
地

方

自

Jム
I1口

の

ニft...
Æ!~ 

義

田

上

穣

治

-

自
治
の
概
念
に
は
政
治
的
意
義
と
法
律
的
意
義
と
が
直
則
さ
れ
る
。
前
者
は
専
務
職
た
る
官
吏
に
非
ざ
る
者
殊
に
名
春
職
に
よ
る
行

政
で
あ
り
、
後
者
は
園
家
に
版
じ
そ
の
一
部
を
免
す
も
な
ほ
之
に
劃
し
て
謂
立
な
る
法
人
殊
に
地
方
圏
樫
と
そ
の
他
の
公
共
圏
憧
に
よ

る
行
政
で
あ
る
(
器
許
認
一

9
2露
出

昌

宏

5
0
5
0
こ
の
雨
概
念
は
必
ず
し
も
相
伴
は
ず
、
政
治
的
意
義
の
自
治
は
地
方
自
治

の
他
に
園
の
政
治
に
つ
い
て
も
考
へ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
地
方
圏
憧
に
よ
る
行
政
に
つ
い
て
も
市
町
村
の
如
く
比
較
的
充
分
に
政
治
的

自
治
が
認
め
ら
れ
る
場
合
と
北
海
道
府
牒
或
は
殖
民
地
の
地
方
圏
憧
に
於
け
る
如
く
政
治
的
に
は
向
治
が
認
め
ら
れ
ず
叉
は
不
充
分
な

る
場
合
が
あ
る
。
従
っ
て
地
方
圏
慢
は
法
律
的
意
義
で
は
自
治
圏
耀
で
あ
る
が
、
政
治
的
に
は
白
治
が
認
め
ら
れ
る
主
働
的
圏
樫
と
然

ら
ざ
る
受
働
的
闇
曜
と
に
分
か
れ
る
(
常
明
思
議
)
(
詑
】
許
諾
自

F
Y
H
6
h
h
d詰
mp目
。
主
将
司
同
斗
民
主
凡
副
長
野
島
日

法
人
格
な
き
』
場
J
O

A
日
に
用
ひ
る
」

け
れ
ど
も
そ
れ
に
も
拘
は
ら
ず
こ
の
雨
概
念
は
本
質
的
に
関
聯
す
る
こ
と
を
見
越
し
て
は
な
ら
な
い
。
政
治
的
意
義
の

自
治
は
英
国
の
田
町
民
sm
。42HHHB丘
の
制
度
を
の
口
忠
え
が
猫
漁
一
に
採
用
し
よ
う
と
し
て
梓
成
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
特
色

地
方
自
治
の
意
義

(
岡
上
)

一一一旦一
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五

は
後
述
す
る
如
く
自
治
を
以
て
闘
家
組
織
と
祉
舎
と
を
連
結
す
る
中
間
組
織
た
ら
し
め
て
.
こ
れ
に
よ
り
雨
者
の
劃
立
を
止
揚
せ
ん
と

す
る
も
の
で
あ
り
(
m
l
J

お
お
同
誌
日
時
phMupdp九日目立
2
2
a
)
、
従
っ
て
こ
の
意
味
に
於
い
て
は
法
律
的
意
義
の
自
治
に
就
い
て
も
安

蛍
し
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
法
樟
的
意
義
の
自
治
は
悌
圏
、
白
園
及
び
調
逸
等
に
認
め
ら
れ
る
理
論
で
あ
る
が
、
単
に
園
家
に
劃
し
て
濁

立
た
る
法
人
格
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
み
で
は
自
治
の
本
質
を
明
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
た
い
。
そ
の
法
人
格
の
下
に
園
家
に
劃
し
て

極
端
た
る
濁
立
を
要
求
す
る
こ
と
が
中
央
集
権
の
近
代
闘
家
の
主
義
と
矛
盾
す
る
の
は
い
ふ
迄
も
な
い
が
、
反
封
に
闘
家
が
地
方
圏
樫

に
劃
し
て
恰
も
園
の
官
聴
に
劃
す
る
が
如
き
巌
重
な
る
監
督
を
加
へ
る
と
き
は
最
早
自
治
の
本
来
の
使
命
従
っ
て
官
治
行
政
に
劃
す
る

