
地
方
分
権
一
括
法
の
成
立

佐　

藤　

文　

俊

一

平
成
一
一
年
七
月
八
日
、「
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」、
い
わ
ゆ
る
「
地
方
分
権
一

括
法
」（
以
下
「
一
括
法
」
と
い
う
。）
が
参
議
院
本
会
議
で
可
決
、
成
立
し
た
。
こ
の
法
律
は
、
平
成
五
年
六
月
の
衆
参
両
院
に
お

け
る
「
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
決
議
」
に
始
ま
る
第
一
次
地
方
分
権
改
革
の
到
達
点
を
な
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

私
は
、
当
時
自
治
省
の
地
方
分
権
推
進
室
長
と
し
て
こ
の
法
律
の
立
案
、
国
会
審
議
等
に
携
わ
っ
た
。
も
う
二
〇
年
近
く
も
前
の

こ
と
で
あ
り
、
記
憶
も
薄
れ
て
き
て
い
る
が
、
当
時
の
様
子
や
印
象
深
い
で
き
ご
と
を
記
し
て
み
た
い
。
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二

平
成
一
〇
年
四
月
、
地
方
分
権
推
進
室
長
を
命
ぜ
ら
れ
た
私
は
、
三
年
近
く
総
務
部
長
と
し
て
勤
務
し
た
山
梨
県
を
離
れ
、
自
治

省
に
復
帰
し
た
。

こ
の
時
期
は
、
平
成
五
年
六
月
の
衆
参
両
院
に
お
け
る
決
議
、
平
成
七
年
五
月
の
地
方
分
権
推
進
法
の
成
立
、
同
年
七
月
の
地
方

分
権
推
進
委
員
会
の
発
足
等
を
経
て
、
同
委
員
会
が
平
成
八
年
一
二
月
か
ら
平
成
九
年
一
〇
月
に
か
け
て
四
次
に
わ
た
る
勧
告
を
出

し
て
お
り
、
い
よ
い
よ
そ
の
勧
告
を
実
施
に
移
す
と
き
に
当
っ
て
い
た
。
地
方
分
権
推
進
室
（
以
下
「
分
権
室
」
と
い
う
。）
は
、

い
わ
ゆ
る
霞
が
関
で
い
う
タ
コ
部
屋
（
大
が
か
り
な
法
律
や
制
度
の
創
設
、
改
正
を
す
る
と
き
に
、
臨
時
に
人
材
を
集
め
て
集
中
的

に
作
業
を
行
わ
せ
る
た
め
の
組
織
）
で
あ
り
、
そ
の
使
命
は
、
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
勧
告
を
最
大
限
に
尊
重
し
て
地
方
分
権
推

進
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
地
方
自
治
法
の
改
正
を
中
心
と
す
る
法
律
案
を
作
成

し
、
成
立
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

分
権
室
は
私
が
着
任
す
る
前
年
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
既
に
地
方
自
治
法
の
改
正
に
つ
い
て
検
討
を
開
始
し
て
い

た
。
平
成
一
〇
年
四
月
時
点
の
メ
ン
バ
ー
は
、
私
を
室
長
と
し
、
課
長
補
佐
が
赤
穂
敏
広
、
山
口
英
樹
、
斎
田
陽
介
（
茨
城
県
よ
り

出
向
）、
古
田
孝
夫
（
裁
判
所
よ
り
出
向
）、
主
査
が
本
間
和
義
、
長
谷
川
孝
、
事
務
官
が
上
坊
勝
則
、
藤
井
比
早
之
、
折
原
亮
（
千

葉
市
よ
り
派
遣
）、
石
原
智
弘
（
姫
路
市
よ
り
派
遣
）
の
諸
君
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
平
成
一
一
年
七
月
に
一
括
法
が
成
立
し
、
実

質
的
に
そ
の
使
命
を
終
え
る
ま
で
に
、
主
査
坂
越
健
一
、
事
務
官
橋
本
桂
芳
（
富
山
県
よ
り
派
遣
）
の
両
君
が
加
わ
っ
た
。
こ
れ
を
、
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伊
藤
祐
一
郎
課
長
を
は
じ
め
山
﨑
重
孝
理
事
官
、
田
谷
聡
課
長
補
佐
等
を
中
核
と
す
る
行
政
局
行
政
課
が
全
面
的
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

