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は　

じ　

め　

に

筆
者
は
、
地
方
自
治
法
理
の
史
的
研
究
の
一
環
と
し
て
、
特
別
区
長
間
接
公
選
事
件
最
高
裁
大
法
廷
判
決
（
昭
和
三
八
年
三
月
二

七
日
刑
集
一
七
巻
二
号
一
二
一
頁
）
に
お
け
る
憲
法
上
の
地
方
自
治
保
障
論
に
、
入
江
俊
郎
裁
判
官
の
地
方
自
治
論
が
色
濃
く
反
映

し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
他
方
で
、
同
判
決
は
、
地
裁
判
決
に
対
し
て
な
さ
れ
た
（
戦
後
三
件
を
数
え
る
に
と
ど
ま
る
）
検
察
官

側
の
跳
躍
上
告
に
対
し
て
出
さ
れ
た
判
決
で
あ
り
、
な
お
か
つ
結
論
と
し
て
は
検
察
側
勝
訴
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
プ
ロ
セ

ス
に
即
し
て
同
訴
訟
を
見
て
、
上
告
審
に
お
け
る
検
察
側
の
主
張
が
ど
の
よ
う
に
功
を
奏
し
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
も
、
同
判
決

を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
、
現
在
に
お
け
る
意
味
を
再
考
す
る
に
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

偶
々
、
検
察
側
の
上
告
趣
意
書
に
つ
い
て
、
横
井
大
三
氏
（
当
時
、
東
京
地
検
公
判
部
長
、
後
に
最
高
裁
判
事
）
が
そ
の
原
案
を

作
成
し
た
こ
と
を
、『
村
上
朝
一
追
想
録
』（
一
九
八
八
年
）
か
ら
知
っ
た
の
で
、
こ
の
機
会
に
、
上
記
再
考
の
一
斑
と
し
て
、
同
上
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告
趣
意
書
を
読
み
解
く
作
業
を
行
う
こ
と
に
す
る
。

一　

飛
躍
上
告
に
関
す
る
横
井
大
三
氏
の
回
想

横
井
氏
は
、
同
書
で
、
特
別
区
長
間
接
公
選
事
件
（
以
下
、
特
別
区
長
事
件
と
略
記
す
る
こ
と
が
あ
る
）
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ゆ

る
砂
川
事
件
（
一
審
は
東
京
地
判
昭
和
三
四
年
三
月
三
〇
日
判
時
一
八
〇
号
二
頁
、
最
高
裁
判
決
は
、
最
大
判
昭
和
三
四
年
一
二
月

一
六
日
刑
集
一
三
巻
一
三
号
三
二
二
五
頁
）
の
飛
躍
上
告
に
つ
い
て
も
回
想
し
て
い
る
。
砂
川
事
件
は
、
近
時
、
社
会
的
に
も
関
心

を
集
め
て
い
る
と
こ
ろ
、
同
書
は
、
非
売
品
で
現
在
一
般
の
目
に
触
れ
る
機
会
も
少
な
い
書
籍
で
あ
ろ
う
か
ら
、
ま
ず
、
こ
ち
ら
に

つ
い
て
の
述
懐
も
紹
介
す
る
。

「
飛
躍
上
告
の
第
一
は
、
い
わ
ゆ
る
伊
達
判
決
に
対
す
る
も
の
で
、
こ
の
判
決
は
、
下
級
審
と
は
い
え
、
裁
判
所
が
違
憲
立
法
審

査
権
を
本
格
的
に
行
使
し
た
最
初
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
事
柄
は
ア
メ
リ
カ
軍
の
駐
留
が
憲
法
九
条
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
日
本
国
憲
法
の
急
所
を
鋭
く
突
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
飛
躍
上
告
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て

は
異
論
が
な
か
っ
た
が
、
上
告
理
由
を
ど
う
組
み
立
て
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
事
案
の
性
質
上
検
察
庁
内

部
で
は
公
安
部
と
公
判
部
が
共
同
し
て
上
告
趣
意
書
を
書
く
こ
と
に
な
り
、
村
上
さ
ん
は
最
高
検
の
公
判
部
長
と
し
て
、
私
は
地
検

の
公
判
部
長
と
し
て
こ
れ
に
参
画
し
た
。
判
例
集
に
登
載
さ
れ
て
い
る
上
告
趣
意
書
を
読
み
返
し
て
み
る
と
、
第
一
点
の
憲
法
三
一

条
論
と
第
三
点
の
統
治
行
為
論
に
は
そ
れ
ほ
ど
時
間
が
か
か
ら
ず
、
第
二
点
の
憲
法
九
条
論
に
つ
い
て
は
自
衛
権
が
ど
こ
ま
で
認
め

ら
れ
る
か
と
主
張
す
べ
き
か
に
か
な
り
の
時
間
が
か
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。」

（
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そ
し
て
、
特
別
区
長
事
件
で
あ
る
。

「
飛
躍
上
告
の
第
二
は
、
渋
谷
区
長
間
接
選
挙
違
憲
判
決
に
対
す
る
も
の
で
、
こ
れ
は
公
安
事
件
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
私
が
上

告
趣
意
書
の
原
案
を
作
成
し
、
村
上
さ
ん
に
見
て
頂
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
で
は
飛
躍
上
告
し
な
く
て
も
と
い
う
意
見
も

あ
っ
た
が
、
制
度
の
憲
法
違
反
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
影
響
す
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
と
い
う
の
で
、
あ
え
て
飛
躍
上
告
し
た
の
で

あ
っ
た
。
判
例
集
に
あ
る
上
告
趣
意
書
の
冒
頭
に
も
そ
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
を
草
す
る
機
会
に
上
告
趣
意
書
全
文
を

読
み
直
し
て
見
る
と
、
生
半
可
な
大
都
市
行
政
論
を
臆
面
も
な
く
展
開
し
た
も
の
だ
と
思
う
し
、
村
上
さ
ん
が
よ
く
通
し
て
下
さ
っ

た
も
の
だ
と
思
う
。
村
上
さ
ん
は
小
事
に
こ
だ
わ
ら
ず
筋
が
通
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
考
え
の
方
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。」さ

て
、
横
井
氏
は
「
生
半
可
な
大
都
市
行
政
論
」
と
回
顧
し
て
い
る
が
、
上
告
趣
意
書
が
原
判
決
の
説
示
に
対
し
、
論
点
ご
と
に

詳
細
な
反
論
を
行
っ
て
、
最
判
の
説
示
を
引
き
出
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
り
、
な
お
か
つ
、
い
わ
ゆ
る
特
別
区
設
置

法
の
制
定
（
二
〇
一
二
年
）
や
、「
縮
小
社
会
」「
縮
小
都
市
」
に
お
け
る
都
市
内
分
権
の
展
開
な
ど
、
同
判
決
に
（
も
）
立
ち
戻
っ

て
の
考
察
が
求
め
ら
れ
る
事
象
も
続
い
て
い
る
か
ら
、
上
告
趣
意
書
を
紐
解
く
現
代
的
意
味
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

二　

跳
躍
（
飛
躍
）
上
告
制
度
と
は
何
か

次
に
、
刑
事
訴
訟
の
跳
躍
上
告
制
度
に
つ
い
て
略
説
す
る
。
第
一
審
判
決
に
対
し
て
、
控
訴
を
経
ず
に
直
接
最
高
裁
判
所
に
上
告

を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
跳
躍
上
告
制
度
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
要
件
に
つ
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
四
〇
六
条
を
受
け

（
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て
、
刑
事
訴
訟
規
則
二
五
四
条
が
左
記
の
通
り
定
め
て
い
る
。

第
一
項　

地
方
裁
判
所
又
は
簡
易
裁
判
所
が
し
た
第
一
審
判
決
に
対
し
て
は
、
そ
の
判
決
に
お
い
て
法
律
、
命
令
、
規
則
若
し

く
は
処
分
が
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
と
し
た
判
断
又
は
地
方
公
共
団
体
の
条
例
若
し
く
は
規
則
が
法
律
に
違
反
す
る
も
の
と
し
た

判
断
が
不
当
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
最
高
裁
判
所
に
上
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
項　

検
察
官
は
、
地
方
裁
判
所
又
は
簡
易
裁
判
所
が
し
た
第
一
審
判
決
に
対
し
、
そ
の
判
決
に
お
い
て
地
方
公
共
団
体
の

条
例
又
は
規
則
が
憲
法
又
は
法
律
に
適
合
す
る
も
の
と
し
た
判
断
が
不
当
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
最
高
裁
判
所
に
上
告
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
審
裁
判
所
に
よ
る
違
憲
判
断
、
条
例
・
規
則
の
違
法
判
断
、
及
び
条
例
・
規
則
の
場
合
の
憲
法
・
法
律
適
合
性
判
断
に
つ
い

て
、
迅
速
に
最
高
裁
判
所
の
判
断
を
求
め
る
た
め
の
制
度
で
あ
り
、
三
審
制
に
よ
る
審
理
の
例
外
を
な
す
。
他
方
で
、
憲
法
学
に
お

い
て
は
、
日
本
の
司
法
審
査
制
度
は
、
い
わ
ゆ
る
付
随
的
審
査
制
を
採
用
し
て
い
る
が
、「
上
級
審
、
と
り
わ
け
最
高
裁
判
所
に
お

い
て
は
、
憲
法
判
断
の
最
終
性
に
焦
点
を
あ
て
た
制
度
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
上
告
、

抗
告
、
事
件
の
移
送
等
と
あ
わ
せ
、
跳
躍
上
告
制
度
に
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
実
際
に
最
高
裁
に
憲
法
判
断
を
求
め
る
べ
く
、
こ
の
制
度
が
用
い
ら
れ
た
例
は
少
な
く
、
検
察
官
の
上
告
に
か
か
る
も

の
は
、
横
田
氏
の
回
想
に
登
場
す
る
砂
川
事
件
と
特
別
区
長
事
件
の
二
件
、
及
び
そ
れ
に
先
行
し
て
尊
属
傷
害
致
死
規
定
違
憲
事

件
の
計
三
件
が
あ
る
に
と
ど
ま
る
。
食
糧
管
理
法
違
反
事
件
に
お
い
て
は
、
被
告
人
側
が
第
一
審
判
決
に
対
し
て
跳
躍
上
告
し
た
が
、

（
6
）
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最
高
裁
は
適
法
な
跳
躍
上
告
理
由
に
該
当
し
な
い
と
し
た
。

本
件
に
お
い
て
検
察
官
側
が
跳
躍
上
告
を
な
し
た
理
由
を
、
横
田
回
想
が
指
摘
す
る
上
告
趣
意
書
冒
頭
部
分
か
ら
確
認
し
て
お

く
。「

…
原
判
決
の
無
罪
理
由
の
う
ち
、
地
方
自
治
法
第
二
八
一
条
の
二
が
違
憲
無
効
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
直
ち
に
本
件
贈
収
賄
罪

の
成
立
を
否
定
す
べ
き
も
の
と
し
た
点
は
、
社
会
通
念
に
反
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
法
律
論
と
し
て
も
疑
問
な
し
と
し
な
い
が
、
そ

の
前
提
と
し
て
地
方
自
治
法
第
二
八
一
条
の
二
を
憲
法
に
違
反
す
る
と
し
た
点
は
明
ら
か
に
憲
法
の
解
釈
を
誤
つ
た
不
当
な
判
断
で

あ
り
し
か
も
そ
の
判
断
が
原
判
決
に
お
い
て
は
被
告
人
ら
に
対
し
無
罪
の
言
渡
を
し
た
唯
一
の
理
由
と
な
つ
て
い
る
の
で
何
よ
り
も