存
在
理
由
は
消
滅
す
る
も
の
と
い
は
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
自
治
の
雨
概
念
の
本
質
的
た
闘
聯
を
論
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初

め
て
地
方
自
治
の
意
義
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
と
考
へ
る
。

固
よ
り
自
治
の
意
義
は
時
代
に
よ
り
叉
固
に
よ
っ
て
同
一
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
我
が
法
制
で
は
自
治
の
定
義
を
明
確
に
は
典
へ
て

ゐ
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
解
樟
運
用
す
る
に
は
先
づ
理
論
に
よ
っ
て
自
治
の
意
義
を
明
か
に
す
る
を
要
し
.
而
し
て
こ
れ
が
錆
に
は
諸
闘

の
拳
説
を
も
参
照
し
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
組
織
法
上
固
に
劃
し
て
猫
立
た
る
法
人
格
が
興
へ
ら
れ
る
こ
と
の
他
に
、
自
治
に
は
如
何
な

る
要
素
が
認
め
ら
れ
る
か
。
宇
賀
田
敬
授
は
自
治
の
要
素
と
し
て
、
圏
憧
自
身
の
機
関
に
よ
る
こ
と
、
圏
樫
に
固
有
の
事
務
が
あ
る
こ

と
及
び
闇
僅
が
自
己
の
責
任
を
以
て
こ
れ
を
行
ふ
こ
と
を
拳
げ
ら
れ
る
(
幹
諮
問
一
目
立
J
M酷
J
。
け
れ
ど
も
固
有
事
務
は
暫
く
措
き
・
地
方

圏
慢
が
自
己
の
責
任
を
以
て
行
ふ
と
は
ナ
チ
ス
市
町
村
制
第
三
十
二
僚
の
示
す
如
く
圏
慢
の
特
定
機
闘
が
責
任
者
と
し
て
圏
僅
の
一
切

に
闘
す
る
責
任
を
自
ら
負
ふ
べ
き
意
味
に
解
さ
れ
る
か
ら
、
市
町
村
長
と
市
町
村
舎
と
が
濁
立
に
存
在
し
、
叉
監
叔
官
官
臨
の
認
可
樺
が

留
保
さ
れ
る
場
合
の
多
い
現
行
法
制
で
は
、
こ
の
要
素
を
具
備
し
て
ゐ
た
い
尚
一
心
y
h
J
。
佐
々
木
博
士
は
自
治
を
以
て
園
家
の
下
に
在



み
圏
瞳
が
そ
の
存
立
目
的
と
し
て
自
己
の
名
に
於
て
そ
の
閣
盟
に
関
し
て
閤
家
よ
り
委
任
さ
れ
た
る
作
用
を
行
ふ
こ
と
と
解
さ
れ
る
。

存
立
目
的
と
し
て
園
家
よ
り
委
任
さ
れ
た
る
作
用
と
は
、
地
方
圏
僅
に
於
い
て
は
所
謂
固
有
事
務
で
あ
っ
て
自
己
の
名
に
於
い
て
行
ふ

も
の
で
あ
る
(
融
対
抗
γ
同
一
都
市
川
一
時
摘
J

。

こ
れ
に
つ
き
渡
蓬
博
士
に
よ
れ
ば
、
或
程
度
に
圏
家
意
思
か
ら
濁
立
し
て
行
は
れ
る
こ
と
、
部
ち

そ
の
貫
現
す
べ
き
公
益
は
一
般
闘
家
的
見
地
に
於
け
る
公
盆
と
矛
盾
背
馳
す
る
を
得
ざ
る
も
た
ほ
こ
れ
と
は
異
る
特
殊
圏
樫
的
見
地
に

於
け
る
公
益
な
る
こ
と
を
要
し
、
従
っ
て
そ
の
行
政
に
於
け
る
公
益
判
断
は
閣
の
行
政
機
関
の
指
却
に
依
っ
て
左
右
さ
る
べ
き
も
の
に

