
｜
般
ル
ー
ル
法
に
基
づ
く
技

術
的
助
言
・
勧
告
及
び
報
告
徴
収
を
除
く
も
の
に
関
す

る
係
争
と
す
る
。

「
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
国
の
関
与
」
と
は
、
地

方
公
共
団
体
の
事
務
の
処
理
又
は
管
理
及
び
執
行
に
関

し
て
国
が
行
う
次
の
行
為
を
い
う
。

・
ァ
法
律
又
は
こ
れ
に
華
づ
く
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
是
正
措
湿
要
求
、
指
示
、
技
術
的
助
宮
・

勧
告
又
は
報
告
徴
収
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為

八
資
料
Ｖ

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
間
の
係
争
処
理
手
続
（
第
３
次
試
案
）

を
行
う
こ
と
。

イ
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
地
方
公
共

団
体
に
鞍
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
醐
前
協
趨
に
応
じ
、

又
は
事
前
露
顕
に
基
づ
い
て
合
意
（
又
は
同
窓
）
す

る
と
と
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
芝
行
う
こ
と
。

ウ
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
許
可
、
露
可
又
は
承
麗
そ
の
他
こ
れ
ら
に

頚
す
る
行
為
を
求
め
る
申
繭
に
対
し
諾
否
の
応
答
を

す
る
こ
と
。

二
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体

の
行
為
の
効
果
を
函
す
効
果
老
有
す
る
行
為
を
行
う

こ
と
（
た
だ
し
、
行
政
不
服
寿
査
法
に
基
づ
き
審
査

庁
等
と
し
て
審
査
爵
求
等
に
対
す
る
裁
決
を
行
う
こ

と
を
除
く
）
。

②
争
訟
の
当
事
者
は
、
国
に
あ
っ
て
は
雫
関
与
の
一
般

ル
ー
ル
又
は
各
個
別
法
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
国
の
行

政
磯
関
の
長
、
地
方
公
共
団
体
に
あ
っ
て
は
、
国
の
関

与
の
名
宛
人
が
地
方
公
共
団
体
の
行
政
委
員
会
で
あ
る

￣ 
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掲
合
に
は
当
骸
行
政
委
員
会
、
そ
の
他
の
場
合
は
地
方

公
共
団
体
の
長
と
す
る
。

③
市
町
村
に
対
す
る
都
道
府
県
の
関
与
に
関
す
る
係
争

に
つ
い
て
は
、
現
行
の
自
治
紛
争
調
停
制
度
を
見
直
し

た
上
、
見
直
し
後
の
自
治
紛
争
調
停
制
度
に
よ
り
処
理

す
る
。

②
申
立
て
．

①
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
国
の
関
与
に
関
し
て
争
い

が
あ
る
掛
合
、
国
の
行
政
纏
関
の
長
及
び
地
方
公
共
団

体
の
長
又
は
行
政
委
員
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
国
地
方
係
争

処
理
委
員
会
（
仮
称
。
以
下
同
じ
。
）
漣
対
し
て
、
裁
定

の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
法
律
に
特
別
の
定
め
の
存
す
る
場
合
及
び