ま
ず
そ
の
誤
れ
る
判
断
の
是
正
を
求
め
る
必
要
が
あ
り
、
更
に
、
原
判
決
の
右
の
誤
れ
る
憲
法
解
釈
が
近
く
相
次
い
で
行
わ
れ
る
特

別
区
長
改
選
に
際
し
無
用
な
紛
争
を
惹
起
す
る
原
因
と
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
必
要
も
あ
る
の
で
、
本
件
上
告
に
及
ん
だ
次
第
で
あ

る
。
従
つ
て
、
本
件
上
告
に
お
け
る
主
た
る
論
点
は
、
特
別
区
が
憲
法
第
九
三
条
第
二
項
の
地
方
公
共
団
体
に
あ
た
る
か
ど
う
か
に

あ
る
。」

三　

上
告
趣
意
書
の
構
成
と
そ
の
主
張
に
関
す
る
考
証

㈠　

全
体
の
構
成

上
告
趣
意
書
は
、
右
記
論
点
に
つ
い
て
、
ま
ず
原
判
決
の
要
旨
を
以
下
の
よ
う
に
示
す
。

「［
原
判
決
の
理
由
の
要
旨
は
］
憲
法
第
九
二
条
に
い
う
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
と
は
「
地
方
分
権
の
徹
底
化
」
で
あ
り
、
特
別
区

（
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）
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は
日
本
国
憲
法
制
定
当
時
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
た
る
実
質
を
備
え
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
憲
法
も
特
別
区
の
こ
の
既
成
事
実

を
認
め
た
上
地
方
公
共
団
体
と
い
う
概
念
を
用
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
地
方
自
治
法
も
当
初
は
特
別
区
が
憲
法
上
の
地
方
公

共
団
体
た
る
こ
と
を
認
め
市
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
後
に
同
法
の
改
正
に
よ
り
、
特
別
区

の
権
限
を
縮
少
し
て
都
の
内
部
機
構
と
し
、
区
長
の
公
選
制
を
廃
止
す
る
が
如
き
は
、
憲
法
に
い
う
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
に
違
反

し
、
地
方
公
共
団
体
の
首
長
公
選
を
保
障
す
る
憲
法
第
九
三
条
第
二
項
に
違
反
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
に
あ
る
」。

そ
し
て
、
そ
れ
を
「
憲
法
及
び
地
方
自
治
法
の
理
解
に
お
い
て
明
ら
か
な
誤
り
」
と
し
て
、
検
察
官
側
の
基
本
的
立
場
を
以
下
の

よ
う
に
提
示
す
る
。

「
特
別
区
は
、
人
口
の
密
集
し
、
市
街
の
連
続
す
る
大
都
市
の
一
区
劃
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
特
別
区
の
地
域
団
体
と
し
て
の
特
異

性
が
あ
る
。
憲
法
が
か
か
る
事
実
に
盲
目
で
あ
つ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
動
か
し
難
い
事
実
を
前
提
と
す
る
限
り
、
法

律
が
あ
る
時
期
に
お
い
て
特
別
区
長
の
公
選
を
認
め
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
当
否
は
と
も
か
く
、
憲
法
上
よ
り
見
れ
ば
、
そ
れ
は
、

許
さ
れ
た
る
一
つ
の
政
策
に
過
ぎ
な
い
…
（
中
略
）
…
す
で
に
牧
歌
的
地
方
自
治
の
時
代
は
過
ぎ
、
い
ま
や
、
広
域
行
政
、
福
祉
国

家
の
要
請
に
応
え
る
べ
く
、
新
し
い
地
方
自
治
の
あ
り
方
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
で
あ
る
。
か
か
る
時
代
に
お
け
る
、
東

京
の
如
き
大
都
市
の
、
し
か
も
そ
の
末
端
の
自
治
の
組
織
を
如
何
に
構
想
す
る
か
は
、
古
い
地
方
分
権
の
思
想
を
振
り
か
ざ
し
て
こ

れ
に
立
ち
向
う
べ
き
問
題
で
は
な
い
。
特
別
区
の
社
会
的
経
済
的
実
体
を
客
観
的
に
眺
め
、
新
し
い
時
代
の
要
求
と
伝
統
的
な
住
民

自
治
の
要
求
と
を
と
も
に
満
足
さ
せ
う
る
よ
う
な
地
方
自
治
の
組
織
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
解
決
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
従
つ

て
、
そ
れ
は
多
分
に
い
わ
ゆ
る
政
策
の
問
題
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
国
会
と
政
府
と
が
そ
の
責
任
に
お
い
て
き
め
る
べ
き
問
題
で
あ

る
…
」。
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こ
こ
で
既
に
、「
特
別
区
の
社
会
的
経
済
的
実
体
」
に
着
目
す
べ
し
と
い
う
方
向
が
示
さ
れ
、
そ
れ
は
論
点
に
か
か
る
問
題
を
「
政

策
の
問
題
」
領
域
に
持
っ
て
い
く
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。

「
か
よ
う
に
考
え
た
か
ら
と
い
つ
て
、
そ
れ
は
、
決
し
て
、
原
判
決
の
い
う
よ
う
な
「
全
体
主
義
、
素
朴
な
る
中
央
集
権
」
の
思

想
に
つ
ら
な
る
も
の
で
は
な
い
。
時
代
の
推
移
、
社
会
的
経
済
的
基
盤
の
変
動
に
よ
る
地
方
自
治
そ
れ
自
体
の
内
容
的
変
化
で
あ

る
」。こ

の
基
本
的
視
点
を
、
以
下
の
項
目
で
詳
細
に
敷
衍
し
、
原
判
決
に
論
駁
し
て
い
る
。

第
一
、
憲
法
第
九
二
条
に
い
わ
ゆ
る
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
に
つ
い
て

第
二
、
憲
法
第
九
三
条
第
二
項
の
「
地
方
公
共
団
体
」
の
意
義
に
つ
い
て

第
三
、
憲
法
制
定
の
経
緯
に
つ
い
て

第
四
、
地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
律
上
の
特
別
区
に
つ
い
て

第
五
、
共
同
体
意
識
に
つ
い
て

第
六
、
い
わ
ゆ
る
二
重
構
造
論
に
つ
い
て

第
七
、
原
判
決
の
政
策
論
に
つ
い
て

も
っ
と
も
詳
細
な
の
は
第
四
で
あ
り
、
第
二
が
そ
れ
に
次
ぐ
が
、
以
下
で
は
他
の
項
目
も
含
め
、
最
高
裁
の
判
断
と
の
対
応
関
係

に
留
意
し
つ
つ
読
み
解
い
て
い
く
。

㈡　

地
方
分
権
の
徹
底
化
と
い
う
原
意
解
釈
vs
地
域
社
会
の
実
体
に
よ
る
解
釈 （
第
一
～
第
三
）

原
判
決
は
、
右
記
の
上
告
趣
意
書
冒
頭
部
分
で
も
要
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
○ⅰ
地
方
分
権
の
徹
底
化
を
憲
法
第
八
章
導
入
の
意
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義
と
解
し
た
上
で
、
○ⅱ
九
二
条
に
お
け
る
地
方
自
治
の
本
旨
も
、
地
方
分
権
の
徹
底
化
を
意
味
し
、
○ⅲ
九
三
条
の
地
方
公
共
団
体
も

○ⅰ
○ⅱ
に
よ
っ
て
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
そ
の
帰
結
と
し
て
、
特
別
区
は
、
憲
法
制
定
前
に
、
既
に
都
制
改
正
に
よ
っ

て
区
長
公
選
制
が
認
め
ら
れ
、
な
お
か
つ
憲
法
制
定
後
に
、
地
方
自
治
法
に
お
い
て
「
市
と
同
格
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
」
の
で
あ

る
か
ら
、
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
こ
と
が
「
明
白
」
で
あ
っ
て
、
法
律
改
正
に
よ
っ
て
「
区
長
の
公
選
制
を
奪
う
こ
と
は
」

許
さ
れ
な
い
、
と
し
た
。

こ
の
立
論
に
関
し
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
挟
ん
で
お
く
と
、
一
つ
に
は
、
憲
法
制
定
後
、（
現
在
の
状
況
と
は
異
な
っ
て
）
地
方

分
権
に
憲
法
上
の
原
理
・
原
則
と
し
て
高
い
位
置
づ
け
を
与
え
る
こ
と
は
、
こ
の
判
決
の
独
創
（
独
走
？
）
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

例
え
ば
、
田
中
二
郎
博
士
が
、
行
政
法
の
基
本
原
理
の
筆
頭
に
、
地
方
分
権
主
義
を
掲
げ
た
こ
と
は
著
名
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
法
律
に
よ
っ
て
分
権
化
の
方
向
に
歩
を
進
め
た
制
度
を
「
奪
う
」
こ
と
は
憲
法
九
二
条
の
地
方
自
治
の
本
旨
に
違

背
す
る
と
い
う
立
論
は
、
憲
法
二
五
条
の
生
存
権
に
関
す
る
「
制
度
後
退
禁
止
原
則
」
の
主
張
を
想
起
さ
せ
る
。
分
野
は
異
な
る
も

の
の
、
当
該
原
則
の
定
立
に
か
か
る
賛
否
の
議
論
も
、
一
審
判
決
を
論
ず
る
に
当
た
っ
て
は
参
考
に
値
し
よ
う
。

上
告
趣
意
書
（
以
下
、
趣
意
書
と
略
記
す
る
）
は
、
そ
れ
に
対
し
て
、「
地
域
社
会
」
及
び
「
地
方
公
共
団
体
」
の
「
実
体
」
と
「
動

向
」、そ
し
て
そ
の
具
体
的
内
容
と
し
て
の
「
行
政
の
統
一
化
集
中
化
」
へ
の
動
き
、を
軸
に
九
二
・
九
三
条
の
解
釈
論
を
展
開
す
る
。

「
地
方
自
治
は
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
る
に
足
り
る
地
域
社
会
の
存
在
が
あ
つ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
の
に
、
そ
の
地
域
社
会
の

実
体
は
社
会
条
件
の
変
化
に
伴
つ
て
動
く
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
は
、
原
判
決
の
い
う
地
方
分
権
の
徹
底
化
を
可
能
又
は
容

易
な
ら
し
め
る
方
向
へ
向
つ
て
の
み
動
く
と
は
限
ら
な
い
…
（
中
略
）
…
、
近
時
、
人
口
の
都
市
集
中
、
交
通
の
発
達
、
産
業
構
造

の
変
革
、
経
済
の
広
域
化
に
よ
り
、
地
域
社
会
の
規
模
は
次
第
に
大
き
く
な
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
行
政
の
統
一
化
集
中
化

（
11
）

（
12
）
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を
求
め
る
要
素
は
強
く
な
り
つ
つ
あ
る
…
」（
第
一
）

「
元
来
、
憲
法
は
、
特
定
の
具
体
的
団
体
に
対
し
て
地
方
自
治
の
保
障
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
地
方
公
共
団
体
と
し
て
の

実
体
を
備
え
て
い
る
団
体
に
自
治
の
保
障
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。」

「
わ
れ
わ
れ
も
、
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
に
ふ
さ
わ
し
い
実
体
を
備
え
た
団
体
の
諸
権
能
を
法
律
に
よ
り
奪
う
こ
と
を
是
認
す

る
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
主
張
せ
ん
と
す
る
の
は
、
如
何
な
る
原
因
に
よ
る
に
せ
よ
、
現
実
に
地
方
公
共
団
体
た
る
に
ふ
さ

わ
し
い
実
体
の
失
わ
れ
た
団
体
に
対
し
て
は
、
憲
法
上
地
方
自
治
の
保
障
を
与
え
る
必
要
は
な
い
、
憲
法
の
保
障
し
て
い
る
の
は
、

