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論
説

政
策
実
現
の
財
政
法
的
手
法
に
関
す
る
一
考
察

は
じ
め
に

で
政
曜
誘
導
機
能
と
は
何
か

２
、
誘
導

３
、
政
鞭
誘
導
ｌ
そ
の
膝
史
的
背
殿

４
．
現
代
に
お
け
る
政
碓
誘
導
の
祢
詳
性

５
、
柧
悦
手
法
と
財
政
手
法

二
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
雄
誘
導

１
．
立
法
に
よ
る
典
体
化
の
例

１
．
政
雄

大
脇
成

１（熊本法j､腓IlIlij･'０７）



論 蝋

従
来
、
財
政
法
（
財
政
作
川
に
関
す
る
法
規
範
全
般
を
さ
す
広
義
の
懲
味
で
Ⅲ
い
る
。
以
下
、
こ
と
わ
り
の
な
い
限
り
本
稿
に
お
い

て
同
じ
。
）
は
、
公
法
学
あ
る
い
は
行
政
法
学
に
お
い
て
必
ず
し
も
愈
要
な
地
位
を
占
め
て
は
い
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
財

政
法
は
、
行
政
処
分
等
の
根
拠
と
な
る
法
規
範
と
は
異
な
り
、
一
般
国
民
の
権
利
義
務
と
直
接
に
か
か
わ
る
こ
と
が
な
い
点
が
特
徴
で

あ
っ
た
と
罫
え
る
。
掴
家
が
そ
の
活
動
盗
金
た
る
財
源
を
租
税
と
し
て
徴
収
す
る
局
面
は
多
分
に
一
般
風
民
の
椛
利
義
務
に
か
か
わ
る

こ
と
に
な
る
が
、
財
政
に
側
す
る
法
規
範
は
、
一
旦
徴
収
し
た
財
源
を
あ
く
ま
で
国
家
内
部
に
お
い
て
取
り
扱
う
際
の
規
律
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
財
政
法
と
行
政
法
（
特
に
行
政
作
川
法
）
は
伝
統
的
な
「
内
部
法
」
「
外
部
法
」
の
峻
別
論
を
前

提
と
し
て
、
性
蘭
が
大
き
く
異
な
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
九
八
○
年
代
頃
に
な
る
と
、
財
政
法
の
内
部
法
と

し
て
の
性
凹
が
完
全
に
森
定
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
が
、
財
政
法
と
行
政
作
川
法
と
の
協
側
作
梁
の
余
地
、
お
よ
び
相
Ⅲ
学
習
の
可
能
性

が
あ
る
点
が
指
摘
さ
れ
、
一
部
に
お
い
て
は
統
合
が
試
み
ら
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
。

は
じ
め
に

２
．
行
政
化
の
組
織
編
成
に
お
け
る
紋
胱
の
収
縮

．
『
政
策
誘
導
機
能
と
財
政
法
の
変
秤

ｌ
、
財
政
赤
字
対
鞭
と
し
て
の
側
而

２
．
行
政
の
透
川
性
硴
係
手
段
と
し
て
の
側
町

む
す
び
に
か
え
て

熊本法学 勝り7）２



政策実現の財政法的手法にlIUする－…巷察

本
稿
で
は
、
上
に
見
た
内
容
を
も
つ
、
財
政
法
や
予
算
の
「
政
策
誘
導
」
の
法
構
造
、
有
用
性
、
問
題
点
、
許
容
条
件
等
を
考
察
す

る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
じ
め
に
本
稿
が
用
い
る
「
政
策
誘
導
」
の
用
語
の
定
義
を
行
い
（
二
、
次
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
そ
の
具
体
的

試
行
と
、
そ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
効
果
を
見
た
あ
と
に
（
二
）
、
政
策
誘
導
機
能
が
財
政
法
の
役
割
を
ど
の
よ
う
に
変
化
さ
せ
る
の

以
上
の
よ
う
な
財
政
法
の
特
質
及
び
そ
の
変
容
と
表
現
し
う
る
論
点
に
つ
い
て
以
前
、
別
稿
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
に
お

い
て
は
、
主
と
し
て
講
学
上
の
議
論
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
を
考
察
対
象
と
し
た
。

他
方
で
以
上
に
見
た
よ
う
な
財
政
法
の
変
容
現
象
な
い
し
傾
向
が
現
代
社
会
に
お
い
て
動
態
的
・
実
際
的
に
見
ら
れ
る
局
面
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
特
定
の
「
政
策
」
を
旧
来
型
の
規
制
的
手
法
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
代
わ
っ
て
、
財
政
的
手
法
あ
る
い

は
財
政
法
的
手
法
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
局
面
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
局
面
と
密
接
に
か
か
わ
る
、
財
政
法
や
予
算
が
も
つ
「
政
策
誘
導
」
の
機

能
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
、
財
政
法
や
予
算
は
、
そ
の
本
来
的
性
質
で
あ
っ
た
内
部
法
的
側
面
を
脱
し
て
、
一

面
に
お
い
て
は
国
家
外
部
へ
と
影
響
を
与
え
る
機
能
を
持
つ
に
至
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
現
象
の
ひ
と
つ
の
典
型
例
と
し
て
、
近
年
に
お

い
て
は
財
政
法
や
予
算
が
特
定
の
政
策
を
誘
導
な
い
し
促
進
す
る
傾
向
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
こ
こ
で
は

「
政
策
誘
導
」
と
呼
ぶ
が
、
こ
れ
に
よ
り
（
規
制
的
手
法
に
代
表
さ
れ
る
）
従
来
型
手
法
に
よ
る
政
策
実
現
に
は
十
分
な
財
政
的
リ
ソ
ー

ス
を
投
入
で
き
な
い
状
況
に
お
い
て
も
、
な
お
有
効
に
作
用
し
う
る
手
法
の
選
択
肢
を
拡
大
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
加
え
て
国
家

が
行
う
諸
施
策
の
合
理
性
の
検
証
可
能
性
を
高
め
、
そ
の
実
現
過
程
の
透
明
性
を
高
め
る
こ
と
な
ど
も
可
能
と
な
る
。
そ
の
意
味
に
お

い
て
、
財
政
法
の
規
律
領
域
が
拡
大
し
て
い
る
一
つ
の
例
で
も
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
機
能
を
よ
り
一
般
化
す

る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
は
現
実
社
会
に
お
い
て
課
題
と
さ
れ
る
個
別
の
政
策
課
題
に
対
し
て
も
、
新
た
な
実
現
手
法
を
提
示
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

３（熊本法学111り'07）



晉忌ｂＵ

ｉｉｍｌ

説
か
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
（
三
）
。

１
、
政
策

多
様
な
意
味
内
容
を
も
つ
用
語
、
「
政
策
」
に
つ
い
て
本
稿
に
お
け
る
意
味
を
は
じ
め
に
確
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
政
策
概
念

に
つ
い
て
は
、
既
に
法
律
に
お
い
て
定
錠
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
行
政
機
関
が
行
う
政
策
の
評
価
に
関
す
る
法
律
」
（
平
成

一
三
年
法
八
六
号
）
二
条
二
項
で
は
、
「
行
政
機
関
が
、
そ
の
任
務
又
は
所
掌
事
務
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
一
定
の
行
政
目
的
を
実
現

す
る
た
め
に
企
画
及
び
立
案
を
す
る
行
政
上
の
一
連
の
行
為
に
つ
い
て
の
力
針
、
方
策
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
」
と
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
本
稿
の
視
点
か
ら
は
よ
り
プ
ロ
セ
ス
に
着
目
し
た
政
策
の
定
義
を
も
参
照
す
る
こ
と
が
有
用
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も

の
は
公
法
学
に
お
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
よ
り
も
以
前
か
ら
は
主
と
し
て
行
政
学
（
政
治
学
）
に
お
い
て
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
、
こ
れ
ら
の
議
論
を
は
じ
め
に
見
る
こ
と
と
す
る
。

公
法
学
に
お
い
て
Ⅲ
い
ら
れ
る
政
策
概
念
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
り
大
別
し
て
、
「
統
治
政
策
」
と
「
法
政
策
」
の
二

以
ｒ
に
お
い
て
は
、
政
策
誘
導
の
川
語
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
本
棉
に
お
け
る
「
政
策
」
（
１
）
と
「
誘
導
」
（
２
）
の
川

語
法
を
確
認
す
る
動
そ
し
て
、
政
策
誘
導
の
歴
史
的
背
景
を
琴
察
し
（
３
）
、
そ
の
上
で
現
代
に
お
け
る
許
容
性
に
つ
い
て
検
証
す
る

（
４
）
。
史
に
政
策
誘
導
に
お
い
て
、
財
政
的
手
法
と
機
能
的
代
替
性
を
有
す
る
租
税
手
法
と
の
異
同
に
つ
い
て
瞥
見
す
る
（
５
）
。

、
政
策
誘
導
機
能
と
は
何
か
ｌ
本
稿
に
お
け
る
用
語
の
意
味
内
容

(熊本抜学111り'07）４



政雄ｿﾞﾐ｣[凡の１１ｹ政法的「法にlIUする考察

政
策
に
関
し
て
、
本
稿
で
採
川
す
る
概
念
の
確
定
は
、
行
政
学
の
分
野
で
一
般
的
に
見
ら
れ
る
も
の
と
も
お
お
よ
そ
合
致
す
る
。
例

え
ば
、
政
策
を
「
政
府
の
方
針
・
方
策
・
構
想
・
計
画
な
ど
を
総
称
す
る
概
念
」
と
し
て
捉
え
、
「
政
府
が
そ
の
環
境
諸
条
件
ま
た
は

そ
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
集
川
の
行
動
に
な
ん
ら
か
の
変
更
を
加
え
よ
う
と
す
る
意
回
の
も
と
に
、
こ
れ
に
向
け
て
働
き
か
け
る
柄

助
の
案
」
と
い
う
定
義
が
あ
る
」
こ
れ
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
先
の
「
統
桁
政
漿
」
の
側
面
に
耽
点
が
慨
か
れ
、
本
橘
で
考
え
る
も
の

と
一
致
す
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
史
に
、
政
府
の
活
動
案
が
す
べ
て
政
碓
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
、
政
簸
と
施
蛾
・

業
務
を
分
類
す
る
⑪
こ
れ
は
「
活
動
の
案
」
と
実
際
の
「
椚
助
」
（
す
な
わ
ち
「
立
案
」
と
「
尖
施
」
）
と
を
区
別
す
る
も
の
で
あ
り
、

典
体
的
に
は
議
会
・
内
閣
・
大
雁
な
ど
の
政
治
機
関
に
よ
っ
て
決
定
済
み
の
活
動
案
を
政
策
と
考
え
、
行
政
機
関
の
処
班
に
委
ね
ら
れ

い‐」

て
い
る
醐
唄
の
立
案
・
決
定
・
実
施
活
動
は
す
べ
て
政
策
の
実
施
活
動
と
な
る
と
い
う
区
別
の
雅
礎
と
な
っ
て
い
る
。
後
者
の
「
施
策
・

莱
務
」
は
い
わ
ば
政
雄
の
具
体
的
実
現
枡
助
と
し
て
位
椴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
行
政
柄
動
の
多
く
は
過
去
か
ら
継
続
的
に
迎
世

さ
れ
て
い
る
炎
施
活
動
で
あ
り
人
部
分
が
こ
の
愈
味
の
施
策
・
業
務
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
「
政
策
」
は

あ
る
ロ

側
而
が
指
摘
さ
れ
る
。
前
稀
は
「
政
府
に
採
川
さ
れ
る
（
ま
た
は
採
川
さ
れ
る
べ
き
）
８
棟
と
そ
の
達
成
の
た
め
の
唯
本
手
順
を
ぷ
す

概
念
」
で
あ
る
。
一
般
に
い
わ
れ
る
住
宅
政
策
、
交
通
政
策
な
ど
は
特
定
分
野
に
お
け
る
Ⅱ
標
設
定
に
爪
点
が
あ
り
、
こ
れ
に
州
野
す

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
後
背
は
、
行
政
法
学
に
お
い
て
解
釈
論
と
対
樅
し
て
Ⅲ
い
ら
れ
る
政
策
論
と
い
う
語
が
こ
の
側
面
に
適
合
し
、

法
の
執
行
・
迎
川
か
ら
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
制
度
の
見
直
し
を
Ｍ
る
と
い
う
道
筋
を
葱
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
ば
し
ば
現
実
の

場
而
で
は
両
替
が
重
な
り
合
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
本
橘
で
は
こ
の
二
分
類
で
い
う
な
ら
ば
主
と
し
て
、
前
者
の
概
念
に
比

愈
を
価
き
な
が
ら
も
、
そ
の
双
方
を
包
括
す
る
広
義
の
「
政
策
」
概
念
を
念
頭
に
慨
く
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
さ
し
く
政
府
に

よ
っ
て
採
川
さ
れ
る
特
定
の
Ⅱ
標
を
達
成
す
る
「
下
段
」
と
し
て
Ⅲ
政
法
や
予
算
を
利
川
す
る
場
合
を
巷
察
す
る
の
が
本
椛
の
Ⅱ
的
で

５（熊'１hs法学１１１り．（)7）



論 ｉｔ

２
、
誘
導

と
こ
ろ
で
、
政
雄
は
そ
の
効
果
が
拘
束
的
な
も
の
で
あ
る
必
要
性
が
あ
る
か
否
か
、
あ
る
い
は
政
策
の
主
体
は
政
府
に
限
ら
れ
る
の

か
否
か
、
と
い
う
論
点
が
存
疵
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
区
分
論
の
採
川
は
合
耶
的
で
は
な
い
。
拘
束
的
か
そ
う
で
な
い
か
と
い

う
間
迦
は
征
々
に
し
て
相
対
的
で
あ
り
、
ま
た
、
政
府
に
よ
る
政
策
の
み
を
捉
え
て
「
政
策
」
と
考
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ほ
ど
述

和
感
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
政
簸
」
を
政
府
に
よ
る
も
の
に
限
定
し
て
も
、
そ
の
中
に
は
当

然
に
拘
束
的
な
も
の
と
拘
束
的
で
な
い
も
の
と
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
、
一
般
に
は
前
者
に
属
す
る
も
の
が
行
政
法
学

に
お
け
る
考
察
対
象
を
占
め
て
き
た
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
後
肴
に
も
注
目
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
こ
で
い
う

拘
束
的
で
な
い
政
簸
実
現
手
法
の
典
型
が
、
「
誘
導
手
法
」
な
の
で
あ
る
。

本
柵
の
Ⅲ
迦
川
心
か
ら
誘
導
手
法
を
端
的
に
示
す
な
ら
ば
、
行
政
上
「
直
接
に
一
定
の
行
動
を
命
令
し
た
り
禁
止
し
た
り
す
る
の
で

立
案
部
分
の
み
を
指
す
こ
と
と
な
り
、
「
施
策
・
業
務
」
は
「
政
策
」
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
次
段
階
、
あ
る
い
は
下
位

概
念
と
考
え
ら
れ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
、
本
稿
の
視
座
か
ら
は
、
「
施
錐
・
業
務
」
と
し
て
の
実
施
活
動
の
手
段
と
し
て
、
財
政
法

恥

や
予
算
が
位
悩
づ
け
ら
れ
得
る
こ
と
に
な
る
。

結
論
的
に
は
、
本
稿
に
い
う
「
政
莱
誘
導
」
と
そ
の
手
段
を
説
明
す
る
上
で
は
、
立
案
か
ら
実
施
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
の
側
耐
を
視
野

に
入
れ
つ
つ
も
こ
こ
で
見
た
「
政
府
に
よ
っ
て
採
川
さ
れ
る
活
動
の
衆
」
と
い
う
政
策
概
念
が
も
っ
と
も
適
介
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

特
定
の
懲
図
を
も
っ
て
政
府
が
、
身
以
外
の
も
の
に
働
き
か
け
を
す
る
場
合
の
活
動
の
案
が
家
「
政
策
」
と
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
尖

現
す
る
に
あ
た
り
、
法
規
の
定
立
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
手
法
が
考
え
う
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
財
政
法
あ
る
い
は

予
算
を
「
施
繁
」
の
具
体
的
選
択
肢
と
し
て
Ⅲ
い
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(熊本法学11Ｗ｡`07）６
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は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
間
接
的
な
〃
法
に
よ
っ
て
野
該
行
動
の
促
進
ま
た
は
抑
制
が
例
ら
れ
る
場
合
」
に
Ⅲ
い
ら
れ
る
手
法
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
手
法
を
よ
り
詳
し
く
兄
る
な
ら
ば
、
誘
導
そ
の
も
の
を
実
現
す
る
法
的
仕
組
み
が
準
備
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、

「
立
法
が
何
ら
か
の
誘
導
効
果
の
発
生
を
ｌ
主
た
る
目
的
と
し
て
、
ま
た
は
従
た
る
効
果
と
し
て
ｌ
意
図
し
つ
つ
一
定
の
干
渉
な
い
し

⑨

給
付
の
法
的
仕
組
み
を
規
定
し
て
い
る
も
の
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
立
法
者
が
意
図
的
に
附
随
的
な
効
果
を
発
生
す

る
仕
組
み
を
殺
計
し
、
そ
の
附
随
的
効
果
が
、
目
的
と
し
て
は
「
花
た
る
も
の
」
で
あ
る
が
、
効
果
と
し
て
は
「
従
た
る
も
の
」
と
な
っ

て
い
る
の
が
、
》
股
的
な
誘
導
手
法
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
誘
導
手
法
は
様
々
な
仕
組
み
、
あ
る
い
は
行
為
形
式

の
複
合
形
態
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
政
雄
の
実
現
手
段
と
し
て
こ
の
誘
導
手
法
は
意
織
さ
れ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、

Ｌ
←

き
わ
め
て
広
範
に
見
ら
れ
て
き
た
と
も
一
一
両
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
誘
導
手
法
は
、
何
ら
か
の
形
で
「
経
済
的
」
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
な
い
し
デ
ィ
ス
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
発
生
さ
せ
る