す
る
と
い
う
体
制
で
作
業
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
行
政
局
長
等
を
歴
任
し
こ
の
問
題
に
深
く
関
与
さ
れ
て
き
た
松

本
英
昭
事
務
次
官
が
直
接
陣
頭
指
揮
を
と
ら
れ
た
。

私
が
着
任
し
て
間
も
な
く
平
成
一
〇
年
五
月
二
九
日
に
地
方
分
権
推
進
計
画
を
閣
議
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
率
直
に

い
っ
て
こ
の
間
の
記
憶
は
あ
ま
り
鮮
明
で
な
い
。
分
権
室
が
前
年
末
に
地
方
自
治
法
の
改
正
素
案
を
作
成
し
、
各
省
庁
に
示
し
て
そ

れ
ぞ
れ
の
所
管
法
律
の
改
正
の
検
討
を
促
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
省
庁
間
で
厳
し
く
対
立
す
る
内
容
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ

た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
、
私
個
人
と
し
て
は
、
当
時
全
国
的
に
広
が
り
を
見
せ
て
い
た
公
費
の
不
正
支
出
の
処
理
や
オ

ウ
ム
真
理
教
事
件
の
後
始
末
な
ど
現
場
の
問
題
に
忙
殺
さ
れ
て
い
た
山
梨
県
時
代
か
ら
、
一
転
し
て
厖
大
な
法
律
改
正
を
担
当
す
る

と
い
う
こ
と
で
、
あ
れ
こ
れ
悩
む
余
裕
も
無
く
た
だ
た
だ
必
死
で
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
に
も
よ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

三

地
方
分
権
推
進
計
画
を
閣
議
決
定
し
た
後
、
い
よ
い
よ
法
案
化
作
業
に
と
り
か
か
る
。
計
画
は
冒
頭
で
、「
法
律
改
正
に
よ
り
措

置
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
所
要
の
法
律
案
を
平
成
一
一
年
の
通
常
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
」
と
定
め
る
。
い
わ

ば
お
し
り
が
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
概
ね
八
～
九
か
月
の
時
間
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
ぁ
何
と
か
な
る
だ
ろ
う
と
楽
観
的
な
気
持

ち
で
い
た
。
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
四
次
に
わ
た
る
勧
告
と
そ
れ
を
最
大
限
に
尊
重
し
て
と
り
ま
と
め
た
地
方
分
権
推
進
計
画
は

相
当
詳
細
に
法
律
改
正
す
べ
き
内
容
を
記
述
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
忠
実
に
な
ぞ
っ
て
法
文
化
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
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こ
と
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
が
甘
い
考
え
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
に
認
識
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
勧
告

や
計
画
に
記
述
さ
れ
た
表
現
は
、
そ
の
ま
ま
法
文
化
す
る
に
は
適
当
で
な
い
も
の
が
多
く
、
こ
と
ば
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
丁
寧
に
法
律

的
に
な
じ
む
も
の
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
ま
た
記
述
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
、
立
法
技
術
的
な
観
点
や
制
度
間
の
整
合
性
を

確
保
す
る
観
点
か
ら
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
勧
告
、
計
画
の
段
階
で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で

な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
解
釈
を
加
え
て
補
足
す
る
こ
と
も
必
要
な
場
合
が
あ
っ
た
。

特
に
検
討
に
か
な
り
の
労
力
と
時
間
を
要
し
た
地
方
自
治
法
の
条
文
を
掲
げ
る
（
こ
れ
ら
の
規
定
の
検
討
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、

そ
の
詳
細
を
「
自
治
研
究
」（
第
七
五
巻
第
一
二
号
、
第
七
六
巻
第
一
、
二
、
三
、
五
、
七
号
）
に
寄
稿
し
て
い
る
の
で
興
味
の
あ

る
方
は
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。）。

・
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
あ
り
方
に
関
す
る
第
一
条
の
二
の
規
定
。

・
第
一
条
の
二
第
二
項
に
定
め
る
国
の
配
慮
義
務
の
趣
旨
を
更
に
敷
衍
す
る
第
二
条
第
一
一
項
か
ら
第
一
三
項
の
規
定
。