地
方
自
治
の
機
構
と
し
て
の
地
方
公
共
団
体
の
存
在
と
そ
の
民
主
的
な
組
織
と
運
営
で
あ
る
と
い
う
に
あ
る
。」（
以
上
は
第
二

（
一
））

「
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
府
、
県
、
市
、
町
と
い
う
当
時
存
在
し
現
在
も
な
お
存
在
す
る
、
よ
り
独
立
性
の
強
い
地
方
公
共
団
体
す
ら
、

将
来
の
社
会
の
実
態
の
変
動
を
考
慮
し
、
首
長
公
選
の
保
障
を
憲
法
の
明
文
に
よ
つ
て
与
え
る
こ
と
を
避
け
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。」（
第
三
）

そ
れ
で
は
そ
う
し
た
実
体
を
何
に
よ
っ
て
判
断
す
る
の
か
。
趣
意
書
は
、
一
審
判
決
が
区
の
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
性
の
根
拠

と
し
て
挙
げ
た
○ⅰ
住
民
に
対
し
て
直
接
行
政
を
執
行
す
る
権
能
、
○ⅱ
区
長
公
選
制
、
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
○ⅰ
一
部
事
務
組
合
、

○ⅱ
昭
和
三
一
年
法
改
正
前
の
特
別
市
の
区
長
、
と
い
う
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
で
は
な
い
も
の
へ
の
付
与
の
例
を
挙
げ
て
反
論

し
、
以
下
の
判
断
要
素
を
示
す
。

「
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
よ
う
な
一
、
二
の
特
徴
［
筆
者
注
、
右
記
○ⅰ
○ⅱ
］
よ
り
判
断
し
得
る
の

で
は
な
く
、
当
該
地
域
社
会
の
客
観
的
な
社
会
的
経
済
的
実
体
、
そ
の
主
観
的
な
面
と
も
い
う
べ
き
共
同
体
意
識
、
更
に
は
そ
の
よ

（
13
）
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う
な
地
域
社
会
が
形
成
さ
れ
る
に
至
つ
た
沿
革
的
基
礎
等
の
各
般
の
事
情
の
綜
合
の
上
に
立
つ
て
は
じ
め
て
き
め
ら
れ
得
る
こ
と
が

ら
で
あ
る
。」（
第
二
（
二
））

こ
れ
を
、
最
判
が
示
し
た
定
式
と
比
較
す
る
と
、
最
判
は
、「
右
の
［
筆
者
注
、
九
三
条
二
項
の
］
地
方
公
共
団
体
と
い
い
得
る

た
め
に
は
、
単
に
法
律
で
地
方
公
共
団
体
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
足
ら
ず
、
事
実
上
住
民
が
経
済
的
文

化
的
に
密
接
な
共
同
生
活
を
営
み
、
共
同
体
意
識
を
も
つ
て
い
る
と
い
う
社
会
的
基
盤
が
存
在
し
、
沿
革
的
に
み
て
も
、
ま
た
現
実

の
行
政
の
上
に
お
い
て
も
、
相
当
程
度
の
自
主
立
法
権
、
自
主
行
政
権
、
自
主
財
政
権
等
地
方
自
治
の
基
本
的
権
能
を
附
与
さ
れ
た

地
域
団
体
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
と
し
た
。
こ
ち
ら
は
、
社
会
的
基
盤
と
基
本
的
権
能
の
両
建
て
論
で
あ
り
、
そ
の
特
別
区

へ
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、「
特
別
区
の
実
体
」
の
探
索
は
も
っ
ぱ
ら
後
者
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

な
お
か
つ
、
最
判
が
、
後
者
に
つ
き
、「
相
当
程
度
の

0

0

0

0

0

自
主
立
法
権
、
自
主
行
政
権
、
自
主
財
政
権
等
地
方
自
治
の
基
本
的
権
能
」

と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
原
審
で
の
検
察
官
の
主
張
、
及
び
そ
れ
が
ベ
ー
ス
に
し
た
、
昭
和
二
七
年
地
方
自
治
法
改
正
時
の
政
府

見
解
が
、
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
「
そ
れ
自
身
で
完
結
し
た
一
般
的
権
能
を
有
す
る
地
方
公
共
団
体
」「
基
本
的
標
準

的
な
地
方
公
共
団
体
」
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
し
た
の
に
対
し
て
、
そ
こ
ま
で
は
要
求
し
な
い
趣
旨
を
表
現
し
た
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。

趣
意
書
は
、
右
記
の
判
断
要
素
の
部
分
で
は
基
本
的
権
能
に
は
触
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
つ
づ
く
特
別
区
の
沿
革
の
考
察
に
お
い
て

は
、
戦
前
の
制
度
の
動
向
、
特
に
自
治
権
の
制
限
に
着
眼
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
戦
後
の
憲
法
制
定
前
の
制
度
改
正
に
つ
い
て
は
、

以
下
の
よ
う
に
、
特
別
区
の
「
実
体
と
動
向
」
に
よ
ら
な
い
「
政
策
」
で
あ
る
と
し
て
、
㈢
で
分
析
す
る
特
別
区
の
権
能
に
か
か
る

現
行
制
度
に
対
す
る
記
述
と
、
そ
の
評
価
を
大
き
く
異
に
し
て
い
る
。

（
14
）
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「
終
戦
後
の
特
別
区
の
権
限
の
拡
張
は
、
当
時
の
特
殊
な
事
情
と
も
関
連
し
、
特
別
区
の
実
体
と
動
向
と
を
見
極
め
る
こ
と
な
く
、

す
で
に
議
会
で
審
議
中
で
あ
つ
た
憲
法
改
正
案
の
趣
旨
を
地
方
自
治
の
末
端
に
ま
で
形
式
的
に
推
進
し
よ
う
と
し
て
取
ら
れ
た
一
の

政
策
で
あ
つ
た
と
見
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
区
長
公
選
の
如
き
は
、
任
命
制
を
と
つ
て
い
た
政
府
案
を
議
会
が
修
正
の
上
採
用
し
た

の
で
あ
つ
て
、
そ
の
経
過
よ
り
見
て
憲
法
の
要
請
と
し
て
で
は
な
く
、
当
時
の
議
会
内
の
空
気
を
反
映
し
た
政
策
と
見
る
べ
き
で
あ

る
。」（
第
二
（
三
））

最
判
に
お
け
る
沿
革
論
（「
ひ
る
が
え
っ
て
、
東
京
都
の
特
別
区
に
こ
れ
を
見
る
に
」
以
下
の
部
分
）
は
、
こ
の
よ
う
な
立
論
に

は
依
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、「
特
別
区
の
実
体
」
に
関
し
て
は
、（
以
下
で
見
る
と
こ
ろ
の
）
趣
意
書
第
四
が
詳
論
す
る
戦
後
特
別

区
に
お
け
る
実
定
法
上
の
権
能
の
制
限
の
方
に
、
応
え
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈢　

実
定
法
か
ら
見
た
特
別
区
の
「
実
体
」
及
び
地
域
社
会
の
「
実
態
」

原
判
決
が
、
地
方
自
治
法
の
制
定
に
よ
り
同
法
二
八
一
条
二
項
が
設
け
ら
れ
、
同
法
上
は
区
が
「
市
と
同
格
に
取
り
扱
わ
れ
て
い

た
」
と
す
る
の
に
対
し
て
、
趣
意
書
は
、
○ⅰ
同
法
、
○ⅱ
警
察
法
、
消
防
組
織
法
及
び
地
方
税
法
、
○ⅲ
「
特
別
区
の
実
態
」
に
分
け
て
、

詳
細
に
反
論
し
て
い
る
。

○ⅰ
地
方
自
治
法
に
つ
い
て
は
、
①
区
に
関
す
る
都
の
条
例
定
立
権
限
（
二
八
二
条
）、
特
別
区
へ
の
都
吏
員
の
配
置
（
同
法
施
行

令
二
一
〇
条
）
を
挙
げ
る
─
─
「
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
府
県
と
市
と
の
間
に
は
な
く
、
特
別
区
が
大
都
市
の
一
区
劃
で
あ
る
と
い

う
特
異
性
に
由
来
す
る
も
の
で
、
特
別
区
の
地
方
公
共
団
体
と
し
て
の
自
主
性
に
対
す
る
大
き
な
制
約
で
あ
る
」。

②　

同
法
に
お
け
る
市
と
区
の
事
務
の
差
異
と
し
て
、
α）
地
方
自
治
法
附
則
四
条
が
、
道
路
法
、
水
道
条
例
、
都
市
計
画
法
等
の

市
に
関
す
る
規
定
を
区
に
は
適
用
し
な
い
と
し
て
お
り
、
β）
附
則
二
条
に
よ
る
東
京
都
制
一
九
一
条
の
存
続
に
よ
り
、
他
の
法
律
に

（
15
）
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お
け
る
「
東
京
市
・
市
役
所
等
」
の
規
定
に
つ
い
て
、「
東
京
都
・
都
庁
等
」
と
、
い
わ
ば
都
に
読
み
替
え
が
な
さ
れ
、
な
お
か
つ

そ
の
場
合
に
は
、「
東
京
都
の
区
の
存
す
る
区
域
を
も
つ
て
東
京
都
の
区
域
と
み
な
す
こ
と
と
し
て
い
る
」
の
で
、「
区
と
都
と
に
担

当
事
務
の
競
合
を
認
め
て
い
る
」。
γ）
「
特
別
区
の
法
令
に
よ
る
事
務
の
中
に
都
条
例
に
よ
る
事
務
が
加
わ
つ
て
い
る
」。

　

以
上
α）
か
ら
γ）
の
相
違
は
、「
特
別
区
が
大
都
市
内
の
一
区
劃
を
基
礎
と
す
る
地
域
団
体
で
あ
り
、
沿
革
的
に
も
一
個
の
市
の

一
部
と
し
て
他
の
部
分
と
と
も
に
一
体
を
な
し
て
発
展
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
実
質
的
に
は
市
と
同
様
に
取
り
扱
う
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
」。

○ⅱ
そ
の
他
の
法
律
に
つ
い
て
は
、
①
警
察
法
、
消
防
組
織
法
に
つ
き
、
原
判
決
が
、
両
法
に
お
い
て
特
別
区
が
「
連
合
」
し
て
警

察
、
消
防
の
責
に
任
ず
る
と
い
う
文
言
を
持
つ
こ
と
に
着
目
し
た
の
に
対
し
て
、
両
行
政
の
「
実
体
」
に
よ
っ
て
そ
の
解
釈
を
斥
け

る
。「

特
別
区
全
体
に
一
個
の
警
察
、
一
個
の
消
防
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
そ
の
実
体
を
こ
そ
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
特
別
区
の
存
す
る
区
域
が
全
体
と
し
て
一
個
の
市
街
地
を
形
成
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
に
市
な
み
の
独
立
し

た
警
察
及
び
消
防
を
維
持
さ
せ
て
も
全
く
そ
の
効
果
が
な
い
と
い
う
点
に
右
規
定
の
設
け
ら
れ
た
実
質
的
理
由
が
あ
る
…
」。

②
地
方
税
法
が
、
区
を
課
税
権
を
有
す
る
「
地
方
団
体
」
に
加
え
な
い
等
の
「
特
殊
な
取
扱
い
」
を
、
地
方
自
治
法
後
も
続
け
て

い
る
こ
と
を
、
や
は
り
、
地
方
自
治
法
が
区
を
市
と
同
格
と
見
て
い
な
い
こ
と
の
論
拠
と
し
て
挙
げ
る
。

「
…
東
京
都
制
の
改
正
規
定
及
び
地
方
自
治
法
が
特
別
区
を
実
質
に
お
い
て
市
と
同
格
に
見
ず
、
特
別
区
の
存
す
る
区
域
の
事
務