非
ざ
る
こ
と
を
い
ふ
の
で
あ
る
ο

こ
の
こ
と
は
法
の
根
擦
を
要
す
る
こ
と
と
共
に
、
自
治
行
政
に
劃
す
る
監
替
が
閣
の
行
政
組
織
の
内

部
に
於
け
る
機
関
監
督
と
異
る
所
以
で
あ
る
(
M
t
r
m一
当
地
刊
号
。

要
す
る
に
法
律
的
意
義
の
自
治
が
公
共
圏
樫
に
よ
る
行
政
な
る
以
上

園
家
と
は
濁
立
の
意
思
機
関
に
上
り
且
つ
猫
立
の
利
盆
に
基
づ
い
て
行
は
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
猫
立
の
利
益
は
地
方
圏
憧
に
あ
っ
て
は

固
有
事
務
の
範
聞
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
第
一
に
、
地
方
圏
僅
が
そ
の
一
般
の
槽
能
に
基
づ
い
て
首
然
に
行
ひ
得
べ
く
特
別
の
法
律
規

定
を
侠
た
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
第
二
に
こ
れ
に
艶
す
る
監
督
は
機
関
監
督
の
如
き
強
力
な
も
の
た
り
得
た
い
。
こ
れ
等
の
問
題
を
検
討

す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

た
ほ
地
方
圏
樫
の
自
治
構
は
共
盤
的
に
特
定
さ
れ
た
内
容
を
有
せ
ず
.
従
っ
て
擢
利
と
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
訟
的
能
力
。

2
F
E
o
z

同
廿
炉
何
回
目
的
財
叩
一
昨
〉

で
あ
り
(
許
可
制
イ
鍔

h
H一
ヨ
山
内
1
h
f
時同君

E).
そ
れ
は
官
治
行
政
又
は
地
方
圏
僅
の
委
任
事
務
に
劃
す
る
そ
の
固
有
事

務
の
範
固
又
は
存
否
の
問
題
に
他
な
ら
な
い
。
固
有
事
務
と
委
任
事
務
の
直
別
は
理
論
上
は
特
別
地
方
圏
僅
(
鰍
主
猷
)
に
つ
い
て
も
考

へ
ら
れ
る
が
、
そ
の
固
有
事
務
は
普
通
地
方
圏
盟
の
場
合
と
兵
り
そ
の
範
園
、
内
容
が
比
較
的
に
明
瞭
で
あ
り
、
叉
市
町
村
の
委
任
事

務
の
み
を
存
立
目
的
と
す
る
町
村
皐
校
組
合
、
率
直
の
如
き
は
普
通
地
方
圏
慢
が
そ
の
義
務
を
充
す
震
に
設
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら

地
方
自
治
の
意
義

(
向
上
)

ヨ王
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五
回

そ
の
固
有
事
務
に
劃
し
て
は
恰
も
普
通
地
方
図
憾
の
委
任
事
務
に
到
す
る
と
同
様
の
監
督
が
加
へ
ら
れ
る
の
は
い
ふ
迄
も
な
い
。
故
に

本
稿
で
は
主
と
し
て
普
通
地
方
圏
樫
に
つ
い
て
固
有
事
務
と
委
任
事
務
の
直
別
を
論
ず
る
に
止
め
る
。

ー-

我
が
園
最
初
の
市
制
町
村
制
(
特
輪
一
一
日
「
)
に
よ
れ
ば
、
市
町
村
は
原
則
と
し
て
従
来
の
直
域
に
よ
り
、
こ
れ
に
法
人
格
を
認
め
そ
の
公

共
事
務
は
官
の
監
督
を
受
け
自
ら
庭
理
す
べ
き
も
の
と
規
定
さ
れ
る
(
一
一
一
鰍
)
。
そ
れ
は
一
は
隣
保
圏
結
の
奮
慣
を
存
宣
し
て
こ
れ
を
横
長

し
都
市
及
び
町
村
の
棒
義
を
保
護
し
て
地
方
共
同
の
利
益
を
登
謹
せ
し
め
臣
民
の
幸
一
耐
を
増
進
す
る
も
の
で
あ
り
(
和
)
、
同
時
に
一
は
闘