、》

も
の
で
あ
る
。
そ
の
も
っ
と
も
大
き
な
効
用
は
「
よ
り
望
ま
し
い
水
準
の
行
政
活
動
を
実
現
」
す
る
こ
と
に
あ
る
二
す
な
わ
ち
、
規
制

的
手
法
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
水
準
が
、
そ
の
規
制
を
免
れ
る
レ
ベ
ル
に
止
ま
る
（
そ
し
て
そ
れ
以
上
の
水
準
達
成
を
目
指
す
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
が
働
か
な
い
）
の
に
対
し
て
、
段
階
的
な
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
・
デ
ィ
ス
ィ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
付
与
を
設
定
す
る
こ
と

で
、
私
人
が
よ
り
岡
次
の
政
策
Ⅱ
的
水
池
の
達
成
を
Ⅱ
指
す
原
動
力
を
唯
み
Ⅲ
す
の
で
あ
る
。
そ
の
愈
味
に
お
い
て
は
、
経
済
的
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
を
中
心
に
据
え
る
、
こ
の
誘
導
手
法
に
お
い
て
広
義
の
財
政
手
法
（
租
税
を
Ⅲ
い
た
手
法
を
含
む
）
が
多
く
用
い
ら
れ
る

の
は
必
然
的
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

３
、
政
策
誘
導
Ｉ
そ
の
歴
史
的
背
景
（
ド
イ
ツ
の
議
論
を
中
心
と
し
て
）

と
こ
ろ
で
、
本
橘
で
想
定
し
て
い
る
「
誘
導
」
の
ド
イ
ツ
訳
語
は
Ｆ
８
百
．
媚
あ
る
い
は
の
【
２
の
『
昌
晒
で
あ
る
。

Ｐ
目
六
ｐ
ｐ
ｍ
は

７（熊本法学111号'07）
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そ
し
て
こ
の
榊
図
に
次
な
る
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
四
世
紀
的
自
由
国
家
観
念
か
ら
、
次
第
に
社
会
国
家
観
念
が
支

配
的
と
な
る
頃
で
あ
る
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
政
府
は
予
算
の
適
正
性
に
関
す
る
責
任
を
一
身
に
負
う
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ま
で
は
財

政
規
模
の
増
大
に
反
対
す
る
こ
と
に
終
始
し
て
き
た
議
会
は
、
様
々
な
分
野
に
お
い
て
国
家
に
よ
る
、
よ
り
多
く
の
歳
出
を
求
め
る
よ

う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
議
会
で
は
な
く
政
府
自
身
が
歳
出
の
抑
制
と
い
う
役
割
を
負
う
よ
う
に
な
る
。
議
会
の
要
求
が
財

程
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
ｃ

の
［
２
の
『
目
的
の
具
体
的
発
現
形
態
の
一
つ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
前
者
の
方
が
よ
り
具
体
的
な
形
で
、
あ
る
目
的
に
向
か
っ
て
物
８
７

事
を
導
く
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
。
後
者
は
そ
れ
よ
り
も
広
い
意
味
で
用
い
ら
れ
、
誘
導
と
は
直
接
的
関
連
が
な
く
と
も
、
そ
の
Ｕ
Ⅱ
り

り
』

前
提
や
補
完
条
件
と
な
り
う
る
会
計
検
査
等
も
、
（
の
已
臼
目
宛
と
し
て
語
ら
れ
る
。

ｌ

学

そ
こ
で
ま
ず
、
予
算
制
度
を
用
い
た
Ｓ
８
百
．
館
が
議
場
す
る
ま
で
の
歴
史
的
経
緯
を
瞥
見
す
る
こ
と
と
す
る
。
と
い
う
の
も
、
行
繩
鳫

政
活
動
と
か
か
わ
る
Ｐ
の
昊
目
、
（
「
行
政
誘
導
」
）
の
位
洲
づ
け
を
理
解
す
る
に
は
、
財
政
制
度
、
と
り
わ
け
予
算
を
め
ぐ
る
議
会
と
伽

政
府
に
よ
る
主
導
権
争
い
の
歴
史
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

予
算
の
歴
史
的
発
展
経
緯
を
見
る
と
、
「
行
政
内
部
統
制
と
し
て
の
官
僚
的
・
行
政
技
術
的
な
制
度
か
ら
、
行
政
外
部
に
よ
る
統
制

の
手
段
」
へ
と
変
化
し
た
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
歴
史
的
に
見
た
場
合
、
予
算
は
、
あ
く
ま
で
も
官
僚
制
度
と
密
接

不
離
の
現
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
予
算
制
度
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。
や
が
て
予
算
の
性
質
な
い
し
機
能
が
変
一
化
し
て
ゆ
く
が
、

こ
の
こ
と
は
ま
さ
し
く
、
議
会
と
王
椛
の
闘
争
の
歴
史
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
行
政
外
部
に
よ
る
統
制
」
は
、

蒋
振
の
執
行
椎
か
ら
、
議
会
に
お
い
て
代
表
さ
れ
る
市
民
社
会
の
手
に
実
質
的
な
統
制
の
椛
限
が
移
行
し
て
ゆ
く
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
行
政
の
活
動
費
川
の
増
大
か
ら
Ⅵ
起
こ
さ
れ
る
増
税
を
阻
止
す
べ
く
、
国
の
歳
出
を
抑
制
す
る
よ
う
に
議
会
が
刀
を
発

揮
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
の
流
れ
を
見
る
と
、
予
算
は
「
官
中
心
」
の
制
度
か
ら
「
議
会
中
心
」
の
制
度
へ
と
移
行
し
て
ゆ
く
過
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算
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

こ
こ
で
は
、
行
政
主
導
の
Ｆ
の
二
六
目
、
を
語
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
ｏ
す
な
わ
ち
、
実
質
的
に
行
政
が
予
算
を
用
い
て
、
何
ら
か
の

政
策
を
誘
導
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
典
型
例
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
一
九
七
六
年
に
出
版
さ
れ
た
、
Ｒ
・
ム
ス
ク

ヌ
ー
ク
教
授
の
『
法
律
と
し
て
の
予
算
」
に
お
い
て
、
「
予
算
に
よ
る
行
政
誘
導
（
『
の
『
三
四
一
【
こ
長
餉
一
の
ロ
百
二
ｍ
目
『
、
ロ
烏
。

国
目
醜
冨
一
（
⑪
ロ
一
色
。
）
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
各
行
政
機
関
が
自
ら
の
手
で
資
金

調
達
を
す
る
こ
と
は
あ
く
ま
で
例
外
で
あ
り
、
財
政
官
庁
が
一
元
的
に
租
税
を
徴
収
し
、
そ
れ
を
財
源
と
し
て
各
機
関
に
資
金
配
分
が

な
さ
れ
る
と
い
う
、
現
在
に
お
い
て
見
ら
れ
る
当
然
の
仕
組
み
で
あ
る
。
こ
の
仕
組
み
は
事
前
の
資
金
需
要
見
積
を
前
提
と
す
る
が
、

そ
の
役
割
を
果
た
す
の
が
予
算
で
あ
る
ｃ
こ
の
予
算
の
規
模
が
比
較
的
小
規
模
な
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ

れ
る
予
算
の
四
機
能
論
の
う
ち
、
「
政
論
的
機
能
」
（
議
会
と
政
府
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
る
政
策
上
の
目
標
設
定
の
剛
離
に
対
し
て
、
議
会
が

こ
こ
に
至
り
、
「
行
政
誘
導
」
と
い
う
べ
き
「
予
算
を
用
い
た
行
政
に
よ
る
行
政
の
誘
導
」
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

原
理
的
・
制
度
的
に
は
依
然
と
し
て
議
会
の
強
力
な
統
制
の
下
に
お
か
れ
る
は
ず
の
予
算
を
、
実
質
的
に
操
作
し
て
い
る
の
が
政
府

（
行
政
）
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
史
に
、
い
わ
ゆ
る
福
祉
（
社
会
）
国
家
化
現
象
に
連
動
し
て
、
机
税
に
政
策
月
的

実
現
下
段
と
し
て
の
役
割
が
正
而
か
ら
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
租
税
制
度
、
ひ
い
て
は
予
算
制
度
に
政
策
手
段
と
し

て
の
機
能
が
流
入
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
行
政
が
向
ら
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
７

政
均
衡
を
脅
か
す
こ
と
が
容
易
に
想
定
さ
れ
る
に
至
り
、
そ
の
要
求
に
対
し
て
政
府
は
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
二
○
条
一
項
二

文
の
収
文
均
衡
の
要
請
を
理
川
に
歳
出
規
模
の
抑
制
を
志
向
し
、
史
に
何
怯
二
三
条
に
よ
っ
て
対
抗
策
を
講
じ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
予
算
は
「
議
会
中
心
」
の
制
度
か
ら
、
あ
る
意
味
事
実
的
で
は
あ
る
が
、
再
度
「
官
中
心
」

の
制
度
と
な
る
の
で
あ
る
。

９（熊本法準111り'０７）
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〈
少
な
く
と
も
一
時
的
に
〉
決
論
を
付
け
る
手
段
と
し
て
の
役
削
を
職
味
す
る
）
が
適
正
に
作
川
す
る
。
と
こ
ろ
が
予
算
自
体
が
、

「
天
文
学
的
規
模
（
色
の
｛
『
（
）
。
。
且
の
○
コ
の
。
『
富
の
己
Ｃ
ａ
曰
目
、
の
。
）
」
に
な
る
に
し
た
が
い
、
議
会
は
予
算
に
関
す
る
細
部
の
関
与
が
小

実
上
で
き
な
く
な
っ
て
ゆ
き
、
予
算
の
「
政
治
的
機
能
」
が
本
来
予
定
し
て
い
た
、
政
府
と
議
会
の
均
衡
的
対
抗
関
係
に
変
化
が
生
じ

る
。
そ
し
て
そ
の
反
動
と
し
て
、
政
府
（
行
政
）
に
よ
る
予
卸
制
腿
の
利
川
可
能
性
（
予
算
の
「
行
政
的
機
能
（
員
白
目
⑪
（
『
昌
忌

Ｐ
４

『
自
冨
・
ロ
ロ
。
⑫
爵
巨
⑪
一
国
一
［
：
一
目
⑪
）
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
が
拡
大
す
る
。
予
鈍
を
よ
り
細
分
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
政
府

は
自
ら
の
各
機
関
に
対
す
る
溢
金
配
分
に
先
立
つ
森
定
を
よ
り
糀
辮
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
機
関
の

事
務
執
行
を
よ
り
正
確
に
誘
導
・
統
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
見
た
、
「
議
会
中
心
」
か
ら
「
官
中

心
」
へ
と
予
算
制
度
が
移
行
し
て
ゆ
く
過
程
で
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。

こ
こ
に
述
べ
た
も
の
が
「
行
政
誘
導
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
誘
導
す
る
主
体
は
（
中
央
の
）
政
府

で
あ
り
、
誘
導
さ
れ
る
客
体
は
政
府
の
各
機
関
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
両
者
は
と
も
に
三
権
の
う
ち
の
行
政
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
行
政
の
一
体
性
を
担
保
す
る
た
め
の
仕
組
み
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
本
稿
に
い
う
政
策
誘
導
と
は
異
な
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
行
政
自
身
が
予
算
を
手
段
と
し
て
様
々
な
政
莱
の
実
施
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
本
稿
で
想

定
す
る
、
政
策
誘
導
の
前
捉
状
況
を
形
成
し
た
と
も
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

本
稿
に
い
う
政
策
誘
導
は
、
主
と
し
て
立
法
者
が
財
政
法
や
予
飾
を
手
段
と
し
、
行
政
を
媒
介
と
し
て
行
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ

に
見
た
よ
う
な
行
政
胤
身
が
誘
導
の
主
体
と
な
る
側
面
も
当
然
に
残
さ
れ
て
い
る
。
今
日
に
お
い
て
行
政
が
政
策
立
案
に
お
い
て
樋
め

て
大
き
な
役
割
を
来
た
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
懲
味
で
は
政
策
誘
導
の
主
体
た
り
う
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
と
の
当
否
は
別
論
と
し
て
、
予
算
制
度
が
突
駈
的
に
櫛
中
心
の
制
腿
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
千
節
や
財
政
法
を
利
川
し

て
、
将
定
の
政
簸
を
促
進
す
る
糀
密
な
道
具
と
し
て
の
前
提
が
作
ら
れ
た
と
見
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
は
、
以
下
の
五
点
か
ら
一
律
に
政
策
誘
導
が
法
治
主
義
と
対
立
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
第
一

に
、
法
自
身
が
行
政
に
対
し
て
、
追
加
的
考
量
や
経
済
上
の
目
標
設
定
な
ど
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
う
る
よ
う
な
、
裁
量
の
範
囲
を
認
め

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
か
よ
う
な
領
域
に
お
い
て
は
、
新
た
な
統
制
手
法
を
用
い
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

別
稿
で
見
た
よ
う
に
、
判
例
上
、
内
部
法
と
し
て
の
財
政
法
が
外
部
へ
と
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
領

域
に
属
す
る
か
ら
こ
そ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
第
二
に
、
財
政
上
の
基
準
（
曰
①
『
。
『
ぬ
：
①
ロ
ロ
の
⑫
津
自
切
目
］
（
い
）
は
立
法
者
に
よ
る
規

範
的
命
令
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
法
に
よ
る
規
律
（
幻
の
、
の
」
ご
ｇ
ｏ
の
幻
月
頁
⑩
）
と
変
わ
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、

経
済
性
の
原
則
は
憲
法
上
の
要
請
（
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
二
四
条
二
項
）
で
あ
り
、
そ
の
要
請
に
基
づ
く
考
量
が
一
般
的
に

行
政
活
動
を
誤
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
適
切
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
納
税
者
へ
の
過
重
な
負
担
の
禁
止

（
同
法
一
四
条
お
よ
び
一
○
六
条
三
項
四
文
二
号
）
か
ら
も
正
当
化
さ
れ
る
。
第
四
に
、
法
治
国
家
は
国
家
に
よ
る
経
済
的
給
付
に
対

し
て
、
金
銭
上
の
合
理
性
を
求
め
る
と
い
う
側
面
を
も
つ
。
経
済
的
に
最
適
な
決
定
を
求
め
る
こ
と
は
、
法
治
主
義
に
合
致
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
両
者
は
矛
盾
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
五
に
、
あ
る
事
象
へ
の
対
応
と
し
て
、
法
規
範
に
よ
る
か
財
政
手
法
に
よ

る
か
と
い
う
問
題
が
先
鋭
化
す
る
の
は
、
市
民
が
国
家
に
対
し
て
請
求
権
を
有
す
る
よ
う
な
法
関
係
に
か
か
わ
る
局
面
に
限
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
手
法
選
択
の
問
題
は
、
法
的
に
自
ず
か
ら
決
定
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
を
用
い

ら
れ
る
こ
し
〒
も
あ
ろ
う
。

４
、
現
代
に
お
け
る
政
策
誘
導
の
許
容
性

経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
用
い
た
政
策
誘
導
に
対
し
て
は
、
法
治
主
義
と
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
容
易
に
想
起
さ
れ
る
。
「
国
家
行

政
を
統
治
す
る
の
は
金
で
な
く
、
法
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
法
治
主
義
の
大
前
提
で
あ
り
。
法
令
の
制
定
・
改
廃
に
よ
る
政
策
の
実
現

が
本
来
的
手
法
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
政
策
誘
導
は
い
わ
ば
傍
流
の
手
法
と
な
る
。
あ
る
い
は
、
法
治
主
義
に
対
す
る
挑
戦
と
考
え

1１（熊本法学111号.07）
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こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
な
政
策
誘
導
手
法
に
関
し
て
、
早
く
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
が
、
租
税
手
法
を
用
い
た
政
策
誘

導
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
主
と
し
て
二
つ
の
も
の
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
第
一
は
、
あ
る
特
定
の
政
策
目
的
の
た
め
に
租
税
制
度
を
利
用

す
る
方
法
で
あ
る
。
宅
地
の
供
給
促
進
を
目
的
と
し
て
、
個
人
の
長
期
保
有
土
地
の
譲
渡
に
よ
る
所
得
に
つ
い
て
税
負
担
を
軽
減
す
る

制
度
、
あ
る
い
は
逆
に
、
投
機
的
土
地
取
得
を
抑
制
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
新
規
取
得
土
地
に
対
し
て
特
別
の
保
有
税
を
課
し
、

そ
の
譲
渡
に
よ
る
所
得
に
対
し
て
税
負
担
を
加
重
す
る
す
る
制
度
な
ど
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
一
般
的
な
政
策
（
社
会
政
策
）

婚

実
現
の
手
段
と
し
て
租
税
が
用
い
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
そ
し
て
第
一
一
は
、
景
気
の
調
整
、
物
価
の
安
定
、
国
際
収
支
の
均
衡
等
、
国
民

も
っ
と
も
、
本
稿
に
い
う
政
策
誘
導
手
法
は
、
経
済
性
の
み
を
メ
リ
ッ
ト
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
行
政
に
よ
る
施
策
の
合
理
性
担

保
や
そ
れ
を
証
明
す
る
た
め
の
透
明
性
確
保
に
も
意
義
が
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
懲
法
上
の
疑
義
と
し
て
挙
げ
ら
れ

る
も
の
が
、
主
と
し
て
経
済
性
と
の
関
連
を
論
点
と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
主
と
し
て
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
よ
り
、
合
憲

性
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

て
も
問
題
と
な
ら
な
い
か
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
判
明
す
る
の
は
、
財
政
手
法
に
よ
る
政
策
誘
導
が
即
座
に
法
治
主
義
と
対
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
ま

た
如
何
な
る
分
野
に
お
い
て
も
許
容
さ
れ
る
訳
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
政
策
誘
導
手
法
は
「
経
済
性
」
を
接