を
都
も
処
理
し
う
る
こ
と
と
し
た
建
前
と
一
致
す
る
の
で
あ
つ
て
、
事
務
の
存
す
る
と
こ
ろ
に
財
源
を
与
え
る
と
い
う
税
法
の
建
前

よ
り
す
れ
ば
、
地
方
税
法
が
殆
ん
ど
す
べ
て
の
市
町
村
税
的
財
源
を
都
に
与
え
て
い
る
事
は
、
逆
に
地
方
自
治
法
が
特
別
区
を
実
質
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上
市
と
同
格
に
見
て
い
な
い
証
左
と
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
」。

○ⅲ
以
上
の
法
制
上
の
検
討
か
ら
出
て
く
る
、
地
方
自
治
法
及
び
そ
の
他
の
法
令
に
お
い
て
特
別
区
は
「
実
質
的
に
は
市
と
同
格
の

地
方
公
共
団
体
と
は
い
い
得
な
い
」
と
い
う
帰
結
は
、「
特
別
区
の
実
態
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
明
瞭
と
な
る
」
と
す
る
。

ま
ず
、
都
に
お
け
る
人
口
増
、
都
心
三
区
に
お
け
る
昼
夜
間
人
口
差
を
挙
げ
、
特
別
区
全
体
の
一
体
性
を
強
調
す
る
。

「
こ
れ
ら
の
数
字
は
、
特
別
区
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
市
的
地
方
公
共
団
体
と
し
て
発
展
せ
ず
、
都
心
部
と
そ
の
周
辺
と
が
お
の
お

の
特
異
性
を
有
し
つ
つ
、
そ
の
全
体
が
一
個
の
市
的
存
在
と
し
て
発
展
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

特
別
区
の
あ
る
も
の
は
商
業
地
区
と
し
て
、
あ
る
も
の
は
工
業
地
区
と
し
て
、
あ
る
も
の
は
官
公
署
地
区
と
し
て
、
ま
た
あ
る
も
の

は
住
宅
地
区
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
発
揮
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
が
綜
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
一
つ
の
市
的
地
方
公
共
団
体
た
る

形
態
を
整
え
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
」。
あ
わ
せ
て
、
選
挙
権
に
関
す
る
居
住
要
件
規
定
（
公
職
選
挙
法
二
六

六
条
）
も
一
体
性
の
論
拠
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。

次
い
で
、
財
政
面
に
お
け
る
各
区
の
財
源
の
偏
在
か
ら
、「
特
別
区
を
税
法
の
面
に
お
い
て
独
立
し
た
市
同
様
に
取
り
扱
え
ば
、

各
特
別
区
間
に
税
収
に
著
し
い
差
異
を
生
じ
、
そ
の
ま
ま
で
は
各
区
の
行
政
内
容
に
極
度
の
不
均
衡
を
生
ず
る
虞
の
あ
る
こ
と
」、

及
び
、
道
路
交
通
、
上
下
水
道
、
都
市
計
画
等
の
行
政
に
つ
い
て
、「
少
く
と
も
特
別
区
の
存
す
る
区
域
全
体
に
つ
き
、
統
一
と
均

衡
と
計
画
性
と
を
要
求
す
る
社
会
の
実
体
が
あ
る
こ
と
は
特
に
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
」
で
あ
る
と
す
る
。

以
上
を
「
こ
の
よ
う
な
実
体
」
と
し
て
、
そ
の
上
に
立
つ
と
「
東
京
都
に
お
け
る
地
方
自
治
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、
素
朴
単
純

な
分
権
論
を
も
つ
て
律
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
」
と
い
う
。

さ
ら
に
、
東
京
以
外
も
含
め
、「
大
都
市
内
の
区
は
次
第
に
独
自
性
を
失
い
、
全
体
の
一
部
た
る
要
素
を
濃
く
し
て
行
く
の
が
現
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実
で
あ
る
」
と
し
て
、
以
下
を
論
拠
と
し
て
掲
げ
る
。

○ⅰ
大
阪
市
・
京
都
市
の
か
つ
て
の
法
人
区
が
、
現
在
は
「
完
全
な
行
政
区
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
○ⅱ
昭
和
二
二
年
地
方
自
治
法

に
お
け
る
特
別
市
制
も
、
そ
の
区
を
行
政
区
と
し
て
い
た
こ
と
、
○ⅲ
昭
和
二
六
年
地
方
行
政
調
査
会
議
の
勧
告
説
明
書
に
お
け
る
、

特
別
区
が
「
大
都
市
行
政
の
一
体
的
能
率
的
運
営
を
阻
害
し
な
い
範
囲
に
お
い
て
の
み
そ
の
自
治
の
許
さ
れ
る
べ
き
こ
と
」
の
強
調
、

○ⅳ
昭
和
三
一
年
都
政
調
査
会
の
審
議
に
お
け
る
、「
区
の
存
す
る
区
域
が
、
全
体
と
し
て
一
体
的
な
地
域
社
会
で
あ
る
実
態
に
か
ん

が
み
、
各
区
行
政
の
企
画
、
運
営
お
よ
び
経
費
負
担
の
総
合
化
を
必
要
と
し
、
そ
の
た
め
に
は
都
区
行
政
の
有
機
的
一
体
化
を
強
化

す
る
必
要
」
が
あ
る
と
す
る
見
解
、
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
項
に
お
け
る
原
判
決
へ
の
反
論
を
、「
原
判
決
は
、
結
局
こ
の
よ
う
な
特
別
区
の
現
実
に
十
分
な
考
慮
を
払
う
こ

と
な
く
、
地
方
自
治
法
が
特
別
区
を
地
方
公
共
団
体
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
、
原
則
と
し
て
市
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
点
を
重
視
し
た
結
果
、
特
別
区
を
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
と
誤
解
す
る
に
至
つ
た
も
の
」
と
、
ま
と
め
て
い
る
。

地
方
自
治
法
及
び
他
法
に
お
け
る
、
市
と
特
別
区
と
の
差
異
、
及
び
そ
の
差
異
を
も
た
ら
し
て
い
る
「
特
別
区
の
実
態
」「
社
会

の
実
体
」「
特
別
区
の
現
実
」
に
よ
る
主
張
で
あ
る
が
、
最
判
の
説
示
及
び
往
時
の
議
論
状
況
と
の
関
係
で
は
以
下
を
指
摘
で
き
る
。

第
一
に
、
最
判
も
、
前
記
定
式
に
い
う
、
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
と
言
い
得
る
「
実
体
」
を
特
別
区
が
備
え
て
い
る
か
否
か
と

い
う
当
て
は
め
に
お
い
て
は
、
昭
和
二
一
年
都
制
以
来
の
区
長
公
選
制
の
採
用
と
地
方
自
治
法
に
お
け
る
、
原
則
と
し
て
の
市
に
関

す
る
規
定
の
適
用
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
直
接
行
政
の
執
行
の
「
範
囲
と
権
限
に
お
い
て
、
市
の
場
合
と
は
著
し
く
趣
を
異
に
す
る
と

こ
ろ
が
少
な
く
な
か
っ
た
」
と
し
て
、
諸
法
律
の
規
定
を
掲
げ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
実
例
の
多
く
と
記
述
の
順
は
（
自
治
法
の
諸
規

定
－

特
別
法
の
諸
規
定

－

「
特
に
、
特
別
区
の
財
政
上
の
権
能
」）
概
ね
趣
意
書
に
沿
っ
て
い
る
。
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第
二
に
、
最
判
は
そ
う
し
た
権
限
の
限
定
（「
自
治
権
の
制
約
」）
に
つ
い
て
、
趣
意
書
と
同
様
に
、（
よ
り
簡
潔
に
で
は
あ
る
が
）

社
会
の
実
体
を
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

「
か
よ
う
に
、
特
別
区
は
昭
和
二
一
年
九
月
都
制
の
一
部
改
正
に
よ
つ
て
自
治
権
の
拡
充
強
化
が
図
ら
れ
た
が
、
翌
二
二
年
四
月

制
定
の
地
方
自
治
法
を
は
じ
め
そ
の
他
の
法
律
に
よ
つ
て
そ
の
自
治
権
に
重
大
な
制
約
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
東
京
都
の
戦
後

に
お
け
る
急
速
な
経
済
の
発
展
、
文
化
の
興
隆
と
、
住
民
の
日
常
生
活
が
、
特
別
区
の
範
囲
を
超
え
て
他
の
地
域
に
及
ぶ
も
の
多
く
、

都
心
と
郊
外
の
昼
夜
の
人
口
差
は
次
第
に
甚
だ
し
く
、
区
の
財
源
の
偏
在
化
も
益
々
著
し
く
な
り
、
二
三
区
の
存
す
る
地
域
全
体
に

わ
た
り
統
一
と
均
衡
と
計
画
性
の
あ
る
大
都
市
行
政
を
実
現
せ
ん
と
す
る
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
つ
て
、
所
詮
、
特
別
区
が
、
東

京
都
と
い
う
市
の
性
格
を
も
併
有
し
た
独
立
地
方
公
共
団
体
の
一
部
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
に
基
因
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。」こ

の
引
用
部
最
後
の
部
分
も
、
趣
意
書
が
、
前
記
第
四
（
一
）
に
お
い
て
、
市
と
は
異
な
る
内
容
を
持
っ
た
各
法
令
の
趣
旨
の
説

明
と
し
て
、「
特
別
区
が
大
都
市
の
一
区
画
で
あ
る
と
い
う
特
異
性
に
由
来
」「
特
別
区
［
は
］
大
都
市
内
の
一
区
画
を
基
礎
と
す
る

地
域
団
体
」
と
い
う
位
置
づ
け
を
な
し
て
い
た
こ
と
に
、
あ
る
程
度
照
応
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
趣
意
書
の
方
は
、
当
該
部
分
で

は
、
都
が
市
の
性
格
も
併
有
す
る
と
は
明
示
し
て
い
な
い
。「
大
都
市
」
と
い
う
社
会
事
実
の
側
に
論
拠
を
求
め
て
い
る
点
に
差
異

が
あ
る
。
し
か
し
、
趣
意
書
の
第
六
「
い
わ
ゆ
る
二
重
構
造
論
に
つ
い
て
」
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
併
有
説
を
採
り
上
げ
、
な
お

か
つ
併
有
説
に
対
す
る
原
審
の
反
論
を
、「
大
都
市
行
政
の
実
体
」
に
よ
り
斥
け
て
い
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

「
憲
法
が
地
方
公
共
団
体
の
二
重
構
造
を
要
求
し
て
い
る
と
の
見
解
に
対
し
、
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
お
い
て
は
都
が
市
町
村

的
地
方
公
共
団
体
た
る
性
格
と
府
県
的
地
方
公
共
団
体
た
る
性
格
の
両
者
を
併
有
し
て
い
る
と
み
れ
ば
そ
こ
に
も
二
重
構
造
が
あ
る

（
16
）

特別区長間接公選事件・再考

189



と
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
と
い
う
理
由
で
、
都
の
制
度
も
憲
法
に
違
反
し
な
い
と
の
見
解
が
あ
る
。

原
判
決
は
こ
の
見
解
を
と
り
上
げ
、
そ
れ
で
は
特
別
区
の
存
す
る
区
域
の
首
長
た
る
都
知
事
の
選
出
に
そ
の
区
域
外
の
都
民
が
投

票
権
を
有
し
、
ま
た
、
特
別
区
の
存
す
る
区
域
以
外
の
区
域
を
選
挙
区
と
す
る
都
議
会
議
員
が
自
己
の
選
挙
区
の
存
す
る
地
方
公
共

団
体
と
は
別
個
の
地
方
公
共
団
体
た
る
特
別
区
の
存
す
る
区
域
の
い
わ
ば
市
会
議
員
と
し
て
活
動
し
得
る
こ
と
と
な
る
の
は
不
合
理