家
の
基
礎
を
輩
固
に
し
、
人
民
を
し
て
園
事
に
任
ず
る
賀
力
を
養
成
し
将
来
立
憲
の
制
の
基
礎
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
(
伽
瑚
師
IJ。

官
時
の
匡
町
村
は
不
完
全
た
る
自
治
値
で
あ
り
郡
及
び
府
鯨
は
主
と
し
て
行
政
匝
割
に
止
ま
っ
た
が
.
こ
の
法
律
を
以
て
市
町
村
が
完

会
た
る
自
治
盟
と
な
っ
た
。
徳
川
時
代
の
五
人
組
制
度
・
財
産
楼
の
主
韓
た
る
村
及
び
そ
の
機
関
た
る
庄
屋
、
名
主
の
如
き
自
治
制
度

が
明
治
維
新
の
中
央
集
擢
に
よ
り
一
日
一
全
く
官
治
行
政
に
費
じ
更
に
再
び
市
制
町
村
制
に
よ
っ
て
円
治
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
恰
も

調
逸
に
於
て
中
世
都
市
の
自
治
槽
が
近
世
の
中
央
集
権
的
園
家
の
下
に
大
に
抑
麿
せ
ら
れ
た
後
宮
己
目
の
市
制
心
似
0
)

に
よ
り
同
復

さ
れ
た
の
と
軌
を
一
に
す
る
。
従
っ
て
我
が
地
方
自
治
制
を
論
ず
る
に
先
だ
ち
諸
問
の
自
治
権
の
護
展
消
長
を
一
瞥
し
よ
う
。

英
闘
の

mm同
時

'm

円。4
m
B
B
Sけ

の
護
連
は
ノ
ル
マ
ン
王
朝
が
そ
の
以
前
に
存
し
た
る
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
向
治
制
度
と
安
協
し
た

こ
と
に
特
色
が
あ
る
。
こ
の
王
朝
は
営
初
よ
り
英
闘
に
於
け
る
封
建
制
の
護
達
を
阻
止
し
中
央
集
権
を
企
て
た
が
.
ノ
ル
マ
ン
の
要
素

は
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
法
制
を
破
壊
す
る
力
な
か
り
し
の
み
た
ら
ず
、
封
建
制
を
阻
止
す
る
に
は
こ
れ
を
維
持
す
る
他
な
か
っ
た
の



で
従
来
の
自
治
制
度
を
存
置
し
て
こ
れ
を
新
王
朝
の
理
念
に
よ
っ
て
生
か
し
め
ん
と
し
、
従
来
の
州
全
芭
叶
乙
印
ち

gβEMN
iJま
濁

逸
に
於
い
て
封
建
制
度
に
登
展
せ
る
と
異
り
こ
こ
に
園
王
の
任
命
す
る
岳
m
口
止
を
置
き
裁
判
、
軍
政
の
他
行
政
全
般
殊
に
警
察
擢
を

認
め
た
。
就
中
こ
の
警
察
権
が
濫
用
さ
れ
た
こ
と
は
自
由
犬
憲
章
以
後
の
中
4
へ
と
地
方
と
の
劃
立
を
生
じ
、
途
に

E
P
E忠円
3
0け

の

エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
の
改
革
に
よ
り
し
「
戸
田
件
付
。
え
匂

2
8
の
制
度
が
認
め
ら
れ
た
。
治
安
判
事
は
直
接
叉
は
間
接
に
中
央
政
府
の
任
命

す
る
と
こ
る
で
あ
る
が
‘
地
方
の
富
有
な
る
階
級
中
よ
り
任
命
さ
れ
る
名
春
職
で
あ
る
。
そ
れ
は
園
王
の
委
任
に
よ
り
裁
判
事
務
を
扱

び
又
警
察
事
務
衛
生
事
務
等
を
も
管
轄
す
る
。
か
く
て
一
度
官
治
行
政
化
せ
ん
と
し
た
地
方
自
治
は
再
び
警
察
作
用
、
民
兵
事
務
及
び

課
税
作
用
に
ま
で
も
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
共
に
(
括
九
時
時
引
持
制