・ 

機
関
委
任
事
務
制
度
の
廃
止
に
関
し
、
個
別
法
に
定
め
る
事
務
を
機
関
委
任
事
務
で
な
く
す
る
た
め
の
一
括
法
附
則
第
一
五
九
条

の
規
定
。

・
普
通
地
方
公
共
団
体
の
権
能
を
定
め
る
第
二
条
第
二
項
の
規
定
。

・
法
定
受
託
事
務
の
定
義
を
定
め
る
第
二
条
第
九
項
の
規
定
。

・
法
定
受
託
事
務
を
網
羅
的
に
定
め
る
別
表
。

・
法
定
受
託
事
務
に
も
条
例
制
定
権
が
及
ぶ
と
す
る
第
一
四
条
第
一
項
の
規
定
。

・
関
与
の
う
ち
自
治
事
務
に
対
す
る
是
正
の
要
求
を
定
め
る
第
二
四
五
条
の
五
の
規
定
。
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・
係
争
処
理
手
続
き
を
定
め
る
規
定
。

・
条
例
に
よ
る
事
務
処
理
の
特
例
を
定
め
る
第
二
五
二
条
の
一
七
の
二
か
ら
第
二
五
二
条
の
一
七
の
四
の
規
定
。

内
閣
法
制
局
の
審
査
が
本
格
化
し
た
秋
口
以
降
の
日
々
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
室
長
以
下
分
権
室
の
全
員
で
侃
々
諤
々

の
議
論
を
し
て
条
文
案
を
取
り
ま
と
め
る
。
課
長
補
佐
以
下
で
内
閣
法
制
局
に
持
ち
込
み
、
説
明
す
る
。
内
閣
法
制
局
参
事
官
の
あ

ら
ゆ
る
角
度
か
ら
の
厳
し
い
質
問
、
指
摘
を
受
け
る
。
分
権
室
に
持
ち
帰
り
、
議
論
を
重
ね
、
答
え
を
用
意
し
、
再
び
内
閣
法
制
局

に
持
ち
込
む
。
い
つ
果
て
る
と
も
知
ら
ぬ
繰
り
返
し
の
毎
日
。
秋
か
ら
冬
へ
と
季
節
が
移
り
ゆ
く
中
で
、
分
権
室
の
メ
ン
バ
ー
は
、

そ
れ
こ
そ
粉
骨
砕
身
、
昼
夜
兼
行
で
作
業
に
没
頭
し
た
。

内
閣
法
制
局
で
法
案
の
審
査
を
担
当
し
た
の
は
、
私
と
自
治
省
同
期
入
省
の
松
永
邦
男
参
事
官
で
あ
っ
た
。
タ
フ
な
頭
脳
と
体
力
、

法
律
に
関
す
る
深
い
学
識
を
備
え
た
人
で
あ
り
、
憲
法
上
の
論
点
ま
で
含
め
て
法
制
的
な
詰
め
が
し
っ
か
り
と
で
き
た
の
は
、
ま
さ

に
松
永
参
事
官
の
お
陰
と
い
え
る
。
時
に
分
権
室
の
課
長
補
佐
た
ち
は
、
松
永
参
事
官
の
指
摘
が
高
尚
す
ぎ
て
、
な
か
な
か
そ
の
真

意
を
理
解
で
き
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
夜
、
内
閣
法
制
局
か
ら
帰
っ
て
き
て
議
論
し
て
い
る
の
を
聞
い
て
い
る
と
、
ど
う
も

松
永
参
事
官
の
発
言
の
意
味
を
巡
っ
て
延
々
と
議
論
し
て
い
る
。
つ
い
私
は
「
質
問
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
ん
じ
ゃ
、
答
え
の
書
き

よ
う
も
な
い
だ
ろ
う
。
わ
か
る
ま
で
帰
っ
て
く
る
な
。」
と
指
示
す
る
。
し
ば
ら
く
の
ち
に
松
永
参
事
官
か
ら
電
話
が
あ
り
、「
君
の

と
こ
ろ
の
人
た
ち
は
最
近
素
直
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
ね
。
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
、
と
何
度
も
何
度
も
聞
い
て
な
か
な
か
帰
ら
な
い
。