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
…
（
中
略
）
…
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
形
式
的
不
合
理
さ
は
都
制
に
必
然
的
に
伴
う
も
の
で
あ
つ
て
、
…
（
中

略
）
…
原
判
決
の
考
は
、
都
制
を
し
く
以
上
二
重
構
造
の
要
求
を
満
足
さ
せ
る
た
め
特
別
区
自
体
に
独
立
の
地
方
公
共
団
体
た
る
地

位
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
す
で
に
繰
り
返
し
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
大
都
市
行
政
の
実
体
が
そ

れ
を
不
可
能
又
は
不
相
当
と
す
る
と
こ
ろ
に
実
は
本
件
の
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
原
判
決
の
見
解
は
問
に
答
え
る
に
問
を
も

つ
て
す
る
に
等
し
い
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
東
京
都
の
実
体
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
都
制
は
少
く
と
も
旧
東
京
都
を
復
活
す
る
よ
り
も
、
特
別
市
制
を
と
る
よ
り

も
、
よ
り
合
理
的
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
東
京
都
の
全
人
口
の
八
五
％
は
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
集
中

し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
然
も
経
済
的
に
見
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
地
区
と
特
別
区
の
存
す
る
区
域
と
は
一
体
不
可
分
の
関
係
に
あ
る

も
の
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。」

第
三
に
、
趣
意
書
に
お
け
る
実
定
法
上
の
特
殊
性
論
、
及
び
特
別
区
の
実
体
論
は
、
往
時
の
議
論
に
お
い
て
、
既
に
一
定
の
蓄
積

を
見
て
い
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
昭
和
二
七
年
地
方
自
治
法
改
正
時
の
国
会
に
お
け
る
専
門
家
の
意
見
陳
述
に
そ
れ
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。

前
者
（
実
定
法
上
の
特
殊
性
）
に
つ
い
て
は
、
武
井
郡
嗣
氏
（
当
時
、
衆
議
院
常
任
委
員
会
専
門
員
）
が
、「
特
別
区
は
都
と
一
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体
を
な
し
て
大
都
市
を
構
成
す
る
部
分
的
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
自
治
権
は
制
度
上
も
実
際
上
も
多
く
の
制
約
を
免

れ
な
い
」
と
し
て
、
趣
意
書
第
四
と
ほ
ぼ
重
な
る
諸
規
定
を
列
挙
し
て
い
る
し
、
奥
野
健
一
氏
（
当
時
参
議
院
法
制
局
長
、
昭
和
三

八
年
判
決
時
の
最
高
裁
裁
判
官
の
一
人
で
も
あ
る
）
も
、
地
方
税
、
警
察
・
消
防
、
住
民
の
居
住
要
件
等
を
挙
げ
た
上
で
「
特
別
区

は
市
町
村
と
こ
う
い
う
点
に
お
い
て
根
本
的
に
異
つ
た
取
扱
い
を
受
け
て
お
る
と
考
え
ま
す
」
と
し
て
い
る
。

後
者
（
特
別
区
の
実
体
論
）
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
功
氏
（
当
時
、
上
智
大
学
教
授
）
が
、
以
下
の
よ
う
に
（
区
民
意
識
論
と
の
関

連
で
の
文
脈
で
あ
る
が
）「
一
体
的
な
運
営
」「
特
別
区
の
実
態
」
を
強
調
し
て
い
る
。

「
現
在
の
特
別
区
と
い
う
も
の
に
は
、
共
同
体
意
識
、
そ
れ
を
ま
あ
区
民
意
識
と
い
う
名
前
で
よ
ん
で
も
い
い
と
思
い
ま
す
が
、

区
民
意
識
と
い
う
も
の
は
な
い
と
ま
あ
考
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
の
一
番
い
い
例
は
終
戰
後
三
十
五
区
が
三
十
三
区
に
な

つ
た
と
い
う
と
き
に
、
そ
れ
が
現
わ
れ
て
い
た
と
い
う
ふ
う
に
私
は
考
え
ま
す
。
そ
れ
は
結
局
は
大
都
市
行
政
と
い
う
も
の
の
特
殊

性
と
い
う
こ
と
に
な
る
こ
と
は
改
め
て
申
上
げ
る
ま
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
区
の
地
域
を
こ
し
ら
え
た
い
ろ
い
ろ
な
社
会

的
、
経
済
的
、
文
化
的
生
活
と
い
う
も
の
を
我
々
東
京
都
民
は
、
営
ん
で
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
一
体
的
な
運
営
と

い
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
お
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
現
に
今
ま
で
も
特
別
区
と
い
う
制
度
を
認
め
て
お
り
ま
し
た
と
き
で
も
、
そ
う
い
う
一
体
的
運
営
と
い
う
も
の
の

た
め
の
い
ろ
い
ろ
な
措
置
が
と
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
御
承
知
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。」

な
お
、
趣
意
書
と
の
関
係
で
興
味
深
い
の
は
、
趣
意
書
が
、
一
審
に
よ
る
「
地
方
分
権
化
の
徹
底
」
論
に
対
し
て
、
公
選
制
導
入

時
の
議
論
や
特
別
区
の
実
体
論
か
ら
、
そ
れ
を
「
素
朴
単
純
な
分
権
論
」「
古
い
地
方
分
権
の
思
想
」
論
と
し
て
斥
け
、
公
選
制
の

導
入
に
つ
い
て
「
議
会
内
の
空
気
を
反
映
し
た
政
策
」
と
し
た
の
と
同
様
の
論
調
が
、（「
素
朴
な
中
央
集
権
」
へ
の
回
帰
の
危
険
を

（
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認
識
し
つ
つ
も
）
佐
藤
陳
述
に
お
い
て
、
右
記
に
続
い
て
以
下
の
よ
う
に
登
場
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

「
そ
れ
な
ら
な
ぜ
現
行
法
で
は
特
別
区
の
長
を
公
選
に
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
は
私
は
、
こ
の
地
方
自
治
法
制
定
当
時
に
お
け
る
地
方
分
権
或
い
は
地
方
自
治
と
い
う
、
そ
う
い
う
大
き
な
要
求
の
影
響
を
強
く

受
け
た
た
め
で
あ
つ
て
、
地
方
分
権
、
そ
れ
か
ら
そ
の
長
を
直
接
に
住
民
が
選
挙
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
そ
う
い

う
面
が
強
く
出
て
来
て
い
た
結
果
で
あ
る
、
私
を
し
て
言
わ
し
め
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
当
時
に
お
い
て
も
す
で
に
適
当
で
は
な
か
つ

た
と
い
う
ふ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
今
度
の
改
革
は
、
そ
う
い
う
東
京
都
と
い
う
も
の
を
基
礎
的
な
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
と

い
た
し
ま
し
て
、
そ
し
て
特
別
区
を
そ
の
下
部
組
織
と
し
て
包
含
を
す
る
、
而
も
そ
れ
を
純
然
た
る
行
政
区
と
い
う
よ
う
な
考
え
で

は
な
く
て
、
一
定
の
自
治
権
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
が
今
度
の
改
革
で
あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
は
今
申
し
ま
し
た
特
別
区
の
実
態
或
い

は
区
民
意
識
と
い
う
点
に
照
し
て
み
て
そ
れ
は
実
態
に
即
し
た
改
革
で
あ
る
と
私
は
思
い
ま
す
。」

「［
国
の
関
与
に
か
か
る
改
正
案
に
つ
い
て
…
筆
者
注
］
地
方
分
権
と
中
央
集
権
と
の
調
整
と
い
う
問
題
に
な
る
こ
と
は
改
め
て
申

上
げ
る
ま
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
大
き
な
問
題
で
あ
り
ま
し
て
、
殊
に
東
京
都
に
限
ら
ず
日
本
の
あ
ら
ゆ
る
地
方
行
政
、
或

い
は
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
国
の
地
方
行
政
に
関
係
の
存
す
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
大
き
な
時
代
的
な
問
題
で
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、

そ
れ
の
一
つ
の
解
決
の
試
み
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
で
そ
う
い
う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
私
は
危

險
な
も
の
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
併
し
素
朴
な
地
方
分
権
に
対
す
る
反
省
と
い

う
こ
と
は
私
は
認
め
て
い
い
、
考
え
方
と
し
て
正
し
い
考
え
方
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
今
日
の
地
方
行
政
、
地
方
自
治

と
い
う
も
の
に
お
き
ま
し
て
は
、
素
朴
な
中
央
集
権
と
い
う
も
の
は
許
さ
れ
な
い
と
同
時
に
素
朴
な
地
方
分
権
と
い
う
考
え
方
も
許

さ
れ
な
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。」

（
18
）
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最
高
裁
判
決
は
、
判
決
文
中
に
お
い
て
は
、
趣
意
書
第
四
に
も
っ
と
も
対
応
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
が
単
独

で
功
を
奏
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
昭
和
二
七
年
法
改
正
時
の
議
論
に
連
な
っ
て
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

㈣　

共
同
体
意
識
論

最
判
は
、
先
に
掲
げ
た
よ
う
に
（
三
㈡
）、
一
般
論
の
部
分
で
は
趣
意
書
と
共
通
に
、
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
た
る
要
件
に
、

社
会
的
基
盤
と
し
て
の
住
民
の
「
共
同
体
意
識
」
を
あ
げ
た
。
し
か
し
、
そ
の
特
別
区
へ
の
適
用
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
か
っ
た
。

同
じ
社
会
的
基
盤
の
な
か
の
、「
事
実
上
住
民
［
の
］
経
済
的
文
化
的
に
密
接
な
共
同
生
活
」
の
方
は
、
社
会
の
実
体
に
か
か
る
説

示
─
─
「
東
京
都
の
戦
後
に
お
け
る
急
速
な
経
済
の
発
展
、
文
化
の
興
隆
と
、
住
民
の
日
常
生
活
が
、
特
別
区
の
範
囲
を
超
え
て
他

の
地
域
に
及
ぶ
も
の
多
く
、
都
心
と
郊
外
の
昼
夜
の
人
口
差
は
次
第
に
甚
だ
し
く
」
が
、
簡
略
な
が
ら
、
そ
の
当
て
は
め
と
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
趣
意
書
の
方
の
第
五
「
共
同
体
意
識
に
つ
い
て
」
を
、
特
別
区
へ
の
当
て
は
め
も
含
め
て
見
て
い
く
。

一
審
判
決
が
、
検
察
官
側
の
共
同
体
意
識
論
に
対
し
て
、
共
同
体
意
識
を
強
調
す
る
と
全
体
主
義
、
中
央
集
権
へ
逆
行
す
る
危
険

を
は
ら
む
と
し
た
点
に
対
し
て
、
趣
意
書
は
以
下
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

「
こ
れ
は
、
共
同
体
意
識
の
な
い
と
こ
ろ
に
真
の
意
味
の
自
治
は
成
り
た
た
な
い
こ
と
を
忘
れ
た
議
論
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

こ
ゝ
に
い
う
共
同
体
意
識
と
は
、
こ
れ
を
素
朴
に
表
現
す
れ
ば
、
自
分
達
の
仲
間
の
こ
と
は
自
分
達
で
処
理
す
る
と
い
う
意
識
で
あ

る
か
ら
、
か
ゝ
る
意
識
が
な
け
れ
ば
自
治
の
不
可
能
な
こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
共
同
体
意
識
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
決
し

て
、
論
理
必
然
の
関
係
を
も
つ
て
全
体
主
義
又
は
中
央
集
権
へ
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
」。

「
日
本
の
よ
う
な
地
域
と
人
口
と
を
持
つ
国
に
お
い
て
は
、
国
の
内
部
が
地
域
的
に
い
く
つ
か
に
分
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
一
つ
の
国