点
と
す
る
限
り
に
お
い
て
、
憲
法
上
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
逆
に
い
え
ば
、
経
済
性
の
要
請
と
か
か
わ
り
を
有
し
な
い

政
策
実
現
の
場
合
に
は
、
た
と
え
そ
の
政
策
の
公
益
上
の
目
的
は
是
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、
政
策
誘
導
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ

と
に
な
る
。

５
，
租
税
手
法
と
財
政
手
法
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経
済
の
動
向
に
対
し
て
好
ま
し
い
影
騨
を
与
え
る
Ⅱ
的
で
租
税
手
法
を
Ⅲ
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
字
義
ど
お
り
「
経
済
」
政
筑

を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ス
カ
ル
・
ポ
リ
シ
ー
の
一
環
と
し
て
の
租
税
の
利
用

は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
る
、
財
政
の
三
機
能
論
に
い
う
「
経
済
安
定
化
機
能
」
あ
る
い
は
予
算
の
四
機
能
論
に
い
う
「
経
済
政
策
機

能
」
を
体
現
す
る
作
用
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
「
経
済
安
定
成
長
促
進
法
」
に
お
い
て
も
景
気
調
整
を
目
的
と
し
た
、
三
種
類

の
税
制
上
の
描
置
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
見
た
二
つ
の
う
ち
、
前
者
は
ミ
ク
ロ
的
な
意
味
の
個
別
政
雄
誘
導
で
あ
り
、
後
者
は
金
融
政
策
と
並
ん
で
、
マ
ク
ロ
的
な
経

済
政
策
誘
導
の
ひ
と
つ
と
言
え
る
。
阿
稀
の
位
相
は
政
策
の
内
容
か
ら
も
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
微
然
と
区
別
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
が
政
策
誘
導
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

近
時
、
こ
こ
に
見
た
租
税
手
法
を
用
い
た
「
誘
導
」
以
外
に
、
誘
導
手
法
が
極
め
て
広
範
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
如
何
な
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
き
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
う
規
制
緩
和
の
要
求
や
各
国
が
利
害
を
も
つ
環
境
問
題
の
進
展
に
よ

る
協
調
の
必
要
性
、
情
報
社
会
の
発
展
と
い
っ
た
国
家
間
の
「
水
平
的
イ
ン
パ
ク
ト
」
が
国
内
的
に
提
起
さ
れ
る
諸
要
求
と
同
一
の
ベ

ク
ト
ル
を
も
っ
て
相
乗
的
に
作
川
し
て
い
る
現
状
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
従
来
型
の
単
純
モ
デ
ル
で
は
把
握
で
き
な

い
、
多
沁
型
社
会
榊
造
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
行
政
の
千
九
に
十
分
な
情
搬
・
知
識
が
な
い
ま
ま
に
、
多
様

Ⅱ

な
要
請
に
迅
速
か
つ
確
実
に
応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
｝
」
で
、
「
交
渉
型
行
政
手
法
」
が
多
く
見
ら
れ
る
に
至
る
。
規
制
緩
和
・

規
制
改
革
が
必
ず
し
も
公
的
介
入
の
廃
止
を
志
向
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
近
時
の
前
提
理
解
に
立
て
ば
、
従
来
型
の
規
制
中
心
の

手
法
に
代
え
て
、
い
か
な
る
選
択
肢
が
用
い
ら
れ
得
る
か
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
誘
導
手
法
は
有
力
な
候
補
と

な
る
の
で
あ
る
。
マ
ク
ロ
的
に
見
れ
ば
以
化
の
よ
う
な
傾
向
が
、
規
制
で
は
な
く
誘
導
を
中
心
に
据
え
た
行
政
手
法
の
増
加
を
招
い
た

と
見
る
こ
と
が
川
能
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
力
で
、
よ
り
喫
緊
の
問
題
と
し
て
は
や
は
り
、
行
政
の
守
備
範
朋
拡
大
に
伴
う
財
政

1３（熊本法学111号'07）
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し
か
し
、
国
家
財
政
そ
の
も
の
に
与
え
る
影
響
に
関
し
て
は
、
異
な
る
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
租
税
重
課
措
置
と
租
税
優
遇
措
置

を
含
む
手
法
（
租
税
特
別
措
置
）
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
私
人
に
対
し
て
「
納
め
る
べ
き
税
金
を
よ
り
少
な
く
す
る
」
方
向
へ
と
導
く
仕

組
み
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
租
税
の
本
来
的
月
的
で
あ
る
資
金
調
達
の
効
果
を
マ
イ
ナ
ス
へ
と
導
く
圧
力
が
不
可
避
的
に
作
用

し
、
一
定
の
範
朋
内
に
お
い
て
税
収
の
減
少
を
招
来
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
資
金
洲
達
と
い
う
本
来
的
目
的
を
批
ね
る
こ

難
を
指
摘
す
る
の
が
正
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

財
政
難
と
は
す
な
わ
ち
、
社
会
的
需
要
に
応
え
る
た
め
に
行
う
べ
き
行
政
活
動
を
展
開
す
る
ｆ
で
の
財
政
的
リ
ソ
ー
ス
の
不
足
、
そ

し
て
そ
れ
に
伴
う
人
的
リ
ソ
ー
ス
、
物
的
リ
ソ
ー
ス
の
不
足
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
必
然
的
に
行
政
活

動
範
囲
の
縮
小
を
断
行
す
る
こ
と
が
合
理
的
と
も
考
え
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
の
、
社
会
的
需
要
が
複
雑
・
高
度
化
し
た
状
況

に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
選
択
肢
を
採
る
こ
と
は
、
直
ち
に
正
当
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
限
ら
れ
た
財
政
的
リ
ソ
ー

ス
を
前
提
と
し
て
、
雌
大
阪
の
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
努
力
は
不
断
に
行
わ
れ
、
そ
の

成
果
は
一
般
国
民
等
に
よ
っ
て
常
に
検
証
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
要
請
に
応
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
財
政
手
法
を
用
い
た
誘
導
は
き
わ
め
て
有
効
な
選
択
肢
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
誘

導
手
法
は
よ
り
少
な
い
費
用
で
最
大
の
効
果
を
あ
げ
、
か
つ
施
策
選
択
の
合
理
性
・
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
は
租
税
を
用
い
た
手
法
と
の
共
通
性
と
相
違
の
双
方
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
・
両
者
は
効
果
の
点
に
お

い
て
似
通
っ
た
面
を
有
し
て
お
り
、
ま
た
同
一
Ｈ
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
法
と
し
て
は
、
机
皿
に
亙
換
性
が
あ
る
と
一
商
え
る
。
本
稿

の
関
心
か
ら
指
摘
さ
れ
る
共
通
性
は
、
よ
り
少
な
い
リ
ソ
ー
ス
に
よ
っ
て
よ
り
大
き
な
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
手
続
コ
ス

ト
に
関
し
て
は
既
に
高
度
に
整
備
が
な
さ
れ
て
い
る
秘
税
行
政
手
続
の
ル
ー
ト
を
利
川
で
き
る
場
合
に
は
、
非
常
に
低
コ
ス
ト
で
あ
る

こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
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と
に
な
り
、
減
収
分
を
補
う
た
め
に
新
た
に
税
を
創
設
し
た
り
、
税
率
の
変
更
を
加
え
る
こ
と
を
は
じ
め
か
ら
立
法
者
が
暗
に
予
定
し

て
い
る
と
す
れ
ば
、
「
予
測
可
能
性
の
確
保
」
の
観
点
か
か
ら
も
、
き
わ
め
て
問
題
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
財
政
的
措
置
に
も
そ
れ
と
同
様
の
側
面
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
補
助
金
と
い
う
形
で
の
直
接
支
出
よ
る
誘
導
手
法
が釦

そ
の
典
型
で
あ
り
、
租
税
優
遇
措
置
と
機
能
的
代
替
性
を
有
し
、
国
家
財
政
に
与
え
る
影
響
も
実
質
に
お
い
て
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

そ
の
点
で
は
両
者
の
機
能
分
担
が
語
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
本
稿
で
考
え
る
財
政
に
よ
る
政
策
誘
導
は
、
補
助
金
の
よ
う
な
従
来
型
手
法
を
排
除
は
し
な
い
も
の
の
、
そ
れ
と
は
異
な

る
面
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
済
性
の
原
則
等
の
抽
象
的
準
則
を
、
現
実
的
な
施
策
選
択
へ
と
結
合
す
る
媒
介
項
と

し
て
、
財
政
手
法
を
用
い
よ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
、
国
家
財
政
全
体
で
見
た
資
金
の
流
れ
を
、
予
算
制
度
の
見
直
し
や
予
算
外
制
度

を
柄
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
適
正
化
す
る
こ
と
等
を
想
定
す
る
。
こ
の
よ
う
な
具
体
策
を
考
え
る
上
で
、
財
政
と
い
う
手
法
は
、
き

わ
め
て
透
明
性
の
尚
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
が
机
税
を
Ⅲ
い
た
手
段
に
対
す
る
優
位
性
と
し
て
も
指
摘
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

租
税
手
法
は
現
実
に
利
得
を
得
て
い
る
者
を
見
え
に
く
く
し
、
議
会
に
よ
る
統
制
が
及
び
に
く
い
と
い
う
性
質
が
一
定
の
場
合
必
ず
し

も
否
定
し
え
な
い
。
そ
の
点
、
財
政
手
法
は
従
来
語
ら
れ
て
き
た
、
行
政
に
自
由
な
領
域
の
範
囲
を
狭
め
、
納
税
者
に
対
し
て
選
択
の

叩
】

合
理
性
を
示
し
、
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と
と
も
親
和
的
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
え
る
。

本
節
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
策
誘
導
の
具
体
化
の
例
を
紹
介
し
（
１
）
、
更
に
そ
れ
ら
の
財
政
手
法
を
用
い
た
施
策
が
、
い
か

二
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
策
誘
導

１５(熊本法学111号'07）



論

説
な
る
効
果
を
意
図
し
た
も
の
か
に
つ
い
て
分
析
す
る
（
２
）
。

一
九
九
三
年
に
追
加
さ
れ
た
連
邦
財
政
法
七
条
一
項
二
文
は
「
こ
れ
ら
の
原
則
（
経
済
性
・
倹
約
性
の
原
則
：
訳
者
注
）
は
、
旧
家

聯
務
や
阿
家
目
的
に
衝
す
る
経
済
的
識
活
動
が
、
ど
の
範
囲
ま
で
分
離
、
非
国
家
化
あ
る
い
は
民
営
化
に
よ
っ
て
履
行
さ
れ
う
る
か
を

５

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
二
「
民
営
化
誘
導
」
規
定

こ
こ
で
採
り
上
げ
る
財
政
法
に
よ
る
政
策
誘
導
の
典
型
例
は
、
ド
イ
ツ
の
連
邦
財
政
法
（
国
困
○
－
画
目
Ｑ
の
貌
冨
こ
ゅ
冨
一
扇
Ｃ
ａ
。
目
的
）

七
条
に
よ
る
、
行
政
事
務
の
民
営
化
誘
導
策
で
あ
る
。
財
政
法
改
地
を
受
け
て
一
九
六
九
年
に
制
定
さ
れ
た
同
法
は
七
条
一
項
に
お
い

て
「
予
算
の
肱
案
お
よ
び
執
行
に
際
し
、
総
済
性
と
倹
約
性
〈
三
一
『
一
鞭
、
言
｛
二
一
・
二
の
一
〔
ロ
目
の
忌
円
の
四
日
穴
の
一
一
）
の
原
則
が
職
廠
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
絲
済
性
・
倹
約
性
の
要
請
を
財
政
迎
徴
に
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
何
条
二
項
で
は
「
財
政
的
に
効
果

の
あ
る
す
べ
て
の
措
置
に
つ
き
、
相
応
な
経
済
性
の
審
査
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ド
イ
ツ
連
邦

共
和
国
基
本
法
二
四
条
二
項
一
文
（
一
九
六
九
年
に
改
正
）
を
受
け
て
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
要
請
は
憲
法
上
の
要
請
で

１
、
立
法
に
よ
る
具
体
化
の
例

本
節
で
は
、
（
二
と
し
て
ド
イ
ツ
の
連
邦
財
政
法
及
び
財
政
原
則
法
に
お
け
る
、
民
営
化
を
「
誘
導
す
る
」
と
考
え
ら
れ
る
規
定

に
つ
い
て
取
上
げ
る
と
と
も
に
、
（
二
）
と
し
て
同
じ
く
両
法
律
に
お
け
る
費
川
ｌ
効
果
計
算
に
つ
い
て
論
じ
る
。
後
者
は
本
来
、
前

背
と
は
異
な
り
必
ず
し
も
特
定
の
政
策
を
満
禅
す
る
こ
と
を
意
例
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
間
接
的
に
は
何
様
の
効
采
を
有
す
る
こ
と

が
指
摘
し
う
る
の
で
あ
る
。
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検
査
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
」
と
さ
れ
、
同
年
に
追
加
さ
れ
た
同
法
二
項
二
文
は
「
適
切
な
場
合
に
は
、
国
家
事
務
や
国
家
目
的
に

資
す
る
経
済
的
諸
活
動
を
こ
れ
ま
で
に
劣
ら
ず
、
若
し
く
は
よ
り
よ
く
も
た
ら
し
う
る
か
ど
う
か
、
又
は
ど
の
範
囲
ま
で
も
た
ら
し
う

る
か
と
い
う
こ
と
を
、
説
明
す
る
機
会
が
民
間
の
提
供
者
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
利
益
表
明
手
続
）
」
と
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
ま
た
、
同
条
三
項
も
同
時
に
追
加
さ
れ
、
「
適
切
な
分
野
に
お
い
て
は
、
費
用
対
給
付
の
考
量
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

他
方
に
お
い
て
、
こ
の
手
法
に
は
重
大
な
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
問
題
点
は
前
提
と
し
て
、
ド
イ
ツ
固
有
の
問
題
と
複

合
的
に
絡
み
合
っ
て
発
生
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
と
州
の
立
法
権
限
が
衝
突
す
る
中
で
顕
在
化
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
他
方

に
お
い
て
、
財
政
手
法
そ
の
も
の
を
問
題
と
し
た
面
も
あ
り
、
両
者
が
不
可
分
の
関
係
で
ド
イ
ツ
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
ま
ず
連
邦
と
州
の
関
係
に
か
か
わ
る
問
題
と
、
憲
法
上
の
要
請
と
の
直
接
か
か
わ
る
問
題
と
に
分
け
た
上
で
順
に
概
観
し
、
議

論
状
況
を
把
握
す
る
。

５

こ
の
よ
う
な
改
正
（
追
加
）
の
狙
い
は
、
他
な
ら
ぬ
、
民
営
化
の
推
進
、
加
速
で
あ
る
。
行
政
活
動
一
般
に
経
済
性
・
倹
約
性
を
求

め
る
規
定
は
、
日
本
に
お
い
て
も
地
方
自
治
法
二
条
一
四
項
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

規
定
の
「
運
用
」
方
法
を
よ
り
詳
細
に
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
一
定
の
場
合
で
あ
れ
ば
民
営
化
策
と
い
う
一
定
の
政
策
実
現
の
圧
力
を

か
け
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
手
法
は
、
具
体
的
な
政
策
の
実
現
に
向
け
て
、
直
接
的
な
歳
出
を
予
定
し
て
い
な

と
さ
れ
た
。

い
の
が
特
徴
で
あ
る
。

ご
’
１
）
連
邦
と
州
の
関
係

こ
の
議
論
を
考
察
す
る
上
で
ま
ず
最
初
に
参
照
さ
れ
る
べ
き
は
、
財
政
原
則
法
（
国
の
Ｒ
Ｏ
Ｉ
出
口
こ
ぃ
冨
一
（
の
頒
日
且
⑪
勤
怠
の
、
の
印
の
百
）
六
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込
輌 塊

灸
を
め
ぐ
る
動
向
で
あ
る
。
同
法
は
、
先
の
迎
邦
財
政
法
と
何
時
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
制
定
淵
初
、
財
政
原
則
法
六
条
と
述

邦
財
政
法
七
条
二
項
、
一
一
頂
）
は
全
く
何
一
の
文
高
を
有
し
、
総
済
性
・
倹
約
性
の
原
則
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
向
条
頃
の
Ⅲ

係
は
、
前
肴
が
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
避
本
法
一
○
九
条
五
項
の
意
味
に
い
う
原
則
規
定
で
あ
り
、
連
邦
お
よ
び
州
の
立
法
荷
に
対
し
て

財
政
法
の
規
定
を
こ
の
原
則
に
適
合
さ
せ
る
よ
う
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
他
力
、
後
背
は
連
邦
の
予
算
立
案
・
執
行
に
対
し
て
の
み
拘

一一助

來
力
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
岡
村
は
と
も
に
連
邦
法
な
の
で
あ
る
が
、
財
政
原
則
法
六
条
は
迎
州
と
各
州
に
対
し
て
、
他
力
、

迎
州
財
政
法
七
条
は
迎
邦
に
対
し
て
の
み
効
力
打
す
る
と
い
う
、
規
律
対
象
の
迎
い
が
あ
る
の
で
あ
る
□

ド
イ
ツ
迎
州
衆
議
院
第
．
一
．
立
法
期
に
は
、
こ
の
財
政
原
則
法
六
条
一
項
お
よ
び
二
項
に
対
し
て
、
連
邦
財
政
法
と
何
様
の
改
正
が

Ｃ
Ｄ
ロ
（
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
）
へ
Ｏ
の
□
（
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
脱
）
と
句
ロ
勺
（
日
山
民
主
党
）
の
会
派
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
ｃ
数

多
く
の
出
資
企
業
や
電
力
事
業
、
銀
行
、
保
険
事
業
な
ど
、
連
邦
政
府
が
自
ら
の
大
型
の
民
営
化
実
績
を
背
景
と
し
て
、
依
然
と
し
て