何
と
か
な
ら
な
い
の
。」
と
の
話
で
あ
っ
た
。

法
定
受
託
事
務
の
別
表
を
巡
る
や
り
と
り
も
忘
れ
難
い
。
当
初
法
定
受
託
事
務
は
個
別
法
で
は
な
く
地
方
自
治
法
に
お
い
て
そ
の

区
分
を
行
う
と
い
う
考
え
が
あ
り
、
法
定
受
託
事
務
の
創
設
的
な
別
表
を
地
方
自
治
法
に
お
く
こ
と
が
検
討
さ
れ
た
。
結
果
的
に
は
、
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個
別
の
事
務
を
規
定
す
る
当
該
法
律
に
お
い
て
区
分
す
る
こ
と
と
し
た
た
め
、
仮
に
地
方
自
治
法
に
別
表
を
お
く
と
し
て
も
確
認
的

な
意
味
し
か
も
た
な
い
も
の
に
な
る
。
そ
れ
で
も
設
け
る
こ
と
が
必
要
か
、
適
当
か
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
法
文
化
の
作
業
も
終
盤

を
迎
え
、
時
間
と
の
競
争
と
い
う
面
も
出
て
き
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
松
本
事
務
次
官
が
別
表
の
作
成
を
強
く
主
張
さ
れ
た
。
私
た

ち
分
権
室
の
メ
ン
バ
ー
は
、
法
的
な
意
義
に
乏
し
い
こ
と
、
一
覧
表
を
作
成
し
て
公
表
す
る
な
ど
の
代
替
案
も
あ
り
う
る
こ
と
、
何

よ
り
も
別
表
作
成
に
は
更
に
数
週
間
の
作
業
が
必
要
と
な
り
一
括
法
案
の
国
会
提
出
が
期
限
に
間
に
合
わ
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る

こ
と
な
ど
を
理
由
に
再
考
を
お
願
い
す
る
が
、
頑
と
し
て
き
い
て
く
れ
な
い
。
行
政
課
の
山
﨑
理
事
官
が
「
死
人
が
出
ま
す
」
と
泣

き
落
と
し
の
援
護
射
撃
を
し
て
く
れ
た
が
そ
れ
も
不
発
に
終
わ
る
。
日
を
変
え
て
何
回
か
や
り
と
り
す
る
も
ら
ち
が
あ
か
ず
、
意
を

決
し
て
事
務
次
官
室
に
は
い
り
「
そ
れ
は
職
務
命
令
で
す
か
？
」
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
松
本
事
務
次
官
は
一
瞬
の
間
の
の
ち
「
そ
う

だ
。」
と
答
え
ら
れ
た
。
私
の
長
い
公
務
員
生
活
の
中
で
、
こ
の
種
の
問
い
を
発
し
た
の
は
後
に
も
先
に
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

法
文
化
作
業
の
中
で
、
私
の
大
学
時
代
の
恩
師
で
あ
る
行
政
法
の
塩
野
宏
先
生
（
東
京
大
学
名
誉
教
授
）
に
た
び
た
び
教
え
を
乞

う
た
。
先
生
に
は
、
作
業
に
と
り
か
か
っ
た
は
じ
め
の
頃
、「
機
関
委
任
事
務
制
度
を
め
ぐ
っ
て
は
、
戦
後
研
究
者
や
実
務
家
が
ど

れ
だ
け
多
く
の
論
文
を
書
い
た
か
わ
か
っ
て
い
ま
す
ね
。
あ
な
た
は
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
反
古
に
す
る
制
度
改
正
を
や
ろ
う
と
し
て

い
る
ん
で
す
。
そ
の
重
さ
を
自
覚
し
て
く
だ
さ
い
ね
。」
と
い
う
激
励
を
い
た
だ
い
た
。
ま
さ
に
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
の
ち
に
作
業
の
難
し
さ
、
厖
大
さ
に
圧
倒
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
私
が
思
わ
ず
弱
音
を
吐
い
た
と
き
に
は
、「
あ
ま
り
完
璧
な

も
の
を
作
ら
れ
る
と
、
私
た
ち
研
究
者
が
論
文
を
書
く
余
地
が
な
く
な
る
ん
で
す
。
食
い
ぶ
ち
を
残
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
ね
。」