（
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民
共
同
体
意
識
を
持
つ
と
同
時
に
各
地
域
ご
と
に
必
ず
そ
の
住
民
と
し
て
の
独
自
の
共
同
体
意
識
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

共
同
体
意
識
は
、
生
活
条
件
の
変
化
に
伴
つ
て
変
化
す
る
。
も
し
生
活
条
件
の
変
化
に
よ
つ
て
、
国
民
と
し
て
の
共
同
体
意
識
し
か

残
ら
な
い
時
代
が
来
れ
ば
、
す
べ
て
の
地
方
自
治
は
消
滅
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
な
お
人
為
的
に
地
方
自
治
を

存
続
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
形
式
的
に
は
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
み
の
り
多
き
地
方
自
治
は
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
如

何
な
る
原
因
に
よ
り
共
同
体
意
識
が
生
れ
た
に
せ
よ
、
共
同
体
意
識
が
あ
つ
て
は
じ
め
て
自
治
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、
ま
た
如

何
な
る
原
因
に
よ
る
に
せ
よ
、
共
同
体
意
識
が
消
滅
し
て
し
ま
え
ば
自
治
は
実
質
的
に
消
滅
す
る
の
で
あ
る
、
そ
れ
が
自
治
の
本
来

の
姿
で
あ
る
」。

そ
し
て
、
一
審
判
決
が
、
区
長
公
選
制
廃
止
に
対
し
非
常
な
抵
抗
が
あ
っ
た
と
し
て
、
特
別
区
に
も
共
同
体
意
識
が
あ
る
と
し
た

点
に
つ
い
て
は
、「
現
状
の
変
更
に
は
常
に
反
対
を
伴
う
も
の
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

「
そ
の
反
対
の
原
因
、
強
さ
を
検
討
し
た
上
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
強
固
な
そ
し
て
広
汎
な
区
民
共
同
体
意
識
に
基
く
も
の
と
断

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
原
判
決
の
判
断
に
は
か
ゝ
る
配
慮
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
、
特
別
区
の
存
す

る
区
域
に
お
け
る
住
民
の
生
活
が
前
述
し
た
人
口
の
移
動
状
況
に
徴
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
別
区
の
範
囲
を
越
え
た
全
域
に
及
ん
で
い

る
事
実
か
ら
見
て
、
特
別
区
ご
と
の
共
同
体
意
識
は
極
め
て
稀
薄
で
あ
る
と
考
え
る
」。

趣
意
書
の
示
す
共
同
体
意
識
論
は
、
比
較
的
単
純
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
外
面
に
表
れ
た
も
の
か
ら
実
際
に
判
断
し
よ
う
と

す
る
と
、
当
時
カ
ウ
ン
ト
し
よ
う
も
な
か
っ
た
直
接
公
選
廃
止
に
対
す
る
反
対
の
実
相
や
、
生
活
の
あ
り
方
一
般
に
依
拠
す
る
こ
と

に
な
る
。
よ
っ
て
、
区
へ
の
適
用
論
の
部
分
は
、
右
の
よ
う
に
簡
略
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
ま
た
、
住
民
の
日
常
生
活
が
区
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
が
多
く
、
昼
夜
間
の
人
口
差
が
大
き
い
と
い
う
、
最
判
が
説
示
に

（
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）
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お
い
て
受
け
と
め
た
「
社
会
の
実
体
」
も
、
大
ま
か
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
区
に
お
け
る
共
同
体
意
識
の
稀
薄
さ

な
い
し
欠
如
を
導
出
す
る
の
は
早
計
で
あ
り
、
趣
意
書
に
お
け
る
共
同
体
意
識
論
の
あ
て
は
め
に
、
そ
れ
ゆ
え
最
判
が
応
接
す
る
に

い
た
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

㈤　

政
策
論
─
─
住
民
に
直
結
す
る
行
政
と
そ
の
担
い
手

二
重
構
造
論
の
議
論
（
第
六
）
に
つ
づ
い
て
、
最
後
に
趣
意
書
は
、
一
審
判
決
が
、
人
口
か
ら
み
て
も
一
区
が
「
優
に
地
方
の
一

県
又
は
大
都
市
に
匹
敵
す
る
」
と
し
て
、
こ
れ
を
都
の
「
内
部
的
機
構
と
す
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
幾
多
の
障
害
を
生
ず
る
虞
な
し

と
せ
ず
」、「
独
立
し
た
自
治
団
体
と
し
て
、
区
民
自
治
を
全
う
せ
ん
と
し
た
の
が
、
特
別
区
の
企
図
し
た
趣
意
」
と
い
う
政
策
論
を

提
示
し
た
こ
と
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。
二
重
構
造
論
の
場
合
と
同
じ
く
、
最
判
は
こ
の
部
分
に
も
答
え
て
は
い

な
い
が
、
横
井
氏
の
回
想
が
論
旨
全
体
に
つ
き
「
生
半
可
な
大
都
市
行
政
論
」
と
述
懐
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
、
な
お
か
つ
そ
れ

に
照
応
す
る
の
は
お
そ
ら
く
、
第
四
（
三
）
と
、
こ
こ
（
第
七
）
で
あ
ろ
う
か
ら
、
以
下
見
て
い
く
。

ま
ず
、
大
阪
市
の
区
や
、（
構
想
と
し
て
の
）
特
別
市
制
の
区
が
、
行
政
区
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、「
各
国
の
大
都
市
に
お
い
て
も
、

そ
れ
は
同
様
で
あ
る
」
と
す
る
。
但
し
各
国
の
具
体
例
は
挙
げ
て
い
な
い
。
次
い
で
、
一
審
判
決
の
い
う
弊
害
に
つ
い
て
、「
住
民

に
直
結
す
る
行
政
が
行
わ
れ
難
く
な
る
」
こ
と
か
と
想
定
し
、
以
下
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

「
住
民
に
直
結
す
る
行
政
と
い
つ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
個
々
の
住
民
に
直
結
す
る
の
で
は
な
く
、
本
件
の
場
合
は
特
別
区
の
住
民
全

体
に
直
結
す
る
行
政
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
東
京
都
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
の
如
く
そ
れ
自
体
一
つ
の
市
街
地
を
形
成
し
、
そ
の

内
部
に
お
け
る
人
口
の
移
動
の
は
げ
し
い
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
特
別
区
の
住
民
に
直
結
す
る
行
政
と
い
う
も
の
が
他
の
特

別
区
の
住
民
に
直
結
す
る
行
政
か
ら
独
立
し
て
存
在
せ
ず
、
従
つ
て
住
民
に
直
結
す
る
行
政
自
体
が
特
別
区
の
存
す
る
区
域
全
体
の

（
21
）
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観
点
に
立
つ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。
そ
れ
が
大
都
市
行
政
の
特
色
で
あ
る
」。

こ
こ
で
も
、特
別
区
の
二
三
区
全
域
の
市
街
地
と
し
て
の
一
体
性
、そ
し
て
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
、（
住
民
直
結
行
政
と
い
え
ど
も
）

「
区
域
全
体
」
の
観
点
か
ら
の
行
政
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
本
件
で
は
、
個
々
の
住
民
と
の
関
係
で
な
く
、
区
全
体
の
住
民
行
政
を

想
定
す
べ
し
と
す
る
点
も
、
お
そ
ら
く
同
型
の
発
想
で
あ
り
、
住
民
と
行
政
の
関
係
の
捉
え
方
と
し
て
、
片
面
的
で
も
あ
る
。

趣
意
書
自
身
は
、
住
民
の
意
思
と
大
都
市
行
政
の
関
係
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
続
け
て
、
結
ん
で
い
る
。

「
も
ち
ろ
ん
如
何
な
る
大
都
市
行
政
で
あ
つ
て
も
そ
れ
が
住
民
の
意
思
と
か
け
離
れ
た
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
住

民
の
意
思
が
然
る
べ
き
形
で
行
政
に
反
映
し
得
る
途
が
開
か
れ
て
い
る
限
り
、
大
都
市
の
行
政
が
一
つ
の
機
関
に
よ
つ
て
、
そ
の
統

制
の
下
に
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
つ
て
も
必
ず
し
も
差
支
な
く
、
そ
の
方
が
よ
り
効
果
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
要
す
る
費
用
も
少
く
て
済

む
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
原
判
決
の
政
策
論
は
、
大
都
市
行
政
の
実
体
と
そ
の
最
近
に
お
け
る
傾
向
に
盲
目
で
あ
る
と

の
非
難
を
免
れ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
検
察
官
に
お
い
て
も
現
在
の
特
別
区
長
の
選
任
方
法
が
最
良
の
方
式
で
あ
る
と
考
え
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
非
難
の

多
い
制
度
で
あ
る
こ
と
も
承
知
し
て
い
る
。
本
件
の
如
き
犯
罪
の
発
生
も
す
で
に
国
会
の
論
議
の
際
こ
れ
を
予
想
す
る
議
員
も
あ
つ

た
程
で
あ
る
。
た
だ
ど
の
よ
う
な
制
度
を
と
る
か
は
立
法
政
策
に
一
任
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
」。

「
一
つ
の
機
関
」
に
よ
る
大
都
市
行
政
に
お
い
て
「
住
民
の
意
思
が
然
る
べ
き
形
で
行
政
に
反
映
し
得
る
途
」
が
何
か
に
つ
い
て

は
言
及
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
趣
意
書
に
お
け
る
現
行
法
制
の
理
解
か
ら
す
る
と
、
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
と
し
て
の
性
格
を
併

有
し
て
い
る
都
に
お
け
る
首
長
直
接
公
選
制
、
都
議
会
議
員
の
直
接
公
選
制
（
第
六
を
参
照
）、
さ
ら
に
行
論
に
は
登
場
し
な
い
が
、

都
に
お
け
る
各
種
直
接
請
求
制
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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こ
れ
ら
の
法
制
に
こ
こ
で
は
言
及
し
て
い
な
い
点
も
含
め
、「
大
都
市
行
政
の
実
体
」
と
銘
打
つ
も
の
の
、
第
四
（
三
）
の
「
特

別
区
の
実
体
論
」
に
比
し
て
も
、
具
体
性
に
乏
し
い
観
念
論
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
趣
意
書
が
、
大
都
市
行
政
の
一
体
性
・

合
理
性
・
効
率
性
と
い
う
と
き
、
個
々
の
区
に
お
け
る
個
々
の
住
民
に
直
結
し
た
行
政
の
あ
り
方
を
問
う
と
い
う
、
区
民
自
治
の
観

点
が
も
の
の
見
事
に
欠
落
し
て
い
る
。

四　

む
す
び
に
か
え
て

昭
和
三
八
（
一
九
六
三
）
年
判
決
か
ら
五
十
五
年
を
経
て
、「
特
別
区
の
実
体
」
も
ま
た
大
き
く
変
容
し
た
。
法
制
面
か
つ
主
要
な

も
の
に
限
っ
て
も
、
以
下
が
挙
げ
ら
れ
る
。

区
長
準
公
選
条
例
の
登
場
か
ら
、
区
長
公
選
制
の
復
活
・
配
属
職
員
制
度
廃
止
・
区
事
務
の
概
括
主
義
化
（
一
九
七
四
年
）、
区

の
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
と
し
て
の
位
置
づ
け
・
清
掃
事
業
の
移
管
（
一
九
九
八
年
～
二
〇
〇
〇
年
）、
第
一
次
・
第
二
次
地
方
分

権
改
革
に
よ
る
全
国
レ
ベ
ル
の
制
度
改
正
（
二
〇
〇
〇
年
～
）、
各
区
に
お
け
る
自
治
基
本
条
例
の
制
定
、
児
童
相
談
所
の
権
限
移