進
ま
な
い
州
所
有
事
業
の
民
営
化
（
近
距
離
旅
客
交
通
、
上
下
水
道
、
電
力
・
ガ
ス
・
廃
棄
物
処
理
事
業
な
ど
の
、
州
及
び
市
町
村
のⅡ

イ
ン
フ
ラ
整
備
）
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
の
が
主
な
狙
い
で
あ
っ
た
。
結
果
的
に
会
期
満
了
に
よ
っ
て
実
現
は
し
な
か
っ
た
も
の
の
、

こ
の
改
肱
の
動
き
は
大
き
な
諜
題
を
示
す
も
の
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
の
み
を
対
象
と
す
る
は
ず
の
連
邦
財
政
法
七
条
に
よ
る

爽
蘭
的
な
効
果
が
、
州
や
巾
町
村
に
も
及
ぶ
「
シ
グ
ナ
ル
効
来
」
と
し
て
期
待
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
刑
脳
を
批
判
的
に
検
討
す
る
も
の
に
よ
る
と
、
肛
な
論
点
は
、
こ
の
よ
う
な
手
法
が
肱
法
打
の
感
側
す
る
ほ
ど
に
比
憐
化
の
促

進
を
行
え
な
い
と
い
う
躯
炎
上
の
論
点
と
、
連
邦
の
立
法
権
限
の
蹴
越
で
あ
る
と
い
う
法
的
論
点
と
に
分
か
た
れ
る
。
以
下
、
川
に
検

制
す
る
。

ま
ず
飾
一
の
躯
炎
ｋ
の
論
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
連
邦
財
政
法
七
条
莵
頂
二
文
の
よ
う
な
「
利
益
衣
川
手
続
」
を
財
政
原
則
法
に
定
め

て
も
、
私
人
の
川
脈
の
途
が
川
ざ
さ
れ
る
な
ど
第
．
．
《
稀
保
護
の
規
定
を
欠
く
た
め
、
災
際
止
の
効
采
を
机
係
す
る
仕
組
み
に
乏
し
い
こ
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と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
総
済
性
・
倹
約
性
の
更
な
る
妓
適
化
の
要
請
は
尚
ま
る
も
の
の
、
結
果
的
に
は
従
来
と
同
等
ま
た
は
そ
れ

途

以
下
の
も
の
に
止
ま
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
｝
」
の
点
に
つ
い
て
は
、
述
邦
財
政
法
七
条
の
改
正
に
際
し
て
も
同
様
の
指
摘
が
な
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
改
正
は
あ
る
極
の
「
期
待
，
｜
に
起
因
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
期
待
は
、
具
体
的
な
検
祇
を
行

わ
ず
に
、
財
政
的
な
成
功
を
導
く
市
場
総
済
の
奨
所
が
す
べ
て
の
私
法
上
の
躯
業
者
に
好
影
騨
を
与
え
る
と
考
え
る
、
浅
は
か
な
「
希

ｈ

望
」
か
ら
来
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
改
正
の
雌
大
の
無
点
と
な
る
一
‐
利
益
表
明
手
続
」
は
競
争
原
理
に
沿
っ
た
市
場
調

咄
←

盃
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
要
請
は
、
連
邦
財
政
法
五
五
条
に
定
め
る
よ
う
な
公
示
制
度
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
一
）
と
に
な
る
が
、
梢

造
的
に
こ
の
方
法
で
は
官
民
癒
粧
な
ど
の
不
正
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
経
験
上
も
明
ら
か
に
な
る
と
さ
れ
る
。

第
二
の
法
的
、
な
い
し
懲
法
上
の
疑
義
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
提
起
さ
れ
る
問
題
は
、
財
政
原
則
法
六
条
に
関
し

て
、
連
邦
財
政
法
一
条
二
項
や
同
法
二
条
二
項
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
一
○
九
条
三
項
の
枠

内
で
許
容
き
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
連
邦
と
州
に
共
通
に
適
用
さ
れ
る
原
則
と
し
て
、

比
徴
化
検
森
義
務
や
利
益
表
明
手
続
が
許
容
さ
れ
る
か
と
い
う
Ⅲ
題
で
あ
る
。
同
雑
木
法
一
○
九
条
三
項
の
原
則
に
関
す
る
立
法
権
限

の
問
題
に
関
し
て
は
、
連
邦
懲
法
裁
判
所
の
判
例
は
存
在
せ
ず
、
枠
組
法
律
と
の
関
係
で
研
究
さ
れ
て
き
た
の
と
、
規
律
密
皮
の
問
題

と
し
て
研
究
さ
れ
て
き
た
に
止
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
氏
徴
化
検
盃
義
務
（
辿
邦
財
政
法
七
条
一
攻
二
文
）
と
利
紬
表
明
手
続
（
同
二
項
二
文
）
に
分
け
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

前
者
の
民
営
化
検
査
義
務
は
経
済
性
・
倹
約
性
の
要
諦
を
具
体
化
し
た
新
た
な
規
定
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
規
定
が
な
く
と
も
、

民
Ⅲ
鞭
業
者
を
珈
務
執
行
に
利
川
す
る
可
能
性
は
考
噸
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
規
定
を
追
加
的
に
世
く
こ

・
氏

と
は
単
に
宣
言
的
な
懲
味
を
持
つ
に
過
ぎ
ず
、
余
計
（
自
忌
の
ロ
『
一
一
＆
）
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
検
在
に
際
し
て
も
、
規

定
の
塙
宛
人
（
と
り
わ
け
州
政
府
〉
に
十
分
な
裁
並
が
残
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
連
邦
の
立
法
椛
限
に
関
す
る
懲
法
上
の
錠

1９（熊本法学IⅡり･'07）



論

脱
義
も
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。

二
１
２
）
懲
法
ｔ
の
要
雨
と
の
関
係

ま
た
、
慰
法
化
の
介
班
的
要
諦
と
照
ら
し
た
場
へ
Ⅲ
、
こ
の
利
益
衣
川
下
統
の
規
定
は
、
そ
れ
に
合
致
し
な
い
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
懲
法
が
脚
家
事
務
や
行
政
事
務
に
際
し
て
責
任
や
椛
限
の
分
配
を
定
め
て
い
る
が
、
こ
れ
を
専
ら
経
済
原
理
に

し
た
が
っ
た
評
価
方
法
に
よ
っ
て
線
引
き
の
変
吏
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
疑
鍵
が
呈
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
捉
え

る
な
ら
ば
、
連
邦
財
政
法
の
洲
該
規
定
も
違
憩
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
他
力
で
、
こ
の
規
定
が
氏
悩
化
へ
の
「
緩
や
か

な
脈
力
」
を
か
け
る
も
の
の
、
そ
れ
を
超
え
て
一
般
的
民
憐
化
義
務
を
定
め
た
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の

吻
合
は
先
に
兄
た
よ
う
な
述
悲
の
疑
い
を
惹
起
す
る
こ
と
は
な
い
。
両
解
釈
の
相
違
は
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
る
規
律
の
程

度
の
問
題
で
あ
る
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
「
厳
格
な
義
務
を
課
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
影
響
は
決
し
て
軽
視
し
得

な
い
」
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
こ
の
樋
の
規
定
の
効
采
は
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
小
実
的
な

も
の
に
と
ど
ま
る
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
条
文
か
ら
は
一
義
的
に
辮
査
を
義
務
づ
け
る
よ
う
に
読
め
る
も
の
の
、
殿
終
的
に
組

織
編
成
に
か
か
わ
る
極
々
の
懲
法
上
の
要
請
を
一
切
捨
象
し
て
で
も
、
低
コ
ス
ト
を
実
現
す
る
民
営
化
等
の
途
を
選
ぶ
こ
と
ま
で
法
的

他
力
、
利
柿
表
明
手
続
は
事
梢
が
異
な
る
。
こ
の
規
定
は
、
「
適
切
な
場
合
（
亘
館
の
の
一
召
の
（
①
。
風
一
一
の
。
）
」
に
利
益
表
明
手
続
を

行
う
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
こ
の
絞
り
こ
そ
が
名
宛
人
に
対
し
て
裁
量
を
残
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
そ
の
内
実
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
場
合
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
絞
り
と
し
て
機
能
し
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
う
な
る
と
こ
の

よ
う
な
原
則
を
迎
祁
法
で
進
め
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
Ｎ
雅
本
法
一
○
九
条
三
頂
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
立
法
椛
阻
の
範
囲
を

越
え
る
こ
と
に
な
り
、
迷
惑
の
評
価
を
の
が
れ
得
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
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政鞭炎現のⅡｲ政法的下法にllUする一考察

（
１
３
）
小
括

以
上
の
議
論
を
概
観
す
る
と
、
財
政
法
を
Ⅲ
い
た
誘
導
手
法
が
述
撒
の
疑
い
が
も
た
れ
る
要
因
は
二
つ
で
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
、
連

邦
と
州
の
立
法
椛
限
の
問
題
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
過
度
の
経
済
原
珊
に
脳
漿
選
択
を
服
き
せ
か
ね
な
い
点
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お

い
て
議
論
の
比
瓶
が
商
い
の
は
、
前
肴
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
が
州
に
対
し
て
民
営
化
を
強
制
し
よ
う
と
す
る
手
法
が
批

判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
財
政
法
を
用
い
た
こ
と
そ
の
も
の
が
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ほ
ぼ
何
様

の
手
法
が
、
連
邦
の
み
を
対
象
に
し
て
い
る
連
邦
財
政
法
七
条
で
は
許
容
さ
れ
、
財
政
原
則
法
で
は
根
強
い
述
懸
論
が
主
張
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
日
本
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
手
法
の
応
川
は
、
当
然
に
検
討
さ
れ
る
価
値
の
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

Ⅲ
本
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
よ
う
な
連
邦
と
州
と
の
問
題
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
惹
起
さ
れ
る
可
能
性

が
皆
無
で
は
な
い
が
、
先
鋭
化
し
て
提
起
さ
れ
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
図
が
地
方
に
財
政
的
負
担
を
不
当
に
押
し
つ
け
る
な
ど
の
珈

態
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
同
様
の
手
法
が
考
え
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
ド
イ
ツ
に
見
た
二
番
Ⅱ
の
問
題
、
す

な
わ
ち
経
済
原
理
を
ど
の
程
度
の
強
度
で
法
的
に
要
論
な
い
し
要
求
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
焦
点
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

に
要
求
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
規
定
は
一
定
程
度
行
政
の
裁
量
を
狭
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
政
策

の
緩
や
か
な
方
向
付
け
を
、
法
律
と
い
う
形
式
を
も
っ
て
定
め
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

（
二
）
我
川
ｌ
効
果
計
飾

次
に
澱
川
ｌ
効
果
計
算
の
手
法
に
つ
い
て
参
照
す
る
。
こ
の
よ
う
な
手
法
は
、
よ
り
少
な
い
リ
ソ
ー
ス
で
、
よ
り
大
き
な
成
果
を
あ
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、

説

げ
る
こ
と
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
施
策
選
択
の
合
理
性
確
保
な
ど
の
、
政
策
誘
導
を
用
い
る
こ
と
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
の
一
翼
を
担
う

も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
単
な
る
経
済
性
原
理
の
要
請
に
加
え
て
、
大
き
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る

先
に
利
益
表
明
手
続
に
つ
い
て
見
た
よ
う
な
連
邦
と
州
双
方
の
立
法
権
限
に
か
か
わ
る
関
係
を
反
映
し
て
興
味
深
く
思
わ
れ
る
の
が
、

連
邦
財
政
法
七
条
三
項
と
財
政
原
則
法
六
条
三
項
に
定
め
ら
れ
た
「
費
用
１
効
果
計
算
（
【
。
⑫
一
の
ご
‐
巨
己
Ｆ
の
一
⑪
白
眉
い
『
の
。
冒
巨
長
）
」

に
つ
い
て
の
要
請
で
あ
る
。
こ
れ
は
有
限
な
資
源
を
目
的
合
理
的
か
つ
透
明
性
を
確
保
し
つ
つ
統
制
す
る
た
め
の
計
画
、
執
行
、
決
定

の
補
助
手
段
と
し
て
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
澱
川
Ｉ
効
采
計
算
を
定
め
る
規
定
は
、
先
の
両
法
条
で
「
ほ
ぼ
」
同
一
な
の
で

あ
る
が
、
連
邦
財
政
法
が
「
適
切
な
領
域
に
は
費
用
ｌ
効
采
計
算
が
採
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
宮
）
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

連
邦
に
加
え
て
州
も
規
律
対
象
と
な
る
財
政
原
則
法
で
は
「
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
⑫
。
一
一
）
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
手
法
も
、
一
定

程
度
、
施
策
の
選
択
に
関
す
る
裁
鼓
の
幌
を
狭
め
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
差
異
が
設
け
ら
れ
た
も
の
と
兇
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
の
撹
川
ｌ
効
果
計
算
は
、
先
の
「
利
益
表
明
手
続
」
の
よ
う
に
具
体
的
な
政
策
誘
導
機
能
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
近

時
の
財
政
法
の
特
徴
を
反
映
し
て
、
赤
字
財
政
か
ら
の
脱
却
を
図
ろ
よ
り
秋
極
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
連
邦
財
政
法
一
九

条
一
項
二
文
で
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
経
済
的
か
つ
倹
約
的
な
盗
金
の
利
用
に
お
け
る
「
便
益
ｌ
到
川
審
査
（
三
三
函
四
〕
‐
【
○
の
一
自

己
日
の
『
の
冒
冒
】
］
ぬ
の
ご
）
」
の
発
展
版
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
費
川
ｌ
効
果
計
算
の
メ
リ
ッ
ト
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
、
こ
の
手
法
の
導
入
に
際
し
て

の
維
饗
と
時
間
的
必
要
趾
が
非
常
に
小
さ
い
、
第
二
に
、
会
計
職
員
が
全
く
新
し
い
簿
記
方
式
に
即
座
に
対
応
す
る
必
要
が
な
い
、
第

三
に
、
導
入
の
た
め
の
習
熟
が
広
範
に
渡
っ
て
は
必
要
と
さ
れ
な
い
、
第
四
に
、
官
房
学
的
会
計
が
現
行
財
政
法
と
調
和
し
て
お
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
即
座
に
広
範
な
変
更
が
必
要
と
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
導
入
に
際
し
て
の
障
害
が
少
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
単
な
る
消
極
的
理
由
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
実
務
上
は
菰
要
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
日
本
に
お
け
る
会

熊本法’機 UwO7）２２



政策実現の１Ｍ政法的手法に'１Uする一考察

こ
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
場
面
の
ひ
と
つ
は
、
行
政
の
組
織
編
成
決
定
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
伝
統
的
理
解
で
は
、
瓢
務
の
執
行

に
際
し
て
、
特
別
法
上
の
準
則
や
制
限
を
除
け
ば
、
一
般
に
そ
の
執
行
の
法
形
式
、
組
織
形
態
な
ど
に
つ
い
て
行
政
に
広
範
な
裁
壯
が

認
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
そ
の
領
域
に
財
政
法
上
の
規
律
が
直
接
に
及
ぶ
こ
と
は
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
時
は
重
要
な
組
織
編
成
決
定
に
関
す
る
裁
逓
、
す
な
わ
ち
、
事
務
を
直
接
的
国
家
行
政

果
が
現
れ
る
の
は
、
本
来
行
垂

を
収
縮
さ
せ
る
局
面
で
あ
る
。

計
決
嫌
制
度
に
複
式
簿
記
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
根
強
く
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
、
採
用
が
な
さ
れ
な
い
の
は
、
そ
れ
に
携
わ
る
職
員

の
習
熟
等
の
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
ｃ

も
っ
と
も
、
費
用
ｌ
効
果
計
算
の
手
法
が
即
効
性
を
も
っ
て
行
政
の
給
付
能
力
を
向
上
さ
せ
た
り
、
特
定
の
政
策
を
推
進
さ
せ
た
り

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
期
的
に
見
た
場
合
、
財
政
的
な
実
質
的
貢
献
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
ｃ
そ
れ
だ

け
に
、
こ
の
制
度
の
導
入
は
、
硬
直
化
し
た
財
政
の
改
善
に
役
立
つ
可
能
性
を
も
ち
、
財
政
が
政
策
誘
導
機
能
を
よ
り
よ
く
発
揮
す
る

こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
施
策
選
択
の
局
面
に
お
け
る
合
理
性
確
保
、
す
な
わ
ち
あ
る
施
策
を
こ
の
手

法
に
し
た
が
っ
て
選
択
し
た
こ
と
を
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
ひ
い
て
は
行
政
活
動
の
透
明
性
確
保
に
も
資
す
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
側
面
も
、
単
な
る
コ
ス
ト
削
減
効
果
に
加
え
て
財
政
手
法
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
注
回
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

２
、
行
政
上
の
組
織
編
成
に
お
け
る
裁
量
の
収
縮

こ
れ
ま
で
に
見
た
よ
う
に
、
財
政
法
上
の
経
済
性
・
倹
約
性
の
要
請
は
、
元
来
、
行
政
内
部
的
な
効
果
に
止
ま
る
も
の
で
あ
り
な
が

ら
、
行
政
活
動
の
指
針
と
し
て
、
事
実
上
行
政
外
部
に
対
し
て
も
多
大
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
と
り
わ
け
そ
の
効

果
が
現
れ
る
の
は
、
本
来
行
政
に
広
範
な
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
領
域
に
お
い
て
、
財
政
法
上
の
要
請
が
そ
の
裁
量
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論 説

ま
た
、
実
際
に
分
離
し
た
事
後
の
活
動
に
対
し
て
更
に
統
制
を
加
え
る
形
で
、
連
邦
財
政
法
で
は
連
邦
政
府
に
よ
る
私
法
形
式
の
活

動
（
九
二
条
）
や
特
別
財
産
に
つ
い
て
（
一
一
三
一
条
）
、
連
邦
会
計
検
査
院
が
経
済
性
の
審
査
を
行
う
と
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な