と
い
う
言
葉
も
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
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四

こ
う
し
て
よ
う
や
く
一
括
法
案
が
で
き
あ
が
り
、
平
成
一
一
年
三
月
二
六
日
に
閣
議
決
定
、
同
三
月
二
九
日
に
国
会
に
提
出
さ
れ

た
。一

括
法
案
は
、
地
方
分
権
推
進
計
画
に
盛
り
込
ま
れ
た
事
項
の
中
で
法
律
改
正
を
必
要
と
す
る
も
の
を
一
括
し
て
と
り
ま
と
め
、

一
本
の
法
律
の
形
で
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
地
方
自
治
法
を
は
じ
め
本
則
に
お
け
る
改
正
法
律
だ
け
で
四
七
五
本
を

数
え
、
法
律
案
本
文
、
い
わ
ゆ
る
改
め
文
で
一
二
〇
〇
頁
余
、
新
旧
対
照
条
文
等
を
合
わ
せ
る
と
全
体
で
四
〇
〇
〇
頁
（
四
分
冊
）

に
も
達
す
る
か
つ
て
な
い
規
模
の
も
の
と
な
っ
た
。
ち
な
み
に
あ
ま
り
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
の
四
〇
〇
〇
頁
（
四
分

冊
）
を
積
む
と
厚
さ
一
八
・
四
㎝
、
重
さ
八
・
八
㎏
に
な
り
、
こ
れ
が
国
会
審
議
の
と
き
に
ひ
と
り
ひ
と
り
の
議
員
の
席
に
お
か
れ

て
い
る
様
は
、
一
種
壮
観
で
あ
っ
た
。

一
括
法
案
の
国
会
提
出
後
ま
も
な
く
の
あ
る
日
、
松
本
事
務
次
官
の
お
供
を
し
て
橋
本
龍
太
郎
前
総
理
大
臣
に
報
告
に
伺
っ
た
こ

と
が
あ
る
。
風
呂
敷
に
包
ん
だ
ぶ
厚
い
一
括
法
案
を
か
か
え
て
個
人
事
務
所
を
訪
問
し
た
。
松
本
事
務
次
官
が
一
括
法
案
四
分
冊
を

前
総
理
大
臣
に
お
見
せ
し
、
こ
れ
ま
で
の
ご
指
導
に
感
謝
す
る
旨
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
前
総
理
大
臣
は
、「
ほ
う
」
と
嘆
声
を
発

せ
ら
れ
る
と
ソ
フ
ァ
ー
か
ら
す
っ
と
立
ち
あ
が
っ
て
私
た
ち
に
む
か
い
深
々
と
頭
を
下
げ
ら
れ
た
。
帰
り
際
に
、
持
ち
帰
る
た
め
に

一
括
法
案
を
包
み
な
お
そ
う
と
す
る
と
、
前
総
理
大
臣
が
「
よ
け
れ
ば
置
い
て
行
っ
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
ば
ら
く
な
が
め
て

い
た
い
か
ら
。」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
辞
去
し
た
。
な
か
な
か
よ
い
気
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

地方分権一括法の成立
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一
括
法
案
は
、
当
時
も
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
中
央
省
庁
の
再
編
に
係
る
関
連
法
案
と
と
も
に
、
国
会
に
特
別
委
員

会
が
設
置
さ
れ
て
審
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
五
月
一
三
日
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
趣
旨
説
明
お
よ
び
こ
れ
に
対
す
る
質
疑
が

行
わ
れ
た
後
、「
行
政
改
革
に
関
す
る
特
別
委
員
会
」
に
付
託
、
同
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
、
公
聴
会
等
を
経
て
、
六
月
一
一
日
本

会
議
に
お
い
て
可
決
し
た
。
参
議
院
に
お
い
て
は
、
六
月
一
四
日
本
会
議
で
趣
旨
説
明
及
び
こ
れ
に
対
す
る
質
疑
が
行
わ
れ
た
後
、

「
行
財
政
改
革
・
税
制
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
」
に
付
託
、
同
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
、
公
聴
会
等
を
経
て
、
七
月
八
日
本
会
議