譲
（
改
正
児
童
福
祉
法
二
〇
一
七
年
施
行
）。

し
た
が
っ
て
、
仮
に
趣
意
書
第
二
（
三
）
の
「
実
体
」
論
、
な
い
し
最
判
の
「
実
体
」
論
を
採
る
と
し
て
も
、
東
京
都
の
特
別
区
は
、

現
在
は
憲
法
九
三
条
二
項
の
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
同
事
件
の
提
起
し
た
問
題
が
全
て
解
消
し

た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
例
え
ば
、
既
存
の
市
を
特
別
区
に
分
割
し
て
、
都
制
を
採
用
す
る
と
い
う
構
想
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な

住
民
意
思
の
反
映
方
法
が
憲
法
上
要
求
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
と
も
そ
れ
は
、
立
法
政
策
の
問
題
に
と
ど
ま
る
の
か
。

（
22
）

（
23
）

（
24
）
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判
決
当
時
、
成
田
頼
明
教
授
に
よ
っ
て
「
論
旨
が
散
発
的
で
、
何
を
い
お
う
と
し
て
い
る
の
か
は
っ
き
り
つ
か
み
に
く
い
」
と
評

さ
れ
た
垂
水
克
己
裁
判
官
補
足
意
見
で
あ
る
が
、
同
裁
判
官
は
特
別
区
区
長
公
選
制
廃
止
は
合
憲
と
い
う
立
場
に
た
っ
た
上
で
、
以

下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
私
は
、
或
る
地
方
の
住
民
を
法
律
で
地
方
公
共
団
体
と
す
る
場
合
な
ら
よ
い
が
、
反
対
に
一
旦
地
方
公
共
団
体
と
さ
れ
そ
の
権

利
を
与
え
ら
れ
た
も
の
か
ら
そ
の
権
利
を
奪
い
こ
れ
を
地
方
公
共
団
体
で
な
く
す
る
場
合
に
は
、
少
く
と
も
そ
の
地
方
公
共
団
体
の

公
的
総
意
を
聴
く
ぐ
ら
い
の
こ
と
を
す
る
方
が
民
主
的
で
あ
る
と
思
う
。
特
別
区
の
長
の
公
選
制
を
廃
止
す
る
地
方
自
治
法
二
八
一

条
の
二
第
一
項
の
制
定
に
あ
た
り
、
公
述
人
の
意
見
を
聴
い
た
と
か
、
区
民
は
何
ら
反
対
し
な
か
つ
た
と
い
う
だ
け
で
は
不
十
分
の

よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
地
方
公
共
団
体
の
組
織
を
、
大
乗
的
、
全
体
的
見
地
か
ら
国
が
変
更
し
よ
う
と
す
る

場
合
に
、
関
係
地
方
公
共
団
体
多
数
の
反
対
に
遭
つ
て
は
如
何
と
も
し
難
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
、
単
に
右
の

ご
と
き
手
続
を
踏
ま
な
か
つ
た
故
を
も
つ
て
、
同
条
を
違
憲
と
解
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。」

同
補
足
意
見
も
含
め
、
昭
和
三
八
年
判
決
に
は
、
な
お
読
解
す
べ
き
点
も
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
ひ
と
ま
ず
擱
筆
す
る
。

（
1
）　

斎
藤
誠
「
地
方
自
治
の
法
的
議
論
に
お
け
る
歴
史
の
位
置
」
公
法
研
究
七
三
号
、
二
〇
一
一
年
、
一
三
六
頁
以
下
、
同
『
現
代
地
方
自
治
の
法
的

基
層
』
二
〇
一
二
年
、
四
六
頁
以
下
、
あ
わ
せ
て
、
飯
島
淳
子
・［
同
判
決
解
説
］
磯
部
力
他
編
『
地
方
自
治
判
例
百
選
［
第
四
版
］』
二
〇
一
三
年
、

四
頁
、
石
川
健
治
「
未
完
の
第
八
章
」
自
治
実
務
セ
ミ
ナ
ー
二
〇
一
五
年
八
月
号
、
二
頁
、
も
参
照
。
そ
の
後
、
入
江
の
最
高
裁
判
例
形
成
へ
の
寄

与
に
つ
い
て
考
察
す
る
論
考
と
し
て
、
嘉
多
山
宗
「「
理
想
」
の
追
求
と
そ
の
行
方
」
渡
辺
康
行
他
編
『
憲
法
学
か
ら
み
た
最
高
裁
判
所
裁
判
官
』

二
〇
一
七
年
、
六
五
頁
以
下
、
が
あ
る
が
、
同
判
決
へ
の
言
及
は
な
い
。
な
お
、
同
事
件
で
は
、
区
長
の
選
定
に
あ
た
っ
て
の
贈
収
賄
事
件
の
審
理

に
お
い
て
、
当
時
の
地
方
自
治
法
二
八
一
条
の
二
第
一
項
「
特
別
区
の
区
長
は
、
特
別
区
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
で
年
齢
満
二
十
五

年
以
上
の
も
の
の
中
か
ら
、
特
別
区
の
議
会
が
都
知
事
の
同
意
を
得
て
こ
れ
を
選
任
す
る
」
の
、
憲
法
九
三
条
二
項
と
の
適
合
性
が
争
点
と
な
っ
た

（
25
）
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も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
で
は
当
該
争
点
を
あ
ら
た
め
て
明
示
す
る
趣
旨
で
、
表
題
に
「
特
別
区
長
間
接
公
選
事
件
」
と
掲
げ
た
。

（
2
）　

な
お
、
田
中
耕
太
郎
最
高
裁
長
官
（
当
時
）
が
駐
日
ア
メ
リ
カ
大
使
に
裁
判
の
見
通
し
等
を
伝
え
て
い
た
こ
と
を
記
す
ア
メ
リ
カ
の
公
文
書
を
新

証
拠
と
し
て
、
元
被
告
ら
が
、
公
平
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
し
て
な
し
た
再
審
請
求
に
つ
き
、
東
京
高
決
平
成
二
九
年
一
一
月
一

五
日
は
、
即
時
抗
告
を
棄
却
し
、
再
審
請
求
を
斥
け
て
い
る
。

（
3
）　

こ
の
後
で
、
横
井
氏
は
、
二
件
目
に
関
す
る
記
述
に
移
る
前
に
、
上
告
趣
意
書
作
成
に
関
わ
っ
た
メ
ン
バ
ー
は
、
鎌
倉
に
あ
っ
た
東
京
地
検
の
海

の
家
に
泊
ま
り
こ
み
で
作
業
し
た
が
、
横
井
氏
は
自
宅
が
近
く
に
あ
っ
た
の
で
帰
宅
を
認
め
て
も
ら
っ
て
い
た
旨
を
回
顧
し
て
い
る

－

「
い
ま
思
え

ば
、
若
僧
の
く
せ
に
随
分
わ
が
ま
ま
な
こ
と
を
し
た
も
の
だ
と
思
う
。
当
時
の
私
に
は
学
者
の
説
を
借
り
て
統
治
行
為
論
程
度
の
も
の
は
書
け
て
も
、

学
問
的
に
も
政
治
的
に
も
議
論
が
多
い
憲
法
九
条
論
を
す
る
だ
け
の
力
が
な
か
っ
た
た
め
に
許
さ
れ
た
わ
が
ま
ま
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
」。

　
　
　

筆
者
が
こ
の
く
だ
り
を
読
ん
で
思
い
出
し
た
の
は
苫
米
地
訴
訟
（
最
高
裁
判
決
は
、
最
大
判
昭
和
三
五
年
六
月
八
日
民
集
一
四
巻
七
号
一
二
〇
六

頁
）
に
お
け
る
統
治
行
為
論
の
主
張
に
か
か
る
、
瀧
川
叡
一
元
裁
判
官
の
回
想
で
あ
る
（
瀧
川
「
国
会
解
散
無
効
事
件
（
苫
米
地
事
件
）
の
思
い
出
」

法
律
相
談
所
雑
誌
三
五
号
、
一
九
八
五
年
、
東
京
大
学
法
律
相
談
所
編
、
二
二
頁
以
下
）。

　
　
　

こ
ち
ら
も
あ
ま
り
一
般
的
な
文
献
で
は
な
い
の
で
、（
本
論
か
ら
は
い
さ
さ
か
脱
線
す
る
が
）
若
干
紹
介
す
る
と
、
同
氏
は
、
苫
米
地
事
件
一
審

及
び
二
審
の
途
中
ま
で
、
被
告
で
あ
る
国
の
指
定
代
理
人
を
務
め
た
（
法
務
府
行
政
訟
務
局
局
付
検
事
）。
前
任
地
の
甲
府
地
裁
で
裁
判
官
と
し
て

地
方
議
会
の
解
散
の
取
消
訴
訟
を
担
当
し
た
際
に
、
も
し
国
会
解
散
の
場
合
で
あ
っ
た
ら
、
フ
ラ
ン
ス
に
統
治
行
為
と
い
う
概
念
が
あ
る
旨
、
裁
判

長
か
ら
そ
れ
に
触
れ
た
宮
沢
俊
義
先
生
の
論
文
も
含
め
教
示
を
得
て
、
同
論
文
を
読
む
等
し
て
勉
強
し
て
い
た
。
そ
こ
で
苫
米
地
事
件
に
お
い
て
統

治
行
為
論
の
主
張
を
上
司
に
進
言
し
、
あ
ら
た
め
て
内
外
の
文
献
か
ら
「
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
統
治
行
為
と
認
め
ら
れ
て
い
る
国
家
の
行
為
を

拾
い
上
げ
て
」、
局
議
用
の
資
料
を
作
り

－

「
西
ド
イ
ツ
の
レ
ギ
エ
ル
ン
グ
ス
ア
ク
トRegierungsakt

に
つ
い
て
は
、
日
本
語
の
文
献
が
な
か
っ

た
の
で
新
着
の
フ
ォ
ル
シ
ュ
ト
フ
の
行
政
法
教
科
書
か
ら
」

－

、
進
言
が
容
れ
ら
れ
、
一
審
と
二
審
に
お
い
て
準
備
書
面
を
作
成
し
た
。

　
　
　

同
氏
曰
く
「
我
が
国
で
最
初
に
統
治
行
為
の
問
題
を
法
廷
に
上
程
し
た
も
の
で
あ
る
」（
二
四
～
二
五
頁
）。
一
審
二
審
で
は
こ
の
主
張
は
斥
け
ら

れ
、
砂
川
事
件
最
判
の
統
治
行
為
論
の
方
が
苫
米
地
事
件
最
判
よ
り
先
に
出
さ
れ
た
も
の
の
、
後
者
に
お
け
る
統
治
行
為
論
に
お
い
て
、
自
身
の
主

張
が
「
よ
う
や
く
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
」
と
い
う
の
が
瀧
川
元
裁
判
官
の
認
識
で
あ
る
。

（
4
）　

以
上
の
引
用
は
、
横
井
大
三
「
飛
躍
上
告
二
件
」『
村
上
朝
一
追
想
録
』（
村
上
朝
一
追
想
録
刊
行
会
）
一
九
八
八
年
、
一
三
三
頁
以
下
に
よ
る
。
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な
お
、
上
告
趣
意
書
の
名
義
は
上
告
人
で
あ
り
東
京
地
方
検
察
庁
の
ヘ
ッ
ド
で
あ
る
「
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
正
石
田
富
平
」
に
な
っ
て
い
る
が
、

実
質
内
容
に
つ
い
て
は
横
井
公
判
部
長
の
手
に
な
る
も
の
と
み
て
良
か
ろ
う
。
判
例
集
記
載
の
上
告
審
で
の
検
察
官
は
、「
村
上
朝
一
」
で
あ
る
。