地
方
公
共
団
体
が
そ
の
固
有
の
資
格
に
お
い
て
相
手
方

と
な
る
も
の
で
は
な
い
場
合
は
蘂
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

裁
定
の
申
立
て
は
、
こ
れ
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

②
鎮
定
の
申
立
て
に
は
、
期
間
制
限
を
設
け
る
も
の
と

す
る
。

③
裁
定
の
申
立
て
に
際
し
て
は
、
あ
ら
か
じ
塗
相
手
方

に
対
し
て
再
考
を
促
す
期
間
を
設
け
な
げ
れ
腿
な
ら
な

い
。

④
裁
定
の
申
立
て
は
、
国
の
関
与
の
効
力
に
影
響
を
及

ま
た
、
要
件
を
満
た
し
、
か
つ
、
内
容
に
お
い
て

適
切
で
あ
る
と
ぎ
は
、
当
賎
関
与
は
理
由
が
あ
る
こ

と
を
宣
官
す
る
。

イ
法
定
受
託
事
務
（
仮
称
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る

国
の
関
与
に
つ
い
て
は
、
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会

は
、
当
骸
関
与
が
違
法
で
あ
る
と
き
は
、
裁
定
に
鑓

い
て
当
該
関
与
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
。

ま
た
、
違
法
で
な
い
と
き
は
、
当
麟
関
与
が
適
法

で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
。

ゥ
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
事
前
協
議
等
（
合
意

〔
又
は
同
意
〕
を
要
す
る
事
前
協
趨
は
含
歯
な
い
。

以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
が
そ

の
譲
務
蓮
果
た
し
た
と
き
は
、
裁
定
に
お
い
て
地
方

公
共
団
体
が
そ
の
義
務
を
果
た
し
た
こ
と
を
宣
官
す

る
。
「

ま
た
、
義
務
を
果
た
し
て
い
な
い
と
き
は
、
地
方

公
共
団
体
が
そ
の
譲
務
を
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
を

宜
曾
す
る
。

③
代
執
行
に
つ
い
て
は
奄
以
下
の
よ
う
な
別
類
型
の
争

訟
手
鰯
を
設
け
る
。

ァ
国
の
行
政
機
関
の
長
は
、
地
方
公
共
団
体
の
法
定

受
託
率
務
の
処
理
（
不
作
為
を
含
む
。
）
が
法
令
の

ぽ
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

③
審
理
の
手
腕

①
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
に
よ
り
行
わ
れ
る
審
理
の

手
続
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
一
般
の
行
政
不
服
審

査
に
お
け
る
手
続
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

②
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
は
、
当
事
者
若
し
く
は
関

係
行
政
観
関
等
の
申
立
て
を
受
け
、
叉
は
職
楠
に
よ
り
、

当
該
争
訟
に
つ
い
て
の
関
係
行
政
擾
関
等
を
当
骸
争
醗

に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
裁
定

①
裁
定
は
、
文
書
を
も
っ
て
行
い
、
か
つ
、
理
由
を
付

し
、
審
査
委
員
が
こ
れ
に
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
理
由
は
具
体
的
に
館
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
は
、
国
の
行
政
鰻
関
の
長

又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
等
か
ら
の
裁
定
の
申
立
て
腱

対
し
て
、
裁
定
を
す
る
。

こ
の
場
合
、

ァ
自
治
事
務
（
仮
称
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
国
の

関
与
に
つ
い
て
は
、
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
達

当
麟
関
与
が
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
き
、
又
は
、

内
容
に
お
い
て
適
切
で
な
い
と
き
は
、
裁
定
に
藷
い

て
当
践
関
与
は
理
由
が
な
い
こ
と
を
宣
言
す
る
。

規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
文
書
に

よ
り
、
当
麟
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、
そ
の
旨
を

指
摘
し
、
期
限
を
定
め
て
当
骸
率
務
処
理
を
是
正
す

べ
き
旨
の
具
体
的
な
指
示
葱
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

当
骸
国
の
行
政
機
関
の
長
は
、
当
該
地
方
公
共
団

体
が
期
限
ま
で
に
指
示
に
従
わ
な
い
掛
合
に
お
い
て
、

以
下
の
措
腱
以
外
の
方
法
に
よ
っ
て
そ
の
是
正
芝
因

る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
を
故
極
す
る

こ
と
に
よ
り
著
し
く
公
益
を
害
す
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
蓮
相
手

方
と
し
て
、
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
に
対
し
、
当

骸
地
方
公
共
団
体
が
当
骸
指
示
に
従
う
べ
き
こ
と
を

命
ず
ろ
旨
の
裁
定
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
は
薄
ア
の
申
立
て
に
理