に
お
い
て
可
決
、
成
立
し
た
。

国
会
に
お
け
る
審
議
は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
ほ
ぼ
毎
日
、
原
則
と
し
て
朝
九
時
か
ら
夕
方
五
時
ま
で
行
わ
れ
、
衆
参
両
院

あ
わ
せ
て
一
三
五
時
間
余
に
も
及
ん
だ
。
国
会
審
議
中
は
、
課
長
補
佐
を
中
心
に
翌
日
分
の
質
問
と
り
を
行
う
。
夕
方
ぐ
ら
い
か
ら

順
次
判
明
し
て
い
き
、
夜
の
九
時
か
一
〇
時
頃
に
ひ
と
と
お
り
出
揃
う
。
判
明
し
た
分
か
ら
課
長
補
佐
た
ち
が
答
弁
を
書
き
出
す
。

私
が
内
容
を
見
て
直
し
を
入
れ
、
行
政
課
長
に
確
認
し
て
も
ら
う
。
何
十
問
と
い
う
数
に
な
る
の
で
、
こ
れ
が
終
わ
る
の
が
夜
中
の

二
時
か
三
時
頃
。
そ
れ
か
ら
帰
宅
し
、
二
～
三
時
間
の
仮
眠
を
と
り
、
再
び
登
庁
し
、
早
朝
の
大
臣
、
官
房
長
官
等
へ
の
レ
ク
チ
ャ
ー

を
行
う
。
そ
の
後
、
朝
九
時
か
ら
夕
方
五
時
ま
で
委
員
会
審
議
に
同
席
。
夕
方
か
ら
ま
た
こ
の
繰
り
返
し
と
な
る
。
月
曜
日
、
火
曜

日
ぐ
ら
い
は
、
ま
だ
元
気
が
い
い
も
の
の
、
み
る
み
る
へ
ば
っ
て
ゆ
き
、
金
曜
日
な
ど
は
国
会
の
階
段
を
一
階
分
あ
が
る
の
に
も
難

儀
す
る
よ
う
な
有
様
で
あ
っ
た
。

国
会
の
質
疑
は
、
一
括
法
案
の
内
容
を
反
映
し
て
、
極
め
て
広
い
範
囲
に
お
よ
び
、
専
門
的
な
法
律
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
も
多

か
っ
た
。
一
括
法
案
の
国
会
提
出
か
ら
衆
議
院
の
審
議
が
始
ま
る
ま
で
一
か
月
半
の
期
間
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
間
審
議
に
備
え
て

周
到
に
想
定
問
答
を
準
備
し
て
い
た
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
が
、
現
実
の
審
議
で
は
、
予
想
も
し
な
か
っ
た
よ
う
な
質
問
や
、
微
妙
な
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ニ
ュ
ア
ン
ス
の
質
問
な
ど
も
多
く
、
準
備
し
て
い
た
想
定
問
答
で
は
十
分
に
は
対
処
し
き
れ
な
か
っ
た
。
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

で
マ
シ
ン
の
球
を
打
つ
の
と
、
本
番
の
試
合
で
相
手
方
ピ
ッ
チ
ャ
ー
の
生
き
た
球
を
打
つ
の
と
の
違
い
、
と
で
も
い
お
う
か
。

国
会
審
議
の
と
き
の
自
治
大
臣
は
野
田
毅
衆
議
院
議
員
で
あ
っ
た
。
当
時
野
田
大
臣
が
所
属
さ
れ
て
い
た
政
党
が
政
府
委
員
の
廃

止
を
提
唱
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
う
が
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
答
弁
を
ご
自
分
で
さ
れ
た
。
地
方
分
権
の
理
念
、
哲
学
か
ら

個
別
の
改
正
事
項
に
係
る
細
か
い
法
律
論
に
至
る
ま
で
厖
大
な
内
容
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
さ
れ
、
自
在
に
答
弁
さ
れ
て
い
た
と

思
う
。
さ
す
が
政
策
通
と
の
評
価
の
高
い
大
臣
と
、
私
た
ち
は
た
だ
た
だ
感
心
し
て
や
り
と
り
を
見
つ
め
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
野

田
大
臣
は
、
私
た
ち
の
準
備
し
た
答
弁
資
料
に
は
な
い
、
ご
自
身
の
こ
と
ば
で
語
ら
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
特
に
印
象
深
か
っ
た