（
5
）　

横
井
元
裁
判
官
は
飛
躍
上
告
と
記
し
て
い
る
が
、
刑
事
訴
訟
で
は
「
跳
躍
上
告
」
と
い
う
の
が
通
例
な
の
で
、
以
下
そ
れ
に
従
う
。

（
6
）　

な
お
、
平
成
二
〇
年
一
〇
月
二
日
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
四
号
に
よ
る
改
正
前
は
家
庭
裁
判
所
に
よ
る
第
一
審
判
決
も
対
象
に
な
っ
て
い
た
。

（
7
）　

民
事
訴
訟
の
場
合
の
飛
躍
上
告
は
、
訴
訟
当
事
者
間
に
、
上
告
を
す
る
権
利
は
留
保
す
る
が
控
訴
は
し
な
い
旨
の
合
意
が
あ
る
場
合
に
だ
け
認
め

ら
れ
る
（
民
事
訴
訟
法
三
一
一
条
二
項
、
二
八
一
条
一
項
た
だ
し
書
き
）。

（
8
）　

戸
松
秀
典
『
憲
法
訴
訟
（
第
二
版
）』
二
〇
〇
八
年
、
五
四
頁
、
同
一
二
二
頁
以
下
を
参
照
。

（
9
）　

最
大
判
昭
和
二
五
年
一
〇
月
一
一
日
刑
集
四
巻
一
〇
号
二
〇
三
七
頁
。

（
10
）　

最
大
判
昭
和
二
三
年
一
二
月
一
日
刑
集
二
巻
一
三
号
一
六
六
一
頁
。
な
お
、
近
時
の
裁
判
例
が
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
な
の
か
、
管
見
の
限
り
で
は

現
在
、
跳
躍
上
告
に
つ
い
て
詳
述
す
る
刑
事
訴
訟
法
の
体
系
書
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
判
例
は
、（
憲
法
八
一
条
所
定
の
違
憲

立
法
審
査
権
に
か
か
る
最
高
裁
の
終
審
権
限
を
除
き
）
審
級
制
度
の
設
計
が
立
法
政
策
の
問
題
で
あ
る
旨
を
認
め
て
い
る
。
最
大
判
昭
和
二
三
年
七

月
八
日
刑
集
二
巻
八
号
八
〇
一
頁
、最
大
判
昭
和
二
九
年
一
〇
月
一
三
日
民
集
八
巻
一
〇
号
一
八
四
六
頁
な
ど
。兼
子
一
＝
竹
下
守
夫
『
裁
判
法
（
第

三
版
）』
一
九
九
四
年
、
一
三
五
頁
以
下
も
参
照
。

（
11
）　

田
中
二
郎
『
行
政
法
の
基
本
原
理
』
一
九
四
九
年
、
三
九
頁
、
同
『
新
版
行
政
法
上
（
全
訂
第
二
版
）』
一
九
七
四
年
、
四
〇
頁
以
下
も
参
照
。

（
12
）　

例
え
ば
、
渋
谷
秀
樹
『
憲
法
（
第
三
版
）』
二
〇
一
七
年
、
二
八
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
13
）　

憲
法
九
三
条
二
項
が
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
と
は
異
な
り
、
府
県
、
市
町
と
い
っ
た
団
体
の
種
別
を
挙
げ
ず
、
地
方
公
共
団
体
と
い
う
包
括
的
表

現
を
用
い
る
点
に
関
す
る
、（
こ
こ
で
は
省
略
し
た
箇
所
で
趣
意
書
が
言
及
す
る
）「
佐
藤
達
夫
「
日
本
国
憲
法
成
立
史
」、
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
四
号
一

二
頁
」
の
説
明
の
こ
と
。

（
14
）　

同
判
決
調
査
官
解
説
［
渡
部
吉
隆
］『
最
判
解
（
民
事
）
昭
和
三
八
年
』
一
七
頁
以
下
。
な
お
、
成
田
頼
明
「
特
別
区
は
憲
法
上
の
地
方
公
共
団

体
か
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
七
三
号
、
一
九
六
三
年
、
二
四
頁
は
、「
活
動
領
域
の
普
遍
性
又
は
全
権
能
性
」
と
最
判
説
示
が
同
趣
旨
と
す
る
。
上
告
趣

意
書
は
、
基
本
的
・
標
準
的
団
体
論
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
よ
る
と
法
律
に
よ
る
権
能
剥
奪
に
よ
り
、
府
県
の
場
合
に
も
憲
法
上
の
地
位
を
失
わ
せ

る
こ
と
に
な
る
と
い
う
一
審
判
決
の
批
判
に
再
反
論
す
る
も
の
の
（
第
二
（
一
））、
原
審
で
の
主
張
以
上
に
新
た
に
敷
衍
し
て
は
い
な
い
。
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（
15
）　

以
下
の
番
号
・
記
号
は
、
筆
者
が
便
宜
上
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
16
）　

こ
の
論
点
は
、
都
道
府
県
か
ら
大
都
市
が
「
独
立
」
す
る
特
別
市
・
特
別
自
治
市
を
構
想
す
る
場
合
に
お
い
て
、
今
日
も
重
要
で
は
あ
る
が
、
最

判
が
正
面
か
ら
応
答
せ
ず
、
前
記
本
文
引
用
部
分
で
若
干
関
連
す
る
こ
と
を
述
べ
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
、
今
回
は
、
第
六
に
つ
き
詳
論
す
る

こ
と
は
し
な
い
。

（
17
）　

い
ず
れ
も
、
昭
和
二
七
年
六
月
一
六
日
参
議
院
地
方
行
政
委
員
会
に
お
け
る
公
述
。
自
治
庁
編
『
改
正
地
方
制
度
資
料
第
八
部
』
一
九
五
三
年
、

九
三
三
頁
以
下
（
奥
野
）、
九
三
六
頁
以
下
（
武
井
）。

（
18
）　

昭
和
二
七
年
五
月
二
三
日
参
議
院
地
方
行
政
委
員
会
に
お
け
る
公
述
。
自
治
庁
編
・
前
掲
注
（
17
）、
七
三
三
頁
以
下
。
佐
藤
は
続
け
て
、「
素
朴

な
分
権
・
集
権
」
に
代
え
て
、
国
と
地
方
、
都
と
特
別
区
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
有
機
的
な
、
共
同
体
的
な
調
整
」「
共
同
体
的
な
自
治
」
と
い
う
独
自

の
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
佐
藤
功
「
地
方
公
共
団
体
の
意
義
」
同
『
憲
法
解
釈
の
諸
問
題
第
一
巻
』
所
収
、
一
九
五
三
年
、
二
七
八
頁
［
参
議
院

で
の
公
述
を
基
に
し
た
論
考
］
も
参
照
）。　

（
19
）　

当
時
の
学
説
の
状
況
に
つ
い
て
は
成
田
・
前
掲
注
（
14
）、
一
八
頁
以
下
を
参
照
。
な
お
、
同
論
考
自
体
は
、「
活
動
領
域
の
普
遍
性
又
は
全
権
能

性
」
を
要
件
と
し
て
要
求
し
て
お
り
（
二
四
頁
）、
権
能
に
関
す
る
最
判
の
説
示
よ
り
も
、
原
審
に
お
け
る
検
察
官
の
主
張
に
近
い
。
佐
藤
の
共
同

体
意
識
論
も
含
め
、
諸
説
と
最
判
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
・
前
掲
注
（
1
）、
公
法
研
究
論
文
、
一
三
六
頁
以
下
を
参
照
。
法
令
に
お
け
る
特

別
区
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
七
年
地
方
自
治
法
改
正
に
か
か
る
実
務
担
当
者
の
解
説
（
宮
沢
弘
＝
岸
昌
「
改
正
地
方
自
治
法
解
説
」
自

治
研
究
昭
和
二
八
年
九
月
臨
時
増
刊
号
）
一
〇
七
頁
以
下
は
、「
基
本
的
な
法
律
構
成
」
と
し
て
は
「
特
別
区
も
都
（
東
京
都
）
も
と
も
に
原
則
と

し
て
市
と
し
て
の
権
能
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
」
と
し
て
、自
治
法
二
八
三
条
、附
則
二
条
但
書
を
挙
げ
た
上
で
、「
現
実
の
各
個
の
法
制
は
、

…
特
別
区
を
一
体
と
し
て
規
律
す
る
こ
と
が
大
都
市
行
政
の
合
理
的
一
体
性
を
確
保
す
る
所
以
で
あ
る
と
す
る
見
地
か
ら
」
設
け
ら
れ
た
例
と
し

て
、
公
職
選
挙
法
の
選
挙
権
の
住
所
要
件
、
地
方
税
法
、
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
法
、
警
察
法
・
消
防
組
織
法
、
そ
の
他
道
路
法
、
都
市
計
画
法
等

を
列
挙
し
て
い
る
。
特
に
、
以
下
の
よ
う
に
そ
れ
ら
を
総
括
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、「
市
と
同
格
か
ど
う
か
」
に
力
点
を
お
い
た
上
記
趣
意
書
第
四

を
経
て
、
最
判
説
示
の
特
別
区
の
実
体
論
に
ト
レ
ー
ス
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う

－

「
す
で
に
右
の
よ
う
に
大
都
市
行
政
の
現
実
の
必
要
は
、
特

別
区
の
存
す
る
区
域
を
一
体
と
す
る
法
制
を
打
ち
立
て
、
又
都
に
市
の
性
格
と
府
県
の
性
格
を
併
有
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
際
基
本

法
［
地
方
自
治
法
の
こ
と
…
筆
者
注
］
に
お
い
て
も
現
実
の
大
都
市
行
政
の
要
請
に
適
合
せ
し
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
」（
一
〇
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八
頁
）。

（
20
）　

こ
の
点
は
、
筆
者
が
前
掲
注
（
1
）、
公
法
研
究
論
文
一
三
八
頁
以
下
で
分
析
し
た
、
入
江
俊
郎
の
隣
保
共
同
論
と
対
比
さ
れ
た
い
。

（
21
）　

筆
者
自
身
は
、
特
に
広
域
自
治
体
に
お
け
る
自
治
保
障
の
観
点
か
ら
、
憲
法
九
三
条
の
地
方
公
共
団
体
要
件
と
し
て
は
、
共
同
体
意
識
は
外
し
て

解
釈
す
べ
き
と
考
え
て
い
る
。
斎
藤
・
前
掲
注
（
1
）、
公
法
研
究
論
文
一
四
〇
頁
以
下
、
同
「
討
論
要
旨
」
一
五
八
頁
以
下
を
参
照
。

（
22
）　

こ
れ
も
ま
た
、
趣
意
書
固
有
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
昭
和
二
七
年
自
治
法
改
正
当
時
の
改
正
賛
成
論
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
前
掲
注

（
17
）（
18
）
を
参
照
。

（
23
）　

主
と
し
て
特
別
区
側
か
ら
見
た
回
顧
と
し
て
、
特
別
区
協
議
会
編
大
森
彌
他
著
『
特
別
区
が
歩
ん
だ
自
治
の
み
ち
の
り
』
二
〇
一
七
年
、
が
参
考

に
な
る
。
ま
た
、
大
阪
都
構
想
に
か
か
る
諸
資
料
と
解
説
と
し
て
、
特
別
区
協
議
会
編
『「
大
都
市
地
域
特
別
区
設
置
法
」
に
も
と
づ
く
特
別
区
制

度
設
計
の
記
録
』
二
〇
一
六
年
、
も
参
照
。

（
24
）　

筆
者
が
、
判
例
変
更
す
べ
き
と
い
う
見
解
で
あ
る
こ
と
は
前
掲
注
（
1
）、
公
法
研
究
論
文
及
び
そ
の
討
論
要
旨
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
25
）　

成
田
・
前
掲
注
（
14
）、
二
二
頁
。

（
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授
）
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