1
5
0
3
2
F
)、
名
嗣
昨
日
職
に
よ
る
裁
判
権
の
行
使
を
中
心
と
し
て

行
政
事
務
が
庭
理
さ
れ
た
こ
と
は
裁
判
事
務
従
っ
て
叉
園
家
事
務
と
地
方
行
政
事
務
と
の
区
別
を
極
め
て
不
明
瞭
た
ら
し
め
る
の
で
あ

る
(
町
時
間
祝
日
r
昨日

rmdgH

一
種
の
園
家
行
政
で
あ
っ
て
、
首
該
地
方
圏
僅
の
租
税
を
以
て
執
行
し
侍
る
範
囲
な
る
こ
と
と
名
春
職
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
こ
と
が
そ

の
特
色
で
あ
る
(
勾
叫
・
J
h
p・
)
。
こ
の
拳
誌
は
自
然
法
的
立
場
よ
り
地
方
自
治
を
規
定
す
る
官
官
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
第
一

O
五
僚
の
反
動
と

し
て
前
世
紀
後
今
の
猫
逸
に
影
響
を
興
へ
た
。
す
た
は
ち
地
方
圏
慢
に
固
有
の
自
治
植
を
否
認
し
そ
の
事
務
は
す
べ
て
園
家
の
委
託
に

よ
る
と
す
る
準
設
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
は
地
方
圏
僅
の
法
人
格
及
び
そ
の
組
織
、
樺
能
が
専
ら
闘
の
法
律
を
以
て
規
定
さ
れ
充
右
さ

れ
る
こ
と
を
認
め
、
地
方
自
治
の
特
色
を
そ
の
主
憧
が
闘
家
と
具
る
地
方
圏
慢
な
る
組
織
法
的
性
質
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
例
へ
ば

回
。
E
H
H
P
げ
は
法
人
と
し
て
の
地
方
圏
憧
の
存
在
は
岡
家
が
欲
す
る
こ
と
に
よ
り
且
そ
の
限
度
で
認
め
ら
れ
る
も
の
に
遁
ぎ
ず
、
そ
の

行
政
は
闘
の
事
務
の
執
行
で
あ
り
地
方
圏
惜
の
機
闘
が
地
方
圏
憧
の
負
捨
に
於
い
て
執
行
す
る
こ
と
に
官
治
行
政
と
の
差
具
を
求
め
る

地
方
自
治
の
意
義

(
岡
上
)

一
一
五
五



東
京
商
科
大
酎
学
研
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法
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研
究
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四
務

二
五
六

(
刊
号
法
可
。
同
町
一
J

品
川

m
h
i
)。
H
b
g
H目
的
に
よ
れ
ば
地
方
圏
慢
は
す
べ
て
園
白
機
関
で
あ
り
、
そ
の
職
務
は
闘
の
法
律
に
よ
っ
て
履
行

す
べ
き
閣
の
事
務
で
あ
る
か
ら
‘

地
方
圏
慌
の
固
有
事
務
と
委
任
事
務
と
の
直
別
は
な
い
(
初
日
刊
誌
F-器
時
間
目
立
。

2
5
)。
そ
れ
は

正
に
、
君
主
に
上
り
地
方
圏
慢
の
理
事
者
が
任
命
さ
れ
そ
の
職
務
が
直
接
に
園
家
よ
り
委
託
せ
ら
れ
、
従
っ
て
自
治
行
政
に
闘
し
で
も

闘
王
に
劃
し
て
責
任
あ
る
英
岡
制
度
の
特
色
を
示
す
も
の
と
い
は
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ

Q
A
-
d誠一一
P
)
。

併
闘
の
自
治
制
度
は
首
初
は
濁
逸
と
同
様
に
、
封
建
時
代
に
有
力
な
る
北
部
都
市
が
十
二
世
紀
頃
か
ら
園
家
と
の
契
約
(
の

PRZι

を
以
て
自
治
権
を
付
興
さ
れ
た
が
、
悌
悶
の
国
家
思
怨
は
比
較
的
に
強
く
殊
に
闘
家
の
財
政
難
に
よ
る
賓
官
は
闘
と
都
市
と
の
闘
係
を