諸
拙
置
を
準
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
組
織
編
成
を
通
じ
た
行
政
活
動
の
「
財
政
法
か
ら
の
逃
避
」
の
途
を
塞
ぐ
こ
と
に
よ
り
、
結
果

的
に
は
財
政
法
（
の
要
諦
）
が
組
織
編
成
の
裁
舐
を
狭
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
と
し
て
は
、
病
院
や
向
治
体
の
福
祉
施
設
の
迎
営
を

検
討
す
る
場
介
に
、
考
え
う
る
法
形
式
の
選
択
を
給
付
効
来
と
コ
ス
ト
の
バ
ラ
ン
ス
を
老
航
し
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、

雨

自
由
な
選
択
の
幅
が
狭
め
ら
れ
る
｝
」
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
組
織
編
成
に
あ
た
り
、
行
政
の
裁
量
を
収
縮
さ
せ
る
手
法
は
、
単
に
行
政
活
動
の
コ
ス
ト
抑
制
策
と
し
て
民
営
化
を
推

進
す
る
と
い
う
意
図
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
様
々
な
局
面
で
の
内
部
的
・
外
部
的
行
政
責
任
を
可
視
性
の
高
い
も
の
に
す
る
と
い
う

Ｈ

意
味
を
有
す
る
》
」
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
定
程
度
の
歳
出
抑
制
効
果
が
期
待
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
財

政
法
上
の
諸
要
請
が
、
一
般
国
民
に
対
し
て
広
く
行
政
活
動
の
今
後
の
方
針
を
知
ら
せ
、
様
々
な
施
策
の
合
理
性
を
示
す
機
能
を
果
た

す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
愈
味
に
お
い
て
、
行
政
武
任
を
来
た
す
こ
と
に
盗
す
る
と
言
え
よ
う
。
行
政
武
任
に
は
様
々
な
側
面

か
ら
分
離
す
る
場
合
や
組
織
を
設
立
・
廃
止
す
る
場
合
に
、
そ
の
前
提
考
慮
要
素
と
し
て
、
と
り
わ
け
経
済
性
・
倹
約
性
の
原
則
が
法

的
効
果
を
も
っ
て
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
組
織
編
成
の
決
定
は
、
経
済
性
や
倹
約
性
と
い
う
財
政
法
上

の
原
理
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
組
織
編
成
に
か
か
る
行
政
裁
量
、
経
済
性
・
倹
約
性
の
原

Ｈ

理
に
よ
っ
て
「
法
的
に
制
限
さ
れ
る
」
と
｝
」
を
意
味
す
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
い
か
な
る
組
織
変
更
に
「
法
律
」
形
式
が
必
要
と
さ

れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
、
行
政
組
織
法
に
お
け
る
法
律
の
割
保
と
は
次
元
が
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
組
織
編
成
に
あ
た
り
、
い
か
な
る

形
態
の
組
織
に
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
制
度
設
計
の
準
備
段
階
に
お
け
る
判
断
材
料
と
し
て
一
定
の
敢
要
な
指
針
と
な
る

の
で
あ
る
。
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財
政
法
を
政
策
誘
導
の
手
段
と
し
て
Ⅲ
い
よ
う
と
す
る
直
接
的
な
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
に
は
、
そ
の
深
刻
度
を
増
し
続
け

る
財
政
赤
字
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
加
え
て
、
次
の
点
も
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
政
府
が
財
政
赤
字
の

解
消
、
あ
る
い
は
構
造
赤
字
の
解
決
に
向
け
て
様
々
な
措
世
を
と
る
上
で
、
施
策
選
択
の
正
当
性
を
示
す
た
め
、
す
な
わ
ち
行
政
活
動

の
透
明
性
を
よ
り
一
層
高
め
る
た
め
に
、
財
政
法
を
用
い
る
こ
と
が
き
わ
め
て
親
和
的
で
あ
る
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で

は
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
財
政
赤
字
対
策
と
し
て
の
面
に
つ
い
て
論
じ
（
１
）
、
続
い
て
行
政
の
透
明
性
確
保
等
の
面
に
つ
い
て
論
じ
る

こ
と
と
す
る
（
２
）
。

が
指
摘
さ
れ
る
が
、
古
く
か
ら
の
の
類
型
論
と
し
て
は
、
第
一
に
、
時
宜
に
適
っ
た
効
果
的
な
執
行
責
任
、
第
二
に
、
立
法
者
が
ご
く

簡
略
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
概
要
し
か
示
し
て
い
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
で
内
容
を
発
展
さ
せ
る
責
任
、
第
三
に
、
信
頼
保
護
・
保
障
義
務
・

災
害
対
策
な
ど
事
後
的
な
責
任
、
第
四
に
、
立
法
者
に
よ
る
決
定
に
対
し
て
準
備
活
動
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
基
準
整
備
等
の
責
任
、

Ｈ

第
五
に
、
個
々
の
措
置
を
全
体
へ
と
整
合
式
」
せ
る
責
任
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
行
政
責
任
は
多
面
的
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
第

二
の
内
容
発
展
、
あ
る
い
は
第
四
の
準
備
活
動
の
過
稗
に
お
け
る
行
政
活
動
の
合
理
性
を
示
す
局
面
に
お
い
て
、
行
政
責
任
を
果
た
す

こ
と
に
財
政
法
の
規
律
は
資
す
る
と
言
え
る
。

三
、
政
策
誘
導
機
能
と
財
政
法
の
変
容

2５（熊本法学111号'０７）
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１
、
財
政
赤
字
対
策
と
し
て
の
側
面

第
一
に
、
伝
統
的
に
考
え
ら
れ
て
き
た
、
財
政
管
理
作
用
の
国
法
体
系
に
お
け
る
重
要
性
、
す
な
わ
ち
根
源
的
に
は
国
の
資
金
が
国

民
負
担
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
資
金
を
管
理
し
、
非
運
を
抑
制
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
か
ら
一
歩
踏
み
出

し
た
見
解
が
財
政
赤
字
対
策
と
し
て
の
観
点
か
ら
は
提
起
さ
れ
る
。
国
家
財
源
の
公
正
な
管
理
と
い
う
伝
統
的
・
本
来
的
機
能
に
加
え

て
、
餓
近
で
は
財
政
法
（
予
算
を
中
心
的
な
規
律
対
象
と
す
る
、
色
巨
⑫
す
、
一
房
『
の
。
三
を
さ
す
）
に
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
よ
り
目
的
的

で
、
政
策
的
方
向
性
を
有
す
る
新
た
な
役
判
を
担
わ
せ
よ
う
と
す
る
見
解
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
新
た
な
役
荊
と
は
、
現
に
あ
る
国
家
俵

Ｈ

務
の
減
少
に
寄
与
す
る
こ
と
と
、
櫛
造
的
な
赤
字
の
除
去
を
支
援
す
る
一
」
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
一
つ
の
役
割
は
似
通
っ
て
い
る
も
の
の
、

区
別
が
な
さ
れ
る
。
前
者
が
単
な
る
赤
字
減
ら
し
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
財
政
赤
字
を
生
み
川
す
元
と
な
っ
て
い
る
構
造

の
変
革
を
志
向
す
る
。
問
題
の
重
要
性
で
は
、
後
者
が
よ
り
高
い
。

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
橘
造
的
国
家
財
政
赤
字
（
⑩
（
『
鳥
白
『
の
一
一
の
の
⑳
一
目
扇
・
の
『
一
Ｎ
一
（
）
と
は
、
「
国
家
に
よ
る
櫛
造
的
に
誤
っ
た

行
動
（
の
旨
の
茸
ご
丙
白
「
の
一
｝
の
ロ
句
の
ご
く
の
『
｝
】
農
の
二
号
⑫
の
国
四
一
の
の
）
」
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
議
会
が
政
府
に
対
し
て
机
税
や
予
算

に
か
か
る
注
律
に
よ
っ
て
、
歳
出
に
一
定
の
枠
を
は
め
る
こ
と
を
怠
っ
て
き
た
の
み
な
ら
ず
、
逆
に
阿
家
財
政
の
膨
張
を
助
長
し
て
き

た
た
め
に
発
生
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
過
程
は
先
述
の
政
簸
誘
導
の
歴
史
的
背
躍
に
お
い
て
み
た
が
、
敷
行
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
政
府
と
と
も
に
議
会
が
有
権
者
の
過
大
な
要
求
に
応
え
る
た
め
に
、
新
た
な
給
付
あ
る
い
は
補
助
金
を
創
設
し
、
そ
の
規
模
が
税
収

を
上
回
る
よ
う
に
な
る
と
公
債
に
よ
っ
て
財
源
を
調
達
す
る
と
い
う
構
造
で
あ
る
ｃ
こ
の
繰
り
返
し
が
更
な
る
歳
出
を
求
め
る
過
大
な

要
求
を
生
み
出
し
、
国
家
財
政
赤
字
は
常
に
増
え
続
け
る
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
ド
イ
ツ
に
限
ら
ず
、
議

会
制
民
主
主
義
を
採
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
、
共
通
の
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
現
象
が
引
起
こ
さ
れ
る

要
因
と
し
て
は
、
財
政
制
度
の
全
容
が
有
権
者
に
見
え
に
く
く
、
財
政
と
関
連
す
る
行
政
活
動
の
可
視
性
向
体
が
低
い
こ
と
も
挙
げ
ら

熊本法学111号'07）２６



政簸災現の1M政法的手法に|１０する一考察

こ
の
点
に
つ
い
て
概
観
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
伝
統
的
な
財
政
法
は
、
今
日
的
な
財
政
赤
字
を
解
決
す
る
手

段
と
し
て
見
た
場
合
、
あ
ま
り
に
脆
弱
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
現
行
予
算
制
度
で
は
、
配

分
さ
れ
る
べ
き
資
金
が
各
官
庁
毎
に
割
振
ら
れ
、
そ
れ
が
更
に
識
Ⅱ
と
し
て
Ⅱ
的
別
に
細
分
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、
個
別
の
歳
出
項
月

毎
に
し
か
行
政
活
動
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
澱
川
対
効
果
の
考
尅
や
、
総
体
と
し
て
の
行
政
給
付
の
経
費
の
可
視
性
が
著
し
く

低
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
い
わ
ゆ
る
コ
ス
ト
意
識
や
、
経
費
の
削
減
意
識
が
発
生
す
る
契
機
が
な
く
、
結
果
と
し
て

「
倹
約
的
（
の
宮
『
８
ョ
）
」
で
は
あ
り
得
て
も
、
予
算
上
の
適
切
な
デ
ー
タ
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
、
「
経
済
的
（
且
『
一
⑪
。
言
三
一
ｓ
）
」

で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
「
効
率
的
（
の
「
［
目
の
貝
）
」
で
あ
る
程
度
に
し
か
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
経
済
性
」
が
包
括

す
る
敢
小
化
原
理
二
定
の
成
采
を
岐
小
の
費
用
で
あ
げ
る
）
と
肢
大
化
原
理
（
一
定
の
費
用
で
最
大
の
成
果
を
あ
げ
る
）
の
う
ち
、

特
に
後
肴
の
実
現
が
不
完
全
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

前
節
に
お
け
る
、
費
用
ｌ
効
果
計
算
な
ど
の
、
経
済
性
原
理
を
明
確
に
具
体
化
す
る
手
法
を
財
政
法
に
菰
極
的
に
取
り
入
れ
る
姿
勢

な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
問
題
の
解
決
を
一
つ
の
「
政
策
」
と
見
る
な
ら
ば
（
い
わ
ゆ
る
「
経
済
政
策
」
の
一
環
と
も
み
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ

ろ
う
。
）
、
財
政
法
に
こ
れ
ら
の
問
題
解
決
策
と
し
て
の
機
能
を
担
わ
せ
る
こ
と
は
、
政
策
誘
導
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
も
財
政
赤
字
の

問
題
が
行
政
活
動
や
国
家
財
政
を
考
え
る
上
で
、
到
底
看
過
し
え
な
い
問
題
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
国
家
財
政

赤
字
対
策
を
財
政
法
制
に
よ
る
政
策
誘
導
と
し
て
、
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
に
も
意
味
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

先
に
見
た
、
財
政
法
の
機
能
拡
大
の
主
要
な
出
発
点
は
今
日
の
財
政
赤
字
で
あ
り
、
そ
れ
は
榊
造
的
財
政
赤
字
の
解
消
と
い
う
政
策

に
方
向
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
⑪
そ
れ
で
は
、
従
来
は
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
変
え
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
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猩
細

説
は
、
最
小
化
原
理
と
肢
大
化
原
理
を
よ
り
満
次
元
で
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
機
能
に
つ
い
て
は
、
情
報
公
開
、
政
簸
評
価
、
外
部
鵬
在
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
な
ど
の
諸
制
度
と
補
光
関
係
に
立
つ
と
考

え
う
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
、
財
政
に
か
か
わ
る
法
原
則
は
、
そ
れ
を
連
川
し
、
遵
守
す
る
こ
と
を
義
務

づ
け
ら
れ
た
圃
家
機
関
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
か
か
わ
り
合
う
市
民
に
対
し
て
も
意

義
深
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
、
現
実
の
も
の
と
し
て
典
体
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
。
ホ
フ
マ
ン
Ⅱ
リ
ー
ム
教
授
の
「
行
政

の
内
部
法
と
し
て
の
財
政
法
は
、
（
単
に
）
支
出
を
抑
制
し
、
資
金
の
誤
っ
た
使
川
に
よ
る
浪
我
を
排
除
す
る
と
い
う
限
定
的
な
Ｕ
的

か
ら
離
れ
、
よ
り
広
く
、
政
策
制
御
の
手
段
と
な
る
」
と
い
う
指
摘
は
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
も
き
わ
め
て
適
合
的
で
あ
る
。

２
，
行
政
の
透
明
性
確
保
手
段
と
し
て
の
側
面

第
二
に
、
施
策
選
択
の
合
理
性
担
保
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
き
わ
め
て
専
門
性
が
高
く
、
複
合
的
な
仕
組
み
を
有

す
る
、
今
Ⅱ
の
行
政
活
動
に
お
い
て
、
そ
の
合
理
性
を
説
明
す
る
こ
と
が
一
般
に
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
で
、
財
政
法
を
そ
の

説
明
の
手
が
か
り
と
す
る
こ
と
が
琴
え
ら
れ
て
き
た
。
前
節
に
兄
た
よ
う
な
、
行
政
の
裁
趾
を
財
政
法
が
収
縮
さ
せ
る
局
面
は
、
見
方

を
変
え
る
な
ら
ば
、
行
政
責
任
を
行
政
の
内
部
の
み
な
ら
ず
、
外
部
に
対
し
て
も
可
視
的
（
望
、
亘
冨
「
）
な
も
の
に
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
施
筑
選
択
に
関
す
る
一
般
国
民
に
よ
る
検
証
可
能
性
が
高
め
ら
れ
、
結
果
的
に
は
行
政
活
動
の
透
明
性
そ
の
も

な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
施
筑
理

の
が
尚
ぬ
ら
れ
る
の
で
あ
る
ｃ

本
稿
で
論
じ
た
の
は
、
行
政
法
あ
る
い
は
行
政
実
務
の
分
野
に
お
い
て
急
速
に
浸
透
し
つ
つ
あ
る
誘
導
手
法
の
具
体
化
策
の
う
ち
、

む
す
び
に
か
え
て

(熊本法学11lザ'07）２８
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そ
の
手
段
と
し
て
財
政
法
を
Ⅲ
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
従
来
内
部
法
と
み
な
さ
れ
て
き
た
財
政
法
が
愈
要
な
役
割
を
果
た
す

に
寵
っ
た
点
も
併
せ
て
、
主
と
し
て
ド
イ
ツ
の
立
法
例
を
通
じ
て
紹
介
・
分
析
し
て
き
た
。

誘
導
手
法
は
、
当
該
政
策
実
現
に
か
か
わ
る
一
般
市
民
に
対
す
る
彫
郷
が
過
大
で
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
行
政
に
と
っ
て
投
入
コ
ス

ト
が
減
ら
せ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
使
い
勝
手
が
よ
く
、
ま
た
有
効
な
方
策
と
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
今
後
も
聯
及
が

兄
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
よ
り
一
周
実
務
に
お
い
て
禰
川
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
本
稿
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
手
法
は
、
政
策
爽
現
に
際
し
て
の
「
経
済
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
正
当
化
根
拠
を
認
め

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
要
耐
を
無
視
し
た
活
川
は
、
そ
の
存
立
の
根
拠
を
失
う
こ
と
が
あ
り
得
る
。
ま
た
、
繰
り
返
し
指

摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
平
等
原
則
や
透
明
性
原
則
と
は
常
に
緊
張
関
係
に
あ
る
こ
と
を
特
に
強
く
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

地
方
公
共
団
体
が
厳
し
い
財
政
状
況
の
下
、
こ
の
手
法
を
合
目
的
的
か
つ
、
合
理
的
、
合
法
的
（
合
憲
的
）
に
制
度
設
計
を
行
う
こ

と
が
、
司
法
審
査
に
耐
え
る
制
度
作
り
と
直
結
す
る
こ
と
と
な
る
。
今
後
の
誘
導
手
法
の
あ
り
方
を
探
る
と
と
も
に
、
財
政
法
が
な
お

一
屑
、
現
実
の
政
策
実
現
等
に
寄
与
し
う
る
分
野
に
つ
い
て
、
今
後
の
研
究
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。

３
参
照
、
大
脇
・
前
掲
注
、
、
八
頁
以
下
。

Ｉ
こ
の
分
類
に
つ
き
参
照
、
脚
怖
滋
「
法
と
政
砿
の
枠
組
み
」
Ⅲ
行
波
徽
蠅
「
現
代
の
法
４
１
政
策
と
法
」
（
粁
波
併
店
・
・
几
几
八
年
）
八
瓜
以