の
は
「（
こ
の
改
革
は
）
小
さ
な
一
歩
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
鉄
道
の
レ
ー
ル
の
ポ
イ
ン
ト
の
切
り
か
え
み
た

い
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
が
将
来
に
向
け
て
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
踏
み
出
し
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
私
は
考
え
て

お
り
ま
す
。」
と
い
う
答
弁
で
あ
り
、
一
括
法
案
の
性
格
、
意
義
を
見
事
に
ひ
と
こ
と
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

五

前
記
の
自
治
研
究
へ
の
寄
稿
の
中
で
、
私
は
、
地
方
分
権
推
進
の
意
義
と
そ
の
全
体
像
、
一
括
法
の
成
果
、
今
後
の
課
題
に
つ
い

て
述
べ
た
。
少
し
長
い
が
当
時
の
問
題
意
識
が
わ
か
る
の
で
、
以
下
に
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

「
戦
後
五
〇
年
を
経
て
、
現
在
の
わ
が
国
は
、
政
治
、
経
済
、
社
会
の
広
範
囲
な
分
野
に
わ
た
っ
て
構
造
改
革
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

国
、
地
方
を
通
ず
る
行
政
の
基
本
的
シ
ス
テ
ム
を
転
換
し
、
自
主
、
自
立
の
真
の
地
方
自
治
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
指
す
地
方
分
権

地方分権一括法の成立
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の
推
進
は
、
そ
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
極
め
て
多
く
の
課
題
を
含
ん
で
い
る
。
今
回
の
一
括
法
の
制
定
を
も
っ
て
そ
れ
ら
が

す
べ
て
達
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
今
後
更
に
山
積
す
る
課
題
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
課
題
の
全
体
像
を
国
、

地
方
公
共
団
体
、
住
民
の
三
者
を
視
野
に
入
れ
、
三
つ
の
観
点
か
ら
整
理
し
て
み
る
。

第
一
に
、
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
新
た
な
関
係
の
構
築
で
あ
る
。
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
適
切
な
役
割
分
担
と
国
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
縮
小
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
い
え
る
。
一
括
法
に
よ
り
、
役
割
分
担
の
基
本
の
明
確
化
、
権
限
移
譲
の
推
進
、
機
関
委
任
事
務

制
度
の
廃
止
と
関
与
の
抜
本
的
見
直
し
、
必
置
規
制
の
廃
止
、
緩
和
等
が
実
現
さ
れ
た
。
こ
れ
は
制
度
的
に
大
き
な
前
進
で
あ
り
、

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
基
本
的
な
関
係
を
転
換
す
る
基
礎
は
築
か
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
役
割
分
担
の
原
則
に
沿
っ
た
更
な

る
権
限
移
譲
や
法
令
の
大
綱
化
、
枠
組
法
化
等
立
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
縮
小
が
今
後
の
行
政
制
度
面
の
課
題
で
あ
る
。
同
時
に
、

財
政
制
度
面
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
縮
小
も
必
要
で
あ
る
。
国
と
地
方
の
税
財
源
配
分
の
あ
り
方
を
抜
本
的
に
見
直
し
、
地
方
税
の
充

実
拡
大
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

第
二
に
、
地
方
公
共
団
体
の
体
制
の
整
備
で
あ
る
。
地
方
公
共
団
体
は
分
権
型
社
会
の
担
い
手
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
は
、
市
町
村
の
合
併
が
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
課
題
と
な
る
。
そ
の
延
長
線
上
に
は
都
道
府
県
の
あ
り
方

も
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
地
方
公
共
団
体
の
内
部
の
問
題
と
し
て
は
、
議
会
の
活
性
化
が
強
く
求
め
ら
れ
て
お
り
、
議
会
の
組

織
・
運
営
の
あ
り
方
、
議
員
の
身
分
や
処
遇
な
ど
検
討
す
べ
き
課
題
は
多
い
。
ま
た
、
人
材
の
育
成
・
確
保
、
行
政
評
価
・
政
策
評

価
制
度
の
導
入
も
重
要
で
あ
る
。

第
三
に
、
住
民
自
治
の
充
実
で
あ
る
。
一
括
法
に
よ
る
改
革
は
主
と
し
て
団
体
自
治
の
拡
大
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
地
方