由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体

に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
当
麟
指
示
に
従
う
べ
き
こ

と
を
命
ず
ろ
旨
の
裁
定
を
し
な
げ
れ
腿
放
ら
な
い
．

ウ
国
の
行
政
鰯
関
の
長
は
、
国
地
方
係
争
処
理
委
員

会
が
イ
の
裁
定
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
地

方
公
共
団
体
が
法
定
の
出
鯨
期
間
内
に
出
訴
せ
ず
『

か
つ
、
イ
の
裁
定
で
示
さ
れ
た
期
限
内
に
こ
れ
に
従

わ
な
い
と
き
、
又
は
、
裁
判
に
お
い
て
イ
の
裁
定
が

〃 応



駆
件
醇
訟
法
に
お
け
る
「
機
関
訴
訟
」
の
一
類
型
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

２
戴
判
手
続

⑪
判
断
の
対
象

①
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
の
裁
定
（
事
前
協
議
等
に

関
す
る
裁
定
は
除
く
。
）
に
不
服
の
あ
る
地
方
公
共
団

体
の
長
は
、
そ
の
取
消
し
の
訴
え
竃
提
起
す
る
こ
と
が

②
こ
の
瞬
訟
に
お
け
る
判
断
の
対
象
は
、
国
地
方
係
争

処
理
委
員
会
に
よ
る
栽
定
の
法
律
上
の
適
否
で
あ
る
。

②
譲
判
手
続

①
裁
定
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
東
京
高
等
裁
判
所
の
専

属
管
轄
と
す
る
。

②
こ
の
鯨
訟
は
、
壊
関
訴
訟
の
一
類
型
と
し
て
、
原
則

的
に
は
行
政
率
件
訴
訟
法
の
規
定
腱
よ
る
。

③
た
だ
し
、
こ
の
訴
訟
に
お
け
る
被
告
は
、
国
地
方
係

争
処
理
委
員
会
で
は
な
く
、
裁
定
に
お
け
る
他
方
当
事

者
で
あ
る
国
の
行
政
磯
関
の
長
と
す
る
。

３
判
決
の
効
果

①
判
決
に
よ
り
裁
定
の
取
消
し
の
訴
え
が
棄
却
又
は
却

下
さ
れ
た
掲
合
建
当
骸
裁
定
の
効
力
は
最
終
的
に
確

定
す
る
。

維
持
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
地
方
公
共
団
体
が
イ
の
裁

定
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
代
執
行
す
愚
こ
と
が
で
き

る
。こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
麟
国
の
行
政
鰻
関
の

長
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
骸
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、

当
骸
事
項
を
行
う
日
時
、
場
所
及
び
方
法
を
通
知
し

な
げ
れ
ぽ
な
ら
鞍
い
。

⑤
裁
定
の
効
果

①
栽
定
が
鏑
定
し
た
場
合
、
当
事
者
及
び
参
加
行
政
機

関
は
、
そ
の
事
案
槌
つ
い
て
当
麟
裁
定
に
拘
束
さ
れ
る
。

②
裁
定
の
効
果
は
、
上
妃
以
外
の
行
政
磯
関
及
び
一
般

私
人
と
各
当
郵
看
と
の
関
係
に
は
及
ば
な
い
も
の
と
す

る
。

⑥
国
の
行
政
機
関
が
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
の
裁
定
に

不
服
の
あ
る
秘
合
の
手
銃

①
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
の
裁
定
に
不
服
の
あ
る
国

の
行
政
概
関
の
長
（
裁
定
の
当
事
署
で
あ
っ
た
者
に
限

る
。
）
は
、
そ
の
旨
を
内
閣
総
理
大
臣
に
申
し
出
る
こ

と
が
で
き
る
。

②
こ
の
燭
台
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
閣
鑑
に

か
け
、
そ
の
結
果
、
こ
の
申
出
に
理
由
が
あ
る
と
決
定

し
た
と
き
は
奄
当
談
裁
定
を
取
り
消
し
、
具
体
的
な
理

体
の
長
は
、
そ
の
取
》

で
き
る
も
の
と
す
る
。

Ⅲ
条
例
等
の
運
法
審
査

１
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
に
よ
る
条
例
等
の
違
法
審
査

⑪
違
法
審
査
の
手
銃

①
国
の
行
政
機
関
の
長
は
、
地
方
公
共
団
体
の
条
例
又

は
規
則
の
規
定
が
文
言
上
明
白
に
法
令
の
規
定
に
違
反

す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
又

紘
行
政
委
員
会
を
相
手
方
と
し
て
、
国
地
方
係
争
処
理

委
員
会
に
対
し
、
当
該
条
例
等
の
規
定
が
違
法
で
あ
る

こ
と
の
判
定
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
こ
の
場
合
に
鑓
い
て
、
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
は
、