ｌ
こ
の
絲
紳
に
つ
き
、
人
脇
成
昭
「
財
政
法
の
外
部
効
染
織
」
熊
本
法
学
一
○
》
．
．
ザ
（
二
○
○
・
一
．
年
）
｛
八
口
以
卜
Ⅲ

２
こ
の
機
能
に
側
す
る
碓
備
的
考
察
と
し
て
、
大
脇
成
昭
「
財
政
法
制
の
政
鞭
誘
導
機
能
（
序
説
）
」
九
大
法
学
七
九
り
（
．
○
○
○
年
）

頁
以
下
。

▲

､

〔０

八
派
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論 説

Ⅱ
参
照
、
西
尾
・
前
掲
注
⑨
四
二
頁
。

⑫
参
照
、
山
尾
・
前
掲
注
⑨
Ⅲ
一
頁
。
も
っ
と
も
、
「
政
策
の
立
案
と
実
施
は
滞
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
ど
こ
ま
で
の
活
動
を
政
策
の
立
案
・

決
定
活
動
と
み
な
し
、
ど
こ
か
ら
先
を
そ
の
実
施
活
動
と
み
な
す
べ
き
か
は
、
一
概
に
決
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
お
り
、

一
応
は
便
宜
上
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
参
照
、
西
尾
勝
『
行
政
学
（
新
版
）
』
（
有
斐
閤
・
二
○
○
一
年
）
二
四
五
頁
以
下
。

旧
政
策
の
実
現
過
程
を
よ
り
動
態
的
に
考
察
す
る
「
政
策
プ
ロ
セ
ス
」
と
い
う
視
角
が
あ
る
（
参
照
、
武
藤
博
己
「
政
策
プ
ロ
セ
ス
の
考
え
方
」

岡
本
義
行
編
『
政
策
づ
く
り
の
基
本
と
実
践
』
（
法
政
大
学
出
版
局
．
二
○
○
三
年
）
三
五
頁
以
下
）
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
従
来
用
い
ら
れ
て
き

た
勺
一
胃
〕
‐
っ
・
‐
⑫
９
（
計
画
・
実
施
・
評
価
）
や
己
一
目
】
‐
□
９
め
目
‐
Ｏ
一
一
・
具
‐
ン
・
－
コ
。
『
］
（
計
画
・
実
施
・
評
価
・
改
善
）
の
勺
□
ｏ
缶
サ
イ
ク
ル
を
更
に

、
西
尾
・
前
掲
注
⑨
四
○
頁
。

７
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
法
制
度
ま
た
は
個
々
の
法
規
を
目
標
実
現
の
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
、
制
度
の
連
用
と
改
革
の
方
向
性
や
法
規
の
解
釈

と
改
正
の
方
向
性
を
示
そ
う
と
す
る
」
政
策
を
示
す
概
念
と
説
明
さ
れ
る
（
商
橋
・
前
掲
注
③
８
頁
）
。

８
こ
れ
は
「
政
治
が
追
求
す
べ
き
目
標
と
そ
の
達
成
の
計
画
を
示
す
も
の
」
と
い
う
政
治
学
上
の
説
明
に
近
似
す
る
。
参
照
、
内
田
満
ほ
か
綱

『
現
代
政
治
学
小
辞
典
（
新
版
）
』
〈
有
斐
閣
・
一
九
九
九
年
｝
二
三
七
頁
、
「
政
策
」
（
内
田
満
執
筆
）
の
項
。

９
西
尾
勝
「
省
庁
の
所
掌
事
務
と
調
査
研
究
企
画
」
同
Ⅱ
村
松
岐
夫
編
『
識
座
行
政
学
４
巻
ｌ
政
策
と
管
理
』
（
有
斐
閣
・
一
九
九
五
年
）
四
○

５
「
政
策
目
的
」
が
「
公
共
性
の
実
現
目
的
」
と
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
れ
る
場
合
の
政
策
は
、
こ
の
側
面
に
着
目
し
た
も
の
と
な
る
（
参
照
、
阿

部
泰
雌
一
嶬
行
政
の
法
シ
ス
テ
ム
・
上
（
新
版
）
』
（
有
斐
閣
・
一
九
九
七
年
）
五
二
頁
以
下
）
。

６
政
策
論
と
い
わ
ゆ
る
「
立
法
論
」
の
異
同
に
つ
い
て
参
照
、
阿
部
泰
隆
一
統
政
策
法
学
講
座
や
わ
ら
か
頭
の
法
戦
略
』
（
第
一
法
規
・
え
○

頁
に

○
六
年
）
二
頁
以
下
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、

(熊本法学1115007）３０
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旧
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
補
助
金
の
交
付
基
準
な
ど
行
政
活
動
の
根
拠
と
な
る
規
範
（
但
し
、
財
務
小
唄
で
、
年
度
が
嚇
定
さ
れ
、
条
例

騨
管
事
項
以
外
の
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
）
が
予
算
に
委
ね
ら
れ
る
可
能
性
に
つ
き
参
照
、
碓
井
光
明
「
自
治
体
予
算
の
規
範
的
性
質
と
法

政
策
」
日
本
財
政
法
学
会
編
一
地
方
財
政
の
変
貌
と
法
』
（
勁
草
書
房
・
『
、
○
○
五
年
）
．
’
七
九
頁
以
下
。

応
参
照
、
下
村
郁
夫
「
政
策
概
念
の
探
究
（
下
）
」
自
治
研
究
七
二
巻
ｎ
号
二
九
九
六
年
）
九
六
頁
以
下
。
政
策
概
念
を
包
括
的
に
検
討
す
る

研
究
に
お
い
て
は
様
々
な
視
点
か
ら
の
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
は
公
共
政
策
は
政
府
に
結
び
つ
い
た
も
の
に
限
定
さ
れ
る
べ
き

細
分
化
し
、
一
⑫
問
題
の
発
見
、
一
②
公
共
的
問
題
の
選
択
、
一
一
⑤
問
題
解
決
手
法
の
追
究
、
｜
④
組
織
内
調
整
、
｜
⑤
決
定
Ⅱ
合
意
形
成
の
社
会
過
程
、

一
価
｜
執
行
、
⑪
評
価
、
⑧
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
、
と
い
う
多
段
階
で
の
問
題
解
決
の
実
現
が
指
向
さ
れ
る
。
こ
の
点
、
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
注
目

す
べ
き
は
③
と
な
る
。
ま
た
同
様
に
、
政
策
を
実
施
と
は
不
可
分
で
、
か
つ
常
時
変
動
・
改
善
ざ
れ
う
べ
き
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
動
態
的
に
捉
え

る
一
政
策
科
学
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
参
照
、
秋
吉
貴
雄
「
公
共
政
策
の
変
容
と
政
策
科
学
」
（
有
斐
閣
・
え
○
○
七
年
）
一
五
頁
以
下
）
も
、
近

時
行
政
法
分
野
で
い
う
と
こ
ろ
の
政
策
法
務
、
自
治
体
法
務
な
ど
の
視
点
と
極
め
て
親
和
的
な
も
の
と
し
て
示
唆
に
富
む
も
の
と
思
わ
れ
る
。

同
様
に
、
政
策
を
活
動
の
一
案
」
と
し
て
捉
え
る
も
の
に
、
「
政
莱
（
っ
Ｃ
一
一
ｓ
、
）
は
、
一
般
に
個
人
な
い
し
集
団
が
特
定
の
価
値
（
欲
求
の
対

象
と
す
る
モ
ノ
や
状
態
）
を
挫
梛
・
維
持
し
、
増
大
さ
せ
る
た
め
に
意
側
す
る
行
助
の
案
・
方
針
・
計
画
で
あ
る
」
と
す
る
定
義
が
あ
る
（
人

森
彌
「
政
簸
」
Ⅱ
本
政
治
学
会
綱
『
政
治
喉
の
雅
礎
概
念
』
（
血
石
波
沸
店
．
、
几
八
毛
年
）
三
・
一
○
頁
）
。
こ
こ
で
は
「
政
府
の
」
案
と
い
う
限

定
が
附
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
政
臓
が
行
動
の
一
案
・
〃
針
・
緋
脚
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
点
は
、
本
欄
で
想
定
す
る
も
の
と
何
様
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
火
線
教
授
の
Ⅲ
術
考
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
Ⅲ
川
柵
で
満
じ
た
政
策
概
念
を
「
社
会
汕
念
化
の
『
政
雛
上
と
す
る
一
〃
で
、
他
〃
に

「
政
論
政
簸
」
と
い
う
概
念
が
存
在
す
る
こ
と
が
町
及
さ
れ
て
い
る
。
後
背
に
は
一
樅
力
の
服
統
性
（
｝
の
巴
ご
曰
四
２
）
を
、
個
人
主
体
の
行
勅
を

合
理
化
し
う
る
価
値
体
系
の
媒
介
度
と
考
え
、
そ
の
よ
う
な
正
統
性
の
塘
鍵
と
強
化
を
志
向
す
る
ポ
リ
シ
ー
」
（
同
一
三
：
頁
）
と
い
う
定
義
が

与
え
ら
れ
て
い
る
。
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論 説

Ⅳ
下
村
・
前
掲
注
⑬
九
六
頁
に
お
い
は
、
「
政
府
に
か
か
わ
る
現
象
で
あ
る
に
し
る
非
政
府
に
か
か
わ
る
現
象
で
あ
る
に
し
ろ
、
公
共
的
な
部
分

と
非
公
共
的
な
部
分
や
椛
威
的
な
部
分
と
非
権
威
的
な
部
分
は
入
り
ま
じ
っ
て
、
ま
た
相
互
依
存
的
に
存
在
し
て
い
る
の
で
、
「
股
的
で
明
解

な
雅
峨
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
現
象
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
限
定
的
な
Ⅱ
的
の
た
め
で
な
け
れ
ば
か
な
り
附
雛
で
あ
る
し
、
拠
乱
的
で
あ
る
」
と

し
て
、
先
の
区
分
論
を
採
ら
な
い
立
場
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
災
に
使
血
上
、
公
共
放
縦
を
政
府
に
か
か
わ
る
も
の
に
限
定
す
る
こ
と
を
Ⅲ

汀
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
森
・
前
掲
縦
⑪
一
三
○
頁
に
お
け
る
政
簸
の
定
識
に
お
い
て
も
、
「
政
府
の
」
案
と
い
う
限
定
が
附
さ
れ
て
お
ら
ず
、

政
蛾
は
政
府
の
も
の
だ
け
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
ｃ
す
な
わ
ち
、
政
府
以
外
に
よ
る
「
政
簸
」
が
あ
り
う
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
も
っ

と
も
、
岡
引
川
部
で
は
こ
れ
に
続
い
て
、
「
と
く
に
政
治
社
会
に
お
け
る
政
簸
〈
官
三
一
、
ご
ｏ
－
－
２
）
は
、
社
会
次
元
で
の
綱
雅
を
こ
え
る
争
点

な
い
し
紛
争
に
対
し
て
統
治
活
鋤
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
》
応
の
解
決
を
は
か
る
手
段
で
あ
り
．
こ
の
愈
味
で
社
会
の
安
定
に
側
係
づ

け
ら
れ
る
統
沿
祇
鋤
の
内
容
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
い
う
統
論
と
は
、
社
会
生
柵
に
お
け
る
共
存
関
係
の
形
成
と
維
排
の

か
ど
う
か
と
い
う
Ⅲ
池
川
心
か
ら
、
「
政
府
と
の
側
係
」
の
項
目
が
検
討
対
象
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
政
簸
の
主
体
が
政
府
以
外
に
も
あ
り

う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
私
的
な
政
策
」
と
い
う
も
の
が
想
定
さ
れ
、
そ
れ
が
政
府
の
政
簸
と
対
慨
さ
れ
る
と
い
う
徽
図
が
縦
走
さ
れ
る
。
そ
の

勘
合
、
両
者
を
区
別
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
幾
場
す
る
の
が
、
あ
る
政
簸
が
採
川
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
政
策
の
影
騨
を
受
け
る
ア

ク
タ
ー
（
通
常
は
一
般
風
民
）
の
行
助
選
択
肢
が
ど
の
秘
庇
に
狭
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
政
策
の
効
来
が
拘
来
的

か
否
か
と
い
う
こ
と
が
川
越
と
な
る
。
し
か
し
、
政
簸
が
拘
來
的
か
ど
う
か
と
、
政
餓
が
政
府
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
巡
閲
す
る

も
の
で
は
な
い
。
仮
に
逃
側
す
る
と
考
え
た
場
合
、
政
府
に
よ
る
政
鞭
で
拘
束
的
で
な
い
も
の
は
公
共
政
餓
で
は
な
い
と
い
う
結
徽
に
彌
窓
。

こ
の
思
考
パ
タ
ー
ン
を
採
る
な
ら
ば
、
本
欄
で
考
え
る
財
政
的
手
法
に
よ
る
政
雄
の
実
現
は
－
１
公
共
政
簸
」
か
ら
除
外
さ
れ
る
可
能
性
が
Ⅲ
て

く
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
．
財
政
的
手
法
は
多
く
の
場
合
，
彫
騨
さ
れ
る
側
二
股
国
民
）
に
と
っ
て
必
ず
し
も
拘
束
的
で
は
な
い
た

め
で
あ
る
。
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加
新
藤
宗
幸
『
概
説
Ｈ
本
の
公
共
政
策
」
（
東
京
大
学
出
版
会
．
二
○
○
四
年
）
一
五
頁
以
下
に
よ
る
と
、
政
策
実
現
の
手
段
は
大
き
く
分
け
て

、
〉
政
府
が
公
権
力
を
背
熾
と
し
て
個
人
や
団
体
の
一
定
の
行
動
を
鱗
止
す
る
こ
と
、
②
政
府
が
公
共
財
な
い
し
雄
公
共
財
を
サ
ー
ビ
ス
と
し
て

直
接
提
供
す
る
こ
と
、
ぶ
二
走
の
望
ま
し
い
〃
向
に
個
人
や
集
団
を
誘
導
す
る
た
め
の
行
動
、
の
３
つ
に
な
る
と
い
う
。
そ
し
て
「
今
日
最
も

多
川
さ
れ
て
い
る
」
（
同
一
六
頁
）
の
が
③
で
あ
る
と
す
る
。

即
参
照
、
大
橋
洋
一
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
と
し
て
の
行
政
シ
ス
テ
ム
」
同
一
対
話
型
行
政
法
学
の
創
造
』
（
弘
文
堂
・
一
九
九
九
年
）

一
二
頁
以
下
に
お
い
て
は
、
「
間
接
誘
導
手
法
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
経
済
的
誘
導
型
手
法
（
課
徴
金
、
補
助

金
・
租
税
措
置
）
や
租
税
の
政
策
的
利
用
な
ど
、
Ⅱ
白
に
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
用
い
た
も
の
の
ほ
か
に
、
行
政
行
為
の
発
令
に
先
立
ち
、

行
政
が
私
人
の
遵
守
可
能
な
命
令
を
交
渉
す
る
「
交
渉
に
基
づ
く
行
政
行
為
」
（
同
一
三
頁
）
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
私
人
に
と
っ

て
は
受
入
に
負
担
の
少
な
い
選
択
肢
を
選
ぶ
と
い
う
意
味
で
、
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
利
用
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
二
四
頁
）
。
ま
た
、

契
約
・
協
定
手
法
や
白
治
・
自
律
促
進
策
と
し
て
の
情
報
流
迎
（
同
一
八
頁
）
も
、
行
政
の
側
に
と
っ
て
、
よ
り
少
な
い
リ
ソ
ー
ス
で
実
効
性

を
確
保
す
る
手
法
で
あ
る
こ
と
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
同
様
に
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
介
在
さ
せ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

ま
た
、
宇
賀
克
也
『
行
政
法
概
説
Ｉ
（
第
二
版
二
（
有
斐
閣
・
二
○
○
六
年
）
一
二
五
頁
以
下
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
情
報
や
規
制
緩
和
に
よ
る

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
手
法
も
近
時
は
注
目
さ
れ
る
。

型
大
橘
洋
一
『
行
政
法
（
第
２
版
）
』
（
有
斐
閣
・
二
○
○
四
年
）
三
七
二
頁

臓
小
早
川
光
郎
『
行
政
法
・
上
一
（
弘
文
堂
・
一
九
九
九
年
）
二
王
一
頁
以
下
。

Ⅲ
小
早
川
・
前
掲
注
⑱
一
一
三
三
貝
。

た
め
に
人
々
の
行
動
や
態
度
を
誘
導
し
制
御
す
る
活
動
と
そ
の
様
式
で
あ
る
」
と
し
て
、
「
統
治
活
動
」
に
着
目
し
て
、
政
府
の
政
策
を
中
心
と

す
る
ス
タ
ン
ス
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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論 説

割
い
、
冨
暮
：
（
『
二
・
塁
）
・
の
，
画
ｇ
・

班
ご
頃
］
・
舌
ロ
ロ
ミ
ョ
曽
鳳
：
ェ
目
印
｝
】
ロ
］
扇
で
］
自
冒
息
自
口
塵
凹
巨
の
｝
国
｝
威
穴
・
貝
８
］
一
の
冒
已
の
同
庫
冒
口
の
関
の
ロ
目
一
一
戸
こ
の
具
の
ｇ
］
：
Ｑ

（
両
日
一
口
日
の
貝
ご
ロ
ロ
ベ
臼
肴
巴
Ｅ
ｐ
ｍ
唾
・
目
の
ご
・
岳
①
的
・
の
」
唖
・

妬
く
い
］
．
②
ｓ
侵
巳
○
萬
弓
ロ
・
恩
）
・
②
・
笛
Ｃ
・

汐
く
い
」
・
冒
崖
碕
菖
侭
（
可
口
麗
）
・
の
。
』
程
・
満
橋
誠
「
予
算
論
」
林
栄
夫
Ⅱ
柴
田
徳
衛
Ⅱ
高
橋
誠
Ⅱ
宮
本
憲
一
編
「
現
代
財
政
学
体
系
１
現
代
財