分
権
の
成
果
を
住
民
が
主
体
的
に
享
受
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
地
方
公
共
団
体
と
住
民
と
の
関
係
を
問
い
直
し
、
真
に
住

860



民
自
治
が
機
能
す
る
よ
う
な
方
策
を
工
夫
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
分
野
の
課
題
と
し
て
は
、
ま
ず
、
様
々
な
新
し
い
住
民

参
加
の
手
法
が
開
発
さ
れ
導
入
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
計
画
策
定
過
程
へ
の
参
加
、
行
政
評
価
・
政
策
評
価
へ
の
参
加
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
コ
メ
ン
ト
制
度
の
導
入
な
ど
参
加
の
分
野
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
活
用
等
に
よ
り
参
加
の
手
段
の
多
様

化
を
図
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
間
接
民
主
制
の
補
完
と
し
て
、
直
接
請
求
制
度
の
見
直
し
、
拡
大
や
住
民
投
票
の
制
度
化
、

N
P
O
、
N
G
O
な
ど
と
の
連
携
、
協
働
、
よ
り
小
さ
な
単
位
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
レ
ベ
ル
で
の
住
民
組
織
の
育
成
、
活
性
化
、
情

報
公
開
制
度
の
導
入
、
充
実
な
ど
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
住
民
自
治
の
充
実
に
か
か
わ
る
課
題
は
、
必
ず
し
も
法

律
制
度
が
な
け
れ
ば
取
り
組
め
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
し
、
逆
に
一
律
画
一
的
な
制
度
化
が
地
方
公
共
団
体
の
柔
軟
な
対
応
を

阻
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
慎
重
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
公
共
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
を
踏
ま
え
て
創
意

工
夫
し
て
い
く
べ
き
余
地
の
大
き
い
課
題
で
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
の
自
ら
の
努
力
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。」

当
時
考
え
ら
れ
る
課
題
を
網
羅
し
、
整
理
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
一
括
法
の
成
立
か
ら
二
〇
年
近
く
が
過
ぎ
た
が
、
こ
の
間
、

第
二
次
地
方
分
権
改
革
と
も
い
う
べ
き
様
々
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
た
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
掲
げ
な
い
が
、
右
に
示
し
た
諸
課
題
の

中
で
実
現
さ
れ
た
も
の
は
多
い
。
こ
の
よ
う
な
長
年
に
わ
た
る
関
係
者
の
努
力
の
結
果
、
今
日
、
地
方
分
権
は
相
当
の
と
こ
ろ
ま
で

き
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
地
方
分
権
推
進
の
努
力
を
止
め
て
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
政
府
の
地
方
分

改
革
権
推
進
本
部
に
お
い
て
は
、
平
成
二
六
年
か
ら
提
案
募
集
方
式
が
導
入
さ
れ
、
地
方
か
ら
の
提
案
を
受
け
て
、
事
務
権
限
の
移

譲
、
義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
等
が
毎
年
進
め
ら
れ
て
い
る
。
中
央
集
権
に
向
か
う
力
が
常
に
働
い
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
こ

う
し
た
努
力
は
営
々
と
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
の
う
え
で
敢
え
て
い
い
た
い
の
だ
が
、
今
は
大
き
な
制
度
改

革
の
時
代
と
い
う
よ
り
も
実
践
の
時
代
で
は
な
い
か
。
少
子
高
齢
化
の
進
行
、
人
口
の
減
少
と
い
う
極
め
て
難
し
い
社
会
情
勢
に
直
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面
す
る
中
で
、
地
方
創
生
が
内
政
上
の
最
重
要
課
題
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
地
域
が
生
き
残
り
、
活
力
・
魅

力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
進
め
、
住
民
福
祉
の
向
上
を
図
っ
て
い
く
の
か
。
今
こ
そ
、
こ
の
二
〇
年
間
の
地
方
分
権
推
進
の
成
果
、
そ

れ
が
も
た
ら
し
た
地
方
自
治
の
力
を
最
大
限
に
発
揮
す
べ
き
と
き
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
思
い
を
深
く
し
て
い
る
。　　

（
㈱
野
村
総
合
研
究
所
顧
問
）
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