共
第
に
私
法
的
な
も
の
に
堕
し
た
。
然
る
に

]rHOESρ
丘
町
ロ
の
樺
力
分
立
論
が
闘
民
主
権
の
下
に
主
張
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
専
制
嗣

家
に
抑
堕
さ
れ
た
地
方
自
治
に
生
命
を
興
へ
こ
れ
を
園
家
に
協
力
せ
し
め
ん
と
す
る
に
至
っ
た
。
〕

-
F
Zロ門出血

w
k
J

門
的
叩
ロ
由
。
ロ
は
地
方
圏

慢
に
合
議
機
関
を
置
き
内
政
財
政
の
如
き
肖
己
の
事
務
を
底
理
し
叉
或
程
度
の
行
免
能
力
を
認
め
ら
る
べ
き
樺
利
あ
り
と
し
‘
更
に

、H
，
号
向
。
件
は
金
園
を

勺
叶
。

J1HHHOO印

に
更
に
こ
れ
を

g
B
H
H
5
5丘
小

m
w
-
H
H
s
i
-
-
p
m
g
に
分
け
、
こ
れ
に

B
ロ
ロ
片
山
市
丘
伊
丹
小
を
置

き
そ
の
代
議
舎
に
は
内
政
及
び
税
政
が
委
任
さ
る
べ
き
も
の
と
し
た
。
こ
の
理
論
は
直
に
は
貫
現
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

一
七
八
九
年
園

民
議
舎
で
問
題
と
な
っ
た
。
市
町
村
に
立
法
司
法
行
政
の
三
樺
を
付
奥
す
る
こ
と
が
伸
闘
を
し
て
米
闘
の
如
き
聯
邦
制
た
ら
し
む
る
虞

あ
り
と
し
て
、
同
年
九
月
廿
九
日
、
吋
F
O戸
叶
立

の
草
案
は
市
町
村
を
闘
の
行
政
直
劃
と
し
た
が
、
た
ほ
彼
の
答
時
間
に
よ
れ
ば
、
地
方
圏

憶
は
そ
の
私
的
事
務
を
包
括
す
る
固
有
の
範
囲
を
有
し
、
こ
の
固
有
事
務
は
立
法
及
び
執
行
の
性
質
を
具
へ
常
に
地
方
圏
憧
の
機
関
に

よ
る
の
で
あ
る
(
民
日
目

V回
目
白
日
。
立
話
。

E40ロ
)

U

こ
の
最
後
の
離
は

E吋

2
H
M
O
P
E品
。
片

と
同
一
の
思
想
で
樺
力
分
立
に
従

ひ
第
四
権
力
と
し
て
の

]
E
Z
4
0
片
目
ロ
ロ
在
宮
戸

を
主
張
す
る
如
く
見
え
る
。
国
よ
り
一
方
に
は
市
町
村
を
行
政
匝
劃
た
り
と
す
る
闘



民
主
樺
の
主
張
が
あ
り
、
そ
の
調
和
が
同
年
十
二
月
十
四
日
の
法
律
第
四
九
僚
に
於
け
る
市
町
村
の
固
有
事
務
と
委
任
事
務
の
直
別
で

一
不
さ
れ
た
(
獣
一
雄
一
一
時
制
1
4
附
一
語
、
ふ
融
)
。

け
れ
ど
も
か
か
る
自
然
法
的
思
想
は
悌
民
族
停
統
の
園
民
主
権
の
思
想
と
異
る
も
の
で
あ
り
・

従
っ
て
一
七
九
三
年
憲
法
第
一
章
は
園
民
主
権
を
明
か
に
し
迭
に
日
♀

P
H
N
∞
UEJ15目
白

P
ロ
ぐ
H
H
H

は
牒
に
官
吏
た
る
知
事
を
置
き

市
町
村
長
を
巌
重
に
監
督
せ
し
む
る
に
至
り
、
再
び
地
方
自
治
は
抑
摩
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ

m口
E-NO(月。引
4
4
.
A
d
.由

gHROE-)