政
学
」
（
有
斐
閣
・
一
九
七
四
年
）
二
三
八
頁
以
下
に
お
い
て
も
既
に
、
「
財
政
民
主
主
義
の
危
機
的
状
況
」
を
検
討
す
る
上
で
、
同
じ
点
を
指

摘
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
も
と
も
と
、
予
算
制
度
は
、
議
会
が
政
府
に
「
節
約
」
を
強
制
す
る
目
的
を
も
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
現
代
に
お
い
て
は
、
議
会
は
政
府
の
財
政
拡
張
欲
を
抑
制
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
経
費
の
膨
張
を
促
進
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て

お
り
、
財
政
統
制
に
お
い
て
議
会
の
『
役
割
の
転
換
」
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
を
払
う
べ
き
」
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

泌
記
⑯
冒
冒
ミ
ミ
員
呵
§
い
□
臼
四
目
⑩
冨
一
（
の
ご
」
目
山
」
②
。
①
の
①
（
蝉
こ
『
９
ｍ
・
患
『
・
に
お
い
て
は
、
い
の
ロ
百
口
ｍ
と
の
（
２
の
『
目
的
の
語
が
混
在
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
後
者
の
概
念
の
力
が
抽
象
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
以
下
に
見
る
よ
う
な
諸
論
文
に
お
い
て
も
、
本
稿
に
い

う
「
誘
導
」
概
念
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
》
『
ご
房
菖
咀
勇
蔓
）
ヨ
ロ
ミ
ー
ヨ
③
ミ
ョ
ー
目
目
六
○
貝
『
○
一
一
の
四
一
の
鷺
の
Ｅ
⑦
『
巨
后
閏
氏
肖
三
】
目
●
の
急
些
「
’

一
の
】
、
ご
」
ロ
碩
勿
⑩
目
貫
６
Ｃ
ご
－
℃
①
Ｐ
め
・
隠
三
・
弔
苣
昌
罰
忌
冨
具
□
『
の
い
｛
２
．
「
目
、
□
の
⑩
ご
の
う
鼠
冒
局
印
｝
】
四
目
の
一
コ
、
目
『
呂
匹
口
巨
、
目
一
筋
『
の
ｎ
頁

Ｅ
］
。
旨
－
」
⑫
｝
】
画
一
冨
云
・
冒
『
Ｃ
－
－
Ｐ
Ｚ
ご
詞
「
Ｎ
一
℃
９
ｍ
・
巴
餌
『
・
畠
両
ａ
旨
§
国
司
『
句
冨
具
ｏ
ｐ
の
冒
巨
如
冨
一
諒
『
⑦
９
回
一
ｍ
い
ぼ
ｍ
Ｅ
の
『
目
的
⑪
『
の
印
の
。
Ｅ
『
Ｂ
員

二
二
○
』
開
傾
回
□
ぬ
四
○
威
員
］
四
口
ロ
ー
”
｝
の
ヨ
ヘ
ロ
ワ
臼
宮
、
吋
已
の
○
営
日
］
。
（
‐
シ
ロ
ヨ
ｍ
ｐ
ｐ
（
四
厨
傾
・
）
》
向
帛
｛
旨
】
の
ロ
Ｎ
口
」
の
四
の
Ｈ
ｍ
ｐ
の
｛
。
『
Ｑ
の
『
巨
口
ｍ
ｍ
ｐ
Ｑ
ｍ
⑪

『
の
。
『
口
一
目
ご
胸
の
門
の
、
三
・
」
①
①
⑪
診
、
』
◎
望
｛
・
》
』
Ｓ
の
。
ご
○
戟
量
冨
斡
鐘
②
□
芦
の
の
｛
の
■
の
『
巨
口
、
。
の
⑩
『
の
。
『
四
一
百
コ
ｍ
ｍ
ｐ
ｍ
ｐ
Ｑ
の
ｌ
ｐ
ｍ
Ｑ
色
『
○
宮
田
四
回
の
豈
巴
（
⑫
『
の
。
頁

巨
ロ
。
四
ｍ
巨
切
百
四
一
（
い
【
○
ロ
ー
『
○
一
｝
の
。
ご
く
□
の
（
宛
伊
←
函
』
①
⑭
一
・
ｍ
」
公
国
【
・
瓠
の
窪
苫
苫
負
司
由
亘
討
③
②
、
琴
忌
、
Ｃ
⑮
蔓
》
□
］
の
②
芹
の
ロ
⑩
『
二
口
殖
□
の
い

く
の
『
二
『
四
一
冒
口
”
⑰
｝
］
“
口
こ
の
｝
口
⑫
。
ご
Ｒ
豈
困
舞
口
晩
云
巴
一
周
の
、
ゴ
ニ
ニ
ロ
ニ
困
箆
□
め
す
嘩
一
（
⑫
穴
Ｃ
『
】
耳
Ｃ
一
一
の
》
ぐ
ぐ
○
の
一
幻
田
一
口
」
＠
ｍ
」
》
の
．
⑭
］
②
「
「
．

ぐ
の
『
芝
四
一
旨
口
輌
⑰
一
己
口
こ
の
｝
口
⑫
。
ご
Ｈ
○

い
、
苫
屋
、
己
③
ミ
（
『
。
⑱
⑫
）
・
の
・
画
⑱
。
。
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論 兇

州
参
照
、
大
橘
・
伽
掛
注
⑪
一
九
頁
以
下
。

Ｍ
参
川
、
大
概
・
前
掲
挑
叩
→
鳶
頁
。

価
参
照
、
巾
肌
・
前
掲
注
㈹
パ
パ
頁
怠

㈹
大
柵
・
前
掲
縦
⑪
宝
○
頁
以
下
で
は
、
「
福
祉
脚
家
の
修
正
」
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
ｃ

栃
ビ
ル
な
ど
躍
止
緑
化
を
促
進
す
る
た
め
に
、
緑
化
部
分
の
間
定
衡
瀧
税
を
職
減
す
る
刀
式
（
参
照
、
地
力
税
法
》
菰
条
罵
項
）
と
．
緑
化

の
た
め
の
正
那
賀
川
を
袖
肋
す
る
方
式
（
参
照
、
熊
本
巾
な
ど
多
く
の
巾
町
村
が
行
う
臓
止
鞭
緑
化
助
成
制
喚
）
な
ど
が
例
と
し
て
考
え
ら
れ

る
。
た
だ
し
、
机
税
の
づ
般
性
」
と
補
助
金
の
「
個
別
性
」
と
い
う
鑑
拠
に
粉
側
し
て
論
じ
る
も
の
と
し
て
参
卿
、
西
谷
剛
「
側
北
針
脚
に

お
け
る
机
税
特
別
挑
樋
と
袖
助
命
」
金
子
宏
先
生
古
柵
祝
賀
一
公
法
学
の
法
と
政
鞭
・
止
巻
・
一
（
有
斐
Ⅲ
．
二
○
○
○
年
）
一
壱
一
四
面
以
下
・

⑫
参
照
、
中
里
実
「
同
家
目
的
実
現
の
た
め
の
手
法
」
南
博
刀
ほ
か
編
『
行
政
紛
争
処
理
の
法
理
と
課
題
」
（
法
学
書
院
・
一
九
九
三
年
）
六
弐

と
か
ら
、
か
よ
う
な
理
解
に
限
定
さ
れ
ず
、
よ
り
一
般
的
な
、
本
稿
で
Ⅲ
い
る
「
政
雄
」
と
何
錠
で
あ
る
と
解
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

獺
岐
近
で
は
法
定
外
側
的
税
を
Ⅲ
い
て
地
力
公
共
剛
体
が
個
別
的
な
政
蛾
を
論
灘
す
る
手
法
が
注
目
ぎ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
法
的
論
間
趣
に
つ

き
参
照
、
Ⅲ
膜
茂
樹
「
向
治
休
に
よ
る
誘
導
手
法
の
可
能
性
」
地
方
自
治
七
○
二
号
（
二
○
○
六
年
）
二
頁
以
下
、
小
原
茂
樹
「
向
治
体
に
よ

る
誘
導
手
法
の
可
能
性
と
法
的
限
界
」
橘
本
偲
之
細
「
即
仙
紀
の
那
巾
祇
力
」
〈
郡
市
川
題
研
究
会
・
二
○
○
六
年
）
－
１
江
貝
以
下
。

Ⅲ
参
脳
、
瓜
塚
藤
川
一
財
政
学
（
第
３
版
）
」
（
来
京
大
学
川
版
会
。
１
○
○
三
年
）
八
頁
以
下
。

畑
参
照
．
金
子
・
前
掲
枇
鯛
四
一
画
・
州
肱
銀
行
、
遮
邦
経
済
行
、
述
邦
大
蹴
竹
の
述
鵬
か
ら
こ
の
時
期
の
税
制
上
の
措
慨
を
考
察
す
る
も
の

と
し
て
参
雌
、
而
坂
綾
子
「
一
℃
ｇ
年
代
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
胱
気
安
定
化
政
錐
」
愛
知
淑
徳
大
学
論
染
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
嚇
凹
号

（
二
○
○
三
年
）
二
頁
以
下
。

頁
｡
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州
参
照
、
佐
藤
英
明
「
租
税
優
遇
措
置
」
岩
波
識
座
『
現
代
の
法
８
１
政
府
と
企
業
・
一
（
岩
波
井
店
・
一
九
九
上
年
）
一
七
一
頁
以
下
。

伯
参
照
、
中
型
実
「
机
税
法
に
お
け
る
経
済
学
的
魁
考
」
新
井
隆
二
先
生
古
稀
槌
念
一
行
政
法
と
租
税
法
の
課
題
と
腱
望
』
（
成
文
堂
．
二
○
○

○
年
）
三
七
五
頁
以
下
。

卯
参
照
、
中
型
・
前
掲
注
⑫
六
三
頁
、
佐
藤
・
前
掲
注
鯛
一
五
七
頁
⑪

別
こ
の
よ
う
な
欠
点
に
対
す
る
対
策
と
し
て
捉
哨
さ
れ
て
い
る
の
が
、
財
政
、
的
に
関
連
す
る
机
税
法
的
な
留
保
と
政
策
Ⅱ
的
に
関
連
す
る
行

政
法
上
の
閉
保
の
二
正
の
法
律
の
冊
保
諭
（
参
照
、
中
型
実
「
絲
済
的
手
法
の
法
的
統
制
に
関
す
る
メ
モ
（
下
）
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
○
四
五
号

（
一
几
九
四
年
）
｜
一
一
三
頁
）
や
、
机
悦
優
遇
橘
胤
が
「
隠
れ
た
補
助
金
」
と
な
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
織
会
に
よ
る
統
制
強
化
を
Ⅲ
折
し
た
、

柧
税
歳
出
予
算
楡
（
佐
縢
・
前
掲
注
㈹
一
六
○
頁
以
下
）
で
あ
る
。

砥
財
政
手
法
の
「
透
明
性
」
と
い
う
場
合
に
は
、
「
資
金
助
成
の
根
拠
法
令
、
要
綱
等
を
明
確
に
定
め
、
要
綱
等
を
公
夜
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て

実
現
さ
れ
る
、
い
わ
ば
嚇
前
の
透
明
性
と
、
「
ど
の
よ
う
な
相
手
方
に
ど
れ
だ
け
助
成
が
な
さ
れ
た
か
、
す
な
わ
ち
笑
織
に
関
す
る
透
明
性
」
の

一
一
側
面
が
指
摘
さ
れ
る
（
碓
排
光
明
『
公
的
安
全
助
成
法
精
義
』
（
僧
山
社
．
二
○
○
七
年
）
一
○
一
頁
以
下
）
㈹

卵
ご
天
一
・
宍
｛
§
い
め
（
の
貝
冒
唖
の
一
目
（
め
『
の
。
｝
】
一
旦
の
「
ロ
Ｅ
〕
号
の
『
呂
巨
ヴ
ニ
六
□
の
三
ｍ
、
三
目
９
コ
Ｑ
・
ロ
・
一
ｇ
Ｐ
勿
・
〕
ｇ
②
・

別
参
照
、
大
脇
成
昭
「
民
営
化
法
理
の
繍
型
論
的
考
察
」
怯
政
研
究
六
六
巻
聿
号
〈
》
九
九
九
年
）
二
一
一
二
頁
以
下
⑲

弱
な
お
、
こ
の
詳
細
化
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
見
た
条
文
の
追
加
の
み
な
ら
ず
、
一
九
九
五
年
以
降
は
「
連
邦
財
政
法
に
関
す
る
卿

定
行
政
規
則
（
ご
Ｃ
１
．
ご
く
，
、
四
○
）
」
に
お
い
て
、
ま
た
二
○
○
一
年
か
ら
は
「
連
邦
財
政
法
に
関
す
る
行
政
規
則
付
帯
文
群
（
ご
く
，
ロ
塵
。
‐

シ
『
］
冨
一
］
媚
）
」
の
七
条
に
か
か
る
部
分
に
お
い
て
掲
載
さ
れ
る
大
蔵
太
雁
通
達
（
幻
旦
の
Ｓ
『
・
・
・
巴
弓
ぐ
・
旨
・
範
」
①
患
’
一
豈
ン
い
，
］
』
Ｓ
９
，
笛
へ
④
、
）

に
よ
っ
て
、
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
く
「
経
済
性
」
を
分
析
す
る
た
め
の
遮
川
上
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
同
じ
く
同
Ⅱ
付
の
通
達

（
幻
Ｓ
ｃ
一
〕
『
。
。
．
□
三
句
ぐ
．
⑭
一
・
節
」
９
ｍ
‐
自
鈩
②
‐
函
－
８
ｍ
‐
巴
へ
①
、
）
で
計
算
式
な
ど
と
と
も
に
定
め
ら
れ
て
い
る
（
》
ご
顕
一
・
函
呂
⑫
｝
）
四
一
一
⑫
愚
昌
一
』
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く
Ｃ
厨
。
ゴ
ユ
〔
甘
口
笛
ヨ
ヨ
」
■
づ
い
唖
凹
・
少
巨
［
］
．
。
⑭
。
○
『
．
ご
’
］
》
②
画
「
【
・

師
『
随
一
・
［
意
②
○
ミ
蜀
爵
堂
．
ご
各
『
三
一
円
蕨
凸
冒
［
〔
］
］
：
【
の
再
旦
巨
『
、
こ
の
旨
い
巨
切
堅
悶
｜
『
島
の
い
く
の
冒
忌
戸
目
聴
く
。
【
歓
冨
目
や
．
□
。
ご
己
患
・
印
・
〕
］
Ｃ
・

罰
『
館
」
・
国
閂
占
『
：
云
い
。
］
画
へ
匂
画
Ｐ
②
。
⑫
・
連
邦
議
会
第
一
二
被
選
期
に
お
け
る
一
九
九
四
年
二
月
一
日
の
報
告
書
。

記
ご
函
］
・
的
○
三
詩
的
琴
（
甸
二
・
患
）
・
の
．
』
］
Ｃ
・

的
米
丸
憧
治
「
財
政
法
上
の
私
化
っ
且
ご
菖
回
の
『
目
館
促
進
条
項
」
行
財
政
研
究
二
七
号
（
一
九
九
六
年
）
四
二
頁
。

㈹
昌
館
］
・
切
○
ミ
爵
酋
（
句
ご
・
ｇ
）
．
⑫
。
｝
］
』
・

田
く
頒
一
’
固
守
彗
鷺
』
出
宮
《
○
〆
で
ユ
ご
■
す
国
『
蕨
。
云
呉
芹
一
一
○
写
の
ご
「
の
、
の
Ｅ
ロ
ロ
三
○
』
の
一
一
の
翻
匡
○
国
○
日
己
Ｃ
』
の
『
口
の
。
（
囚
］
己
の
『
の
ご
勺
）
②
Ｅ
ロ
ー
》
Ｄ
Ｃ
く
】
①
。
、
》
の
．
、
の
，

ち
な
み
に
、
こ
の
論
文
の
著
者
は
、
当
時
の
連
邦
会
計
検
査
院
剛
総
裁
で
あ
る
。

“
く
館
」
・
詞
。
、
Ｃ
ｌ
】
「
・
ロ
・
国
富
『
ご
・
笛
．
⑭
」
①
⑪
、
‐
］
］
シ
⑬
‐
四
】
つ
Ｃ
、
’
四
画
＄
、

剛
特
別
の
馴
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
納
入
や
給
付
の
契
約
に
先
立
っ
て
、
公
示
（
。
［
｛
の
。
二
一
ｓ
の
シ
巨
協
ｎ
頁
の
－
９
口
胸
）
を
行
う
こ
と
と
、
そ

の
場
合
に
は
統
一
的
維
準
に
よ
っ
て
契
約
を
締
結
す
べ
き
こ
と
を
要
諦
す
る
規
定
。

晩
く
頤
一
・
ｍ
、
童
討
吻
盃
琶
（
『
Ｐ
、
。
）
．
、
．
】
］
員
．

“
ご
館
」
。
ｍ
・
葛
禺
會
（
同
ロ
．
、
①
）
・
印
・
】
］
鴎
・

錨
く
館
」
。
②
ロ
ミ
爵
辱
（
同
ロ
・
患
）
・
の
．
】
］
②
・

碗
ご
館
」
・
的
ロ
ミ
爵
曾
（
甸
二
・
患
）
ｂ
・
国
⑫
・

錦
ご
館
」
・
②
・
蔦
函
簿
（
里
・
患
）
・
の
．
〕
］
“
・

的
ご
額
」
・
ｍ
ｑ
ミ
爵
酋
（
胃
・
患
）
・
の
。
』
】
鷲
・

”
ぐ
姐
一
・
缶
。
『
蒜
○
○
亀
、
（
○
斉
宅
『
茸
昌
】
⑪
一
周
戸
口
、
『
。
ご
く
の
『
竃
、
一
一
■
ご
堀
の
山
巨
侭
四
ケ
⑮
口
・
ぐ
『
□
印
戸
”
円
し
、
』
》
胃
①
○
口
、
．
⑬
画
円
．
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、
ご
随
一
・
勲
ミ
ミ
ミ
切
目
、
式
で
『
一
氣
昌
⑩
一
の
『
Ｅ
〕
ｍ
『
・
曰
く
の
『
三
画
一
目
口
狛
の
目
（
醤
す
⑦
二
ぐ
ご
□
⑫
完
Ｆ
図
・
］
９
，
．
ｍ
．
⑱
、
①
・