審
錘
の
結
果
に
従
い
、
当
鱗
条
例
等
の
規
定
が
文
官
上

明
白
腱
法
令
の
規
定
に
違
反
す
る
と
き
は
、
判
定
に
箔

い
て
当
賎
条
例
等
の
規
定
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
宜
曾

し
、
当
該
条
例
等
の
規
定
が
文
言
上
明
白
に
法
令
の
親

Ⅱ
裁
判
所
に
お
け
る
齢
訟
・
判
決

Ｉ
訴
鴎
の
類
型

①
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
国
の
関
与
に
関
す
る
国
と

地
方
公
共
団
体
と
の
間
の
係
争
に
係
る
訴
舩
は
、
行
政

由
を
示
し
て
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
腱
対
し
改
め
て

申
立
て
に
対
す
る
裁
定
を
す
る
こ
と
を
命
じ
、
こ
の
申

出
に
理
由
が
な
い
と
決
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
を

示
し
て
当
賎
国
の
行
政
機
関
の
長
に
対
し
当
賎
裁
定
に

従
う
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
よ

り
改
め
て
申
立
て
に
対
す
る
裁
定
鞍
す
る
こ
と
を
命
じ

ら
れ
た
と
き
は
、
内
閣
鍵
理
大
臣
か
ら
示
さ
れ
た
具
体

的
な
理
由
の
趣
旨
腱
従
い
、
改
め
て
申
立
て
に
対
す
る

裁
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
調
停

①
裁
定
手
銃
の
過
程
に
お
い
て
、
事
案
が
当
事
者
の
間

の
鯛
停
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、
国

地
方
係
争
処
理
委
員
会
は
、
職
樋
で
両
当
事
者
に
調
停

案
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
調
停
が
成
立
し
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
は
確
定
し
た

裁
定
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
。

②
裁
定
が
判
決
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
穐
合
に
建
国

地
方
係
争
処
理
委
員
会
は
、
判
決
の
趣
旨
腱
従
い
、
改

め
て
申
立
て
に
対
す
る
騏
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
上
記
の
掛
合
を
除
く
ほ
か
、
判
決
の
効
果
は
、
当
事

者
及
び
関
係
行
政
観
関
以
外
の
行
政
機
関
並
び
に
一
般

私
人
と
各
当
事
者
と
の
関
係
に
は
及
ば
な
い
も
の
と
す

る
。
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定
に
違
反
す
る
と
い
え
な
い
と
き
は
、
判
定
に
お
い
て

当
酸
申
立
て
を
棄
却
し
、
当
該
申
立
て
が
不
適
法
な
と

き
は
、
当
麟
申
立
て
を
却
下
す
る
。

な
お
、
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
は
、
法
令
の
違
憲

性
に
つ
い
て
の
判
断
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

②
違
法
審
査
の
申
立
て
が
棄
却
さ
れ
た
掛
合

①
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
の
判
定
に
不
服
の
あ
る
国

の
行
政
機
関
の
長
（
判
定
の
当
事
者
で
あ
っ
た
者
に
限

る
。
）
は
、
そ
の
旨
を
内
閣
繊
理
大
臣
腱
申
し
出
る
こ

と
が
で
き
る
。

②
こ
の
場
合
の
手
腕
は
、
議
定
に
関
す
る
内
閣
艦
理
大

臣
へ
の
不
服
の
申
出
の
例
に
よ
る
。

③
条
例
等
の
規
定
が
違
法
で
あ
る
旨
宣
言
さ
れ
た
場
合

①
判
定
に
お
い
て
条
例
等
の
規
定
が
違
法
で
あ
る
旨
宣

旨
さ
れ
た
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
判
定
を
申
し

立
て
た
国
の
行
政
纏
関
の
長
の
申
出
腱
よ
り
、
判
定
の

相
手
方
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
長
等
に
対
し
、
期
限

を
定
め
て
当
骸
条
例
等
の
規
定
の
改
廃
の
措
睡
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
（
以
下
「
改
廃
措
極
要
求
」
と
い