が
悌
園
に
於
い
て
は
園
家
と
個
人
の
み
が
擢
利
を
有
し
.
そ
の
中
聞
に
介
在
す
る
す
べ
て
は
何
時
に
で
も
自
由
に
費
更
さ
る
べ
き
行
政

機
構
に
過
ぎ
ず
と
い
っ
た
所
以
で
あ
る
日
d
d
J内
向
)
。

白
闘
の

E
Pロ仏
m
E
及
び

H
W
E
σ
p
口
白
地
方
で
は
夙
に
都
市
よ
り
も
寧
ろ
州
を
中
心
と
し
て
自
治
が
認
め
ら
れ
、
回
日
間
川
β
ロ
白
の
支

配
下
に
、
数
舎
貴
族
及
び
都
市
の
代
表
者
よ
り
成
る
機
関
を
有
す
る
。

一
八
三
一
年
の
白
岡
憲
法
は
立
法
槽
‘
執
行
擢
及
び
裁
判
権
と

相
並
ん
で
第
三
一
僚
に
専
ら
地
方
圏
憧
の
利
益
に
闘
す
る
事
務
が

g
g叩

広
田

g
B
Bロロ
P
C
M
O
H
H
H
U
B
i
s
-
P
R
に
よ
り
議
決
さ
る

ベ
き
U
H
を
規
定
し
、
更
に
第
一

O
八
僚
で
地
方
圏
慢
の
基
礎
法
で
は
そ
の
機
関
の
直
接
選
挙
、
地
方
議
舎
の
議
事
公
開
、
設
算
及
び
決

算
の
公
表
等
を
規
定
す
る
。
一
一
一
樺
に
劃
し
て
第
四
の
権
力
た
る

H
M
O

ロ
4
0
昨
日
)
吋
む
三
ロ
ロ
{
己

2
8
5
8ロ
ロ
巳
を
認
め
た
こ
と
は
悌
闘
の

官

民

寸
O
片
言
ロ
ロ
笠
宮
】
の
無
批
判
的
な
繕
受
で
あ
る
が
、
地
方
圏
憧
の
内
部
的
組
織
に
於
け
る
樺
力
分
立
制
は
悌
法
と
異
り
白
園
固
有

の
歴
史
的
沿
革
に
よ
る
(
m
d
d
J日
;
・
)
。
悌
闘
の
自
治
樺
の
理
論
は
白
闘
に
於
い
て
歴
史
的
背
景
を
典
へ
ら
れ
、
こ
れ
が
濁
逸
の
立
憲

理
論
に
於
け
る
自
然
法
設
に
よ
っ
て
基
本
構
に
な
っ
た
。
出
向
。
立

2H円
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
園
家
は
地
方
圏
慢
の
結
合
よ
り
成
り
こ
れ
よ

り
権
利
を
取
得
せ
る
も
の
で
、
地
方
圏
僅
は
園
家
の
創
造
に
よ
ら
ず
、
固
有
の
政
治
的
共
同
生
活
を
有
し
、
従
っ
て
そ
の
代
表
者
の
選

邸
中
、
公
民
の
資
格
付
奥
、
財
産
管
理
、
地
方
警
察
及
び
課
税
樺
は
圏
家
よ
り
猫
立
の
自
治
擢
に
属
す
る
最
重
要
な
る
機
能
で
あ
る

地
方
自
治
の
意
義

(
同
上
)

二
五
七



東
京
商
科
大
暴
研
究
年
報

法
第
研
究

第
四
波

二
五
八

(
吋
諮
問
・
h
J
q
h
d
H
f
時
i
M
l昭
一
時
一
時
間
I一
v
h
J
。
か
か
る
曲
学
訟
は
一
八
四
八
年
乃
至
五

O
年
の
濁
逸
の
立
法
に
影
響
を
興
へ
、

四
八
年
普
悶

憲
法
第
一

C
四
僚
、

四
九
年
填
園
憲
法
第
三
三
僚
、
同
年
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
帝
園
憲
法
第
十
一
章
第
一
八
四
僚
等
は
何
れ
も
地
方
圏
樫