ね
米
九
・
前
掲
注
（
閑
）
川
二
頁
。

耐
く
ぃ
］
・
の
、
ミ
鼠
宣
（
『
「
一
・
詔
）
．
、
．
Ｅ
一
・

耐
参
照
、
米
丸
恒
治
「
財
政
の
柔
軟
化
・
自
己
責
任
化
と
効
率
化
」
行
財
政
研
究
三
九
号
（
一
九
九
九
年
）
三
六
頁
。

一
わ
く
館
岸
一
さ
ミ
曾
由
罠
員
句
Ｃ
『
一
の
『
】
言
一
，
六
一
目
頒
□
の
②
四
目
⑫
冨
一
｛
⑬
『
の
、
云
夙
ｚ
ご
三
田
］
①
①
⑪
．
の
・
９
ｍ
・

布
く
い
一
・
宛
§
②
『
へ
の
○
冒
尽
へ
｛
旨
誌
②
函
ミ
ヨ
冒
琶
・
刀
の
『
。
『
己
の
ご
一
己
匹
目
の
冨
一
（
い
『
の
、
三
‐
。
ご
■
の
一
（
『
凋
目
『
の
⑪
ご
天
［
』
つ
ぃ
○
の
『
唾
百
口
［
の
□
巨
○
（
の
》

ロ
の
｛
。
①
す
い
０
コ
の
『
四
一
○
『
（
印
、
）
］
し
①
○
の
．
⑭
○
一
切
・

而
隅
Ⅲ
一
職
「
住
民
、
猯
と
唯
金
会
計
シ
ス
テ
ム
」
絲
剛
研
究
．
一
一
近
号
（
、
九
九
一
年
）
〕
三
近
頁
以
下
に
お
い
て
は
、
現
行
制
庇
化
の
雌
式

抑
記
が
住
民
等
に
対
す
る
外
部
へ
の
財
務
報
告
を
阻
需
す
る
も
の
で
あ
り
、
構
造
上
の
欠
陥
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
に
も
関

わ
ら
ず
、
こ
の
制
度
が
明
治
以
降
．
質
し
て
採
用
さ
れ
て
き
た
の
は
、
内
部
管
理
上
の
都
合
に
よ
る
と
し
て
、
地
方
財
務
会
計
制
度
調
査
会
で

の
縦
論
、
結
論
を
批
判
す
る
ぃ
な
お
、
Ⅲ
様
の
視
点
か
ら
会
献
シ
ス
テ
ム
の
改
革
を
説
く
も
の
と
し
て
参
照
、
井
止
徹
二
「
地
力
公
会
訓
と
雌

金
会
計
の
史
的
考
察
」
阪
南
論
莱
社
会
科
学
編
一
一
一
四
巻
四
号
（
一
九
九
九
年
）
一
頁
以
下
。

耐
く
い
｝
・
め
Ｓ
○
局
へ
垣
ミ
ヨ
冒
尅
（
蜀
口
・
認
）
．
、
．
⑭
Ｂ
、
．

”
参
照
、
人
脇
・
前
掲
注
⑪
一
八
頁
以
下
。
こ
の
こ
と
が
よ
り
具
体
的
に
、
会
計
検
在
の
局
而
に
お
い
て
現
れ
る
点
に
つ
き
参
照
、
石
森
久
広

「
会
計
検
査
院
の
研
究
」
（
有
償
堂
・
一
九
九
六
年
）
一
二
一
頁
以
下
。

師
組
織
の
設
立
な
い
し
設
置
に
つ
き
、
同
『
１
，
｜
］
Ｅ
局
と
厘
口
１
８
日
烏
の
概
念
が
区
分
さ
れ
る
。
前
者
は
一
定
の
実
質
的
な
権
限

（
【
ｏ
ヨ
ロ
ｇ
の
目
）
を
伴
っ
た
行
政
機
関
が
投
立
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
背
で
は
そ
れ
を
伴
わ
ず
、
馴
災
的
な
も
の
に
留
ま
る
。
本
文
で
前
提

と
し
て
い
る
の
は
、
後
者
の
ヨ
コ
ュ
ロ
三
目
、
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
に
お
い
て
も
、
連
邦
固
有
行
政
に
つ
い
て
、
前
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轡
に
相
当
す
る
組
織
の
設
立
に
は
法
律
形
式
を
要
求
す
る
の
に
対
し
て
（
同
法
八
七
条
三
項
一
文
）
、
後
者
の
場
合
は
要
求
し
な
い
（
同
法
八
六

条
範
文
）
。
同
様
に
各
州
撒
法
に
お
い
て
も
前
者
に
つ
い
て
は
規
定
力
法
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
後
苛
に
つ
い
て
は
す
べ
て

法
律
形
式
を
要
求
し
て
い
な
い
。
ご
媚
一
・
三
貞
荷
『
記
員
◎
員
『
。
『
夛
国
］
一
目
媚
⑫
。
『
ぬ
目
一
目
ご
◎
。
三
》
四
目
⑫
‐
ご
急
の
犀
］
Ｃ
ｌ
］
沼
二
（
国
『
緒
・
）
．

シ
一
一
顕
の
ョ
の
ヨ
の
い
く
の
尋
画
一
（
巨
二
潟
「
。
、
｝
二
》
」
］
。
シ
こ
（
一
・
」
①
房
・
叩
『
爵
『
・
》
｝
盲
ミ
ヨ
国
｛
へ
碕
再
・
『
の
蔓
ロ
ー
Ｅ
ご
い
め
。
『
恩
已
墜
二
Ｃ
ｐ
の
『
の
、
言
一
二
》
二
胃
）
⑪
‐
口
乏
の

同
『
－
，
訂
の
『
］
へ
ロ
ー
『
【
向
三
⑦
『
、
（
二
『
猪
・
）
》
シ
一
一
ｍ
の
日
の
旨
の
的
く
。
「
三
②
一
一
員
）
鶴
『
の
。
頁
］
⑫
．
シ
Ｅ
『
｝
：
唾
（
）
（
）
か
め
圏
、
．
な
お
参
照
、
稲
災
韓
「
行
政
組
織

櫛
成
単
位
論
」
同
『
行
政
組
織
の
法
理
論
」
（
弘
文
堂
・
一
九
九
四
年
）
一
二
一
、
一
二
七
頁
。

剛
く
い
｜
・
ミ
ミ
ミ
的
（
可
【
】
・
困
〉
・
の
」
馬
・

腿
ご
殖
］
し
一
｛
ミ
ミ
輔
（
『
『
）
・
田
）
・
の
」
ｇ
・
他
に
も
「
袖
定
性
原
則
」
が
行
政
法
の
．
般
脱
則
と
し
て
脂
摘
さ
れ
る
場
〈
Ⅱ
、
川
椛
に
行
政
組
織
の
細

成
に
関
す
る
裁
辻
制
限
的
な
指
針
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
大
橋
・
前
掲
注
⑫
四
四
頁
）
画

棚
ご
栄
一
・
口
（
へ
国
（
両
Ｐ
ｇ
）
・
笛
萱
「
・
こ
こ
で
は
第
一
次
的
仁
妥
山
す
る
も
の
と
し
て
「
制
度
的
組
織
的
法
律
の
留
保
論
（
冒
勿
【
－
ご
』
庁
一
。
こ
の
一
一
‐

。
『
ぬ
臼
］
菌
一
Ｃ
『
一
⑪
９
の
の
。
の
⑫
の
厨
の
２
づ
『
ｓ
Ｃ
ｌ
】
四
一
一
）
」
が
倫
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
行
政
の
組
織
柵
成
椛
限
は
原
則
と
し
て
立
法
荷
に

与
え
ら
れ
て
い
る
と
し
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
八
七
条
一
二
項
．
、
二
文
が
挙
げ
ら
れ
る
”
し
か
し
こ
の
原
理
が
妥

当
し
な
い
部
分
に
お
い
て
、
例
外
と
し
て
「
組
織
的
制
度
的
法
律
の
柵
保
（
。
『
恩
三
田
一
Ｃ
１
鯨
呂
‐
曰
の
感
冒
は
。
］
］
の
一
一
⑦
め
の
⑦
⑫
⑰
一
Ｎ
①
望
『
・
『
ワ
の
目
ご
」

な
る
も
の
が
不
文
の
規
鰍
と
し
て
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
個
々
の
行
政
糾
織
編
成
の
「
本
質
桃
」
な
ど
か
ら
導
か
れ
、
同
『
『
－
８
冒
后
と

同
旨
『
一
ロ
ー
］
｜
』
』
二
宛
、
と
も
に
外
部
効
果
の
あ
る
活
動
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
法
律
形
式
を
要
す
る
が
、
既
存
の
法
律
で
定
め
ら
れ
た
権
限
を
分
割
す

る
に
過
ぎ
な
い
場
合
は
そ
れ
を
要
し
な
い
と
す
る
。
他
方
で
こ
れ
と
は
別
に
法
律
の
冊
保
の
枠
外
と
想
定
さ
れ
る
場
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
懸
法

が
行
政
椎
に
謎
め
た
地
位
の
締
結
と
し
て
導
か
れ
る
も
の
で
、
Ⅲ
唯
本
法
八
六
条
二
文
は
そ
の
現
れ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

副
詞
冒
忌
言
ａ
（
『
。
畠
）
・
罰
二
・
も
つ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
現
象
が
見
ら
れ
る
こ
と
自
体
は
否
定
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
ご
漏
一
・
ミ
ミ
量
切
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六
年
〉
一
七
二
頁
以
下
。

船
参
照
．
美
濃
部
達
吉
「
日
本
行
政
法
・
下
巻
，
｜

鯛
ご
傾
一
・
角
冨
ミ
ミ
』
＆
（
。
】
・
圏
）
・
め
・
Ｅ
Ｃ
・

加
勾
汽
罵
ミ
曽
旦
（
胃
・
路
）
．
⑫
」
ｇ
・

肌
ご
輯
一
・
勾
臼
『
⑥
ミ
『
＆
（
国
・
蟹
）
．
、
．
－
ｓ
「
・

皿
く
い
一
・
向
丙
討
ミ
『
＆
（
司
口
・
脳
）
・
の
．
二
一
・

編
ご
笹
・
ミ
ミ
賞
切
（
両
ロ
・
患
）
・
の
』
園
．
な
お
同
所
で
は
選
択
肢
と
し
て
，
直
納
（
シ
ョ
【
）
、
公
営
企
業
（
完
・
ぬ
一
Ｃ
一
〕
ｃ
－
１
ｃ
ｌ
〕
）
、
公
益
自
主
経
徽
体

（
同
一
的
。
『
】
一
〕
Ｃ
一
『
一
Ｃ
一
〕
）
、
独
立
衡
造
物
（
驚
一
冨
冨
且
蒟
の
シ
ご
い
且
【
）
、
自
己
所
有
会
社
（
国
鷺
『
］
鷺
い
の
一
一
鮠
。
冨
溥
）
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
岸

本
大
樹
「
公
的
伍
務
の
共
同
遂
行
（
公
杁
協
働
）
と
行
政
上
の
契
約
〈
一
）
」
自
治
研
究
八
一
巻
三
号
（
二
○
○
五
年
）
九
菰
頁
以
下
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
こ
の
極
の
施
設
の
巡
衡
を
何
ら
か
の
形
で
民
川
に
委
ね
る
例
は
実
際
に
多
く
あ
る
・
な
お
股
近
で
は
日
本
の
地
力
公
共
Ⅲ
体
に
お

い
て
も
、
〈
Ⅲ
政
赤
字
や
市
町
村
合
併
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
）
摘
院
な
ど
を
い
わ
ゆ
る
公
設
民
徴
化
す
る
動
き
が
広
が
っ
て
い
る
（
朝
Ⅱ
新
附

（
西
部
）
二
○
○
七
年
三
月
六
日
第
一
○
版
二
頁
）
。

船
弓
逗
・
』
『
ミ
冒
功
（
句
ゴ
。
⑬
⑪
）
．
、
．
］
迄
一
・

師
く
い
一
・
司
冨
革
冒
員
勿
ミ
ヨ
『
蔵
（
‐
」
（
ぎ
ぬ
ミ
一
・
く
の
員
薗
｝
官
ご
鳴
く
の
『
ロ
ゴ
づ
く
。
ユ
ニ
『
｜
張
［
】
ロ
ー
ぐ
の
。
函
｝
冒
口
、
い
、
の
１
，
｝
）
扇
ワ
ロ
『
’
８
－
芦
．
ご
く
つ
い
一
国
し
⑭
一
．

己
忌
・
の
・
暖
】
魚
。
な
お
脳
行
批
任
、
保
障
武
任
、
捕
捉
武
任
と
い
う
三
分
類
に
つ
い
て
の
岐
近
の
も
の
と
し
て
、
ご
ｍ
ｌ
ｈ
Ｃ
⑤
忌
口
己
切
・
葛
『
苞
（
‐

』
｛
言
ミ
ミ
ロ
、
⑩
四
一
一
ｍ
の
『
ロ
の
旨
の
く
の
。
目
一
目
ご
ぬ
ゅ
『
Ｒ
三
蟄
一
鞭
。
『
含
［
一
口
濡
丘
の
⑩
隙
少
員
一
・
・
睡
已
』
・
牢
』
弓
「
「
・
同
謝
の
翻
訳
は
、
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル

ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ー
ァ
ス
マ
ン
醤
（
太
川
匡
彦
Ⅱ
大
橘
洋
一
Ⅱ
山
本
隆
司
舐
）
「
行
政
法
理
論
の
雅
礎
と
課
題
」
（
東
京
大
学
出
版
会
．
二
○
○

（
局
。
・
ぬ
色
）
色
⑩
」
⑪
画
［

（
有
斐
冊
・
一
九
四
○
年
）
一
○
江
○
頁
以
下
。
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論 説

Ｍ
ご
媚
〕
・
『
ぐ
‐
国
二
○
謡
一
』
幸
司
ｚ
『
」
呂
の
『
巨
口
Ｑ
の
四
［
Ｎ
□
の
『
二
三
『
厨
。
豈
騨
［
二
局
｛
〕
云
皇
｛
ｓ

脆
く
狛
一
・
ヨ
ミ
ミ
冒
勿
（
『
二
・
唾
学
）
．
⑫
」
②
陣

妬
ご
ｍ
］
，
穴
｛
ロ
爵
一
、
。
照
←
。
『
Ｅ
ロ
ロ
Ｎ
皀
賄
の
」
の
鯨
司
ヨ
聖
。
詮
『
の
●
一
二
・
印
。
①
ｍ
の
】
・
巨
己
旦
困
の
⑫
の
肩
の
の
ご
卯
］
Ｃ
い
の
（
］
篤
『
］
駕
○
へ
勺
色
一
』
一
一
〈
一
『
○
一
】
弓
。
局
（
四
Ｈ
⑫
値
・
）
・

餌
ロ
ニ
ロ
ワ
ロ
。
ご
口
の
い
い
百
四
扇
『
の
、
三
⑫
国
旦
・
二
面
宅
の
一
一
○
ン
こ
「
一
・
』
②
⑪
⑩
．
⑫
．
心
切
・

卯
昂
岑
逗
）
ご
ロ
ミ
』
‐
宛
荷
言
（
『
ロ
・
い
②
）
・
の
画
画
⑭
．

卵
ぐ
鏑
］
・
河
司
『
ｇ
寄
旦
（
司
二
・
笛
）
．
⑫
．
〕
］
】
【
．
ち
な
み
に
、
「
効
率
Ⅲ
（
ロ
［
」
鳥
員
）
」
と
は
、
「
総
済
性
」
の
た
め
の
迅
要
な
雅
堆
と
解
さ
れ
て

い
る
。
く
い
一
・
妻
ざ
員
曾
）
偏
輯
具
冒
§
『
》
‐
宛
荷
員
円
の
己
の
。
愚
。
－
コ
：
「
く
の
『
肴
四
一
日
目
⑫
『
の
Ｃ
三
の
①
ご
【
乏
一
烏
一
巨
員
・
っ
○
ぐ
一
℃
弓
書
⑫
．
怠
『
。
な
お
、

叩
斐
索
臓
「
財
政
赤
字
と
財
政
監
格
法
」
日
本
財
政
法
学
会
編
「
赤
字
財
政
と
財
政
改
革
」
（
雌
星
川
版
．
一
九
九
九
年
）
九
○
頁
に
お
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
３
Ｅ
検
在
（
の
８
口
・
日
『
・
の
（
（
】
ｃ
一
目
２
．
⑥
｛
「
ｃ
ｃ
こ
ぐ
。
。
●
認
）
に
お
け
る
前
二
粁
の
維
済
性
と
効
率
性
の
区
別
に
つ
き
、
必
ず
し
も
峻
別
す

る
必
要
が
な
い
と
の
見
解
を
示
し
な
が
ら
も
、
前
者
は
人
的
・
物
的
撤
源
の
投
入
と
効
来
の
比
の
改
蒋
を
金
額
的
に
示
せ
る
場
合
を
さ
し
、
後

符
は
金
鉱
以
外
の
耐
肚
可
能
な
尺
度
を
使
川
し
た
比
率
の
改
糠
で
示
さ
れ
る
賜
合
を
さ
す
、
と
す
る
の
が
検
森
技
術
上
の
差
異
を
反
映
し
て
妥

野
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
す
。
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