う
。
）
。

②
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
等

は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
相
手
方
と
し
て
、
改
廃
措
魁
要

②
判
決
に
お
い
て
条
例
等
の
規
定
跡
違
法
で
あ
る
旨
宣

言
さ
れ
た
と
き
は
、
当
麟
条
例
等
の
規
定
は
違
法
と
宣

言
さ
れ
た
限
度
に
お
い
て
将
来
に
向
か
っ
て
そ
の
効
力

を
失
う
。

い
と
き
ば
、
当
醸
訴
え
を
棄
却
し
、

と
き
は
、
当
麟
瞬
え
を
却
下
す
る
。

が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
宣
旨
し
、
当
麟
条
例
等
の
規
定

が
文
言
上
明
白
に
法
令
の
規
定
に
違
反
す
る
と
い
え
な

い
と
き
は
、
当
醸
訴
え
を
棄
却
し
、
解
え
が
不
適
法
な

求
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
Ｐ

③
改
廃
措
魑
要
求
が
確
定
し
た
鰯
合
に
お
い
て
、
定
め

ら
れ
た
期
限
ま
で
に
当
麟
地
方
公
共
団
体
が
当
麟
条
例

等
の
規
定
を
改
廃
し
な
い
と
き
は
、
判
定
を
申
し
立
て

た
国
の
行
政
機
関
の
長
の
申
出
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大

臣
は
、
当
骸
地
方
公
共
団
体
の
長
等
を
相
手
方
と
し
て
、

当
咳
条
例
等
の
規
定
の
違
法
確
露
の
鯨
え
を
提
起
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２
裁
判
所
に
お
け
る
誘
訟
・
判
決

⑩
訴
訟
の
類
型

①
条
例
等
の
違
法
審
査
を
め
ぐ
る
醇
訟
は
、
い
ず
れ
も

行
政
事
件
醇
訟
法
に
お
け
る
「
機
関
瞬
訟
」
の
一
類
型

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

②
改
廃
措
圃
要
求
の
取
消
し
の
醇
え
に
つ
い
て

①
改
廃
措
世
要
求
の
取
消
し
の
鯨
え
の
手
腕
及
び
判
決

の
効
果
等
は
、
通
常
の
処
分
取
梢
鯨
訟
に
準
ず
る
．

③
条
例
等
の
規
定
の
違
法
確
麗
の
露
え
に
つ
い
て

①
内
閣
総
理
大
臣
が
、
地
方
公
共
団
体
の
長
等
を
相
手

方
と
し
て
、
条
例
等
の
規
定
の
違
法
醗
認
の
訴
え
を
提

起
し
た
場
合
、
裁
判
所
は
、
癖
理
の
結
果
腱
従
い
、
当

該
条
例
等
の
規
定
が
文
言
上
明
白
に
法
令
の
規
定
に
違

反
す
る
と
き
は
、
判
決
に
お
い
て
当
蔑
条
例
等
の
規
定

8０ 8J 
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戦
後
佃
年
の
地
方
自
治

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
と
現
代
の
地
方
自
治

公
害
行
政
と
自
治
・
自
治
体

補
助
金
・
行
革
・
地
方
自
治

福
祉
行
政
に
み
る
地
方
自
治

卵
年
代
地
方
自
治
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へ
の
視
座

内
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雑
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ロ
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テ
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高
齢
化
社
会
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軟
憲
陸
と
町
づ
く
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小
林
鴎
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創
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む
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医
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福
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卓
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高
齢
化
社
会
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