の
基
本
樺
を
規
定
す
る
~
引
が
一
r岡
山
田
町

U
H
F
-月
f
h日日間
P
1叩一一イ」
V1uhh)
。

碕
逸
中
世
に
於
い
て
地
方
農
民
が
領
主
の
支
配
に
服
し
封
建
制
の
下
に
あ
っ
た
の
に
劃
し
て
、
都
市
に
は
自
治
植
が
護
達
し
た
。
元

来
ロ

i
マ
思
想
は

d
q
H
Pロ
の
‘

ロ
ー
マ
の
こ
と
に
闘
す
る
誌
は
公
法
に
し
て
各
個
人
の
利
益
に
闘
す
る
訟
は
私
法
な
り
(
匂
ロ
σロ
2
2

吉
田
町
田
件
、

ρ
5仏
色
白

EEHHHH己
列
。

s
pロ
S
E
U
B
E
Y
-
z
p
z
s
ρ
g仏
包
田
町
長

HHEE自
己
臣
E
r
g
-
)
と
あ
る
如
く
、
都

市
圏
家
の
沿
革
に
よ
り
統
一
闘
家
の
観
念
で
あ
っ
て
、
園
家
の
外
に
は
特
別
の
公
樺
力
を
認
め
な
い
。
そ
れ
は
領
土
の
基
礎
に
よ
る
統

一
闘
で
あ
る
。
然
る
に
グ
ル
マ
ン
思
想
で
は
公
法
私
法
の
直
別
が
明
瞭
で
な
く
、
そ
れ
は
専
ら
種
族
に
蹄
局
す
る
闘
係
に
存
し
.
従
つ

て
人
的
性
格
で
領
土
的
性
格
は
な
い
(
持
四
四
日
明
日
山
町
民
日

d
b
3
1略
。
J
。

と
の
民
族
性
の
差
異
は
ゲ
ル
マ
ン
民
族
が
ロ

l

マ
帝
園
に
侵

入
せ
る
後
も
営
然
に
は
泊
減
せ
ず
、
た
だ
園
樺
が
紳
意
に
基
づ
く
と
す
る
思
想
は
ゲ
ル
マ
ン
の
貴
族
殊
に
園
王
が
紳
よ
り
出
づ
る
血
統

の
子
孫
と
す
る
俸
統
に
一
致
し
た
結
果
、
園
王
の
擢
カ
は
共
第
に
ロ

l

マ
法
の
思
想
の
影
響
を
受
け
て
民
樺
を
塵
迫
す
る
に
至
る
ω

カ

ロ
リ
ン
グ
ル
朝
の
の

E
Fロ
は
か
か
る
使
命
を
果
す
べ
き
筈
で
あ
っ
た
が
‘
封
建
制
度
の
護
濯
に
よ
り
民
擢
は
そ
の
人
的
性
格
を
失
つ

て
土
地
法
と
な
り
つ
つ
も
存
続
し
た
(
町
一
片
岡
匂
可
申
)
。
す
な
は
ち
園
王
の
樺
力
が
表
徴
し
て
.
大
た
る
私
有
地
を
領
す
る
者
が
そ
の
土
地

に
つ
き
の

E
同
の
行
ふ
べ
き
支
配
樺
を
行
使
す
る
に
至
り
、
自
由
農
民
の
人
的
要
素
に
よ
る
自
治
は
表
返
し
た
。
こ
れ
に
反
し
て
都
市

で
は
市
民
の
圏
樫
が
共
第
に
そ
の
固
有
権
限
を
地
主
叉
は
貴
族
の
支
配
的
権
力
に
劃
抗
せ
し
め
、
都
市
行
政
よ
り

m
E山
岳
刊
誌
の
樺
カ

を
駆
逐
せ
ん
と
努
め
た
(
終
日
制
品
目
時
間
見
錯
誤
吋
)
。

】

VHOCE由

の
い
ふ
如
く
封
建
制
度
の
珪
建
は
村
の
自
治
を
阻
止
し
‘
反
割
に
都



市
の
自
治
を
助
長
す
る
。
封
建
制
度
の
下
で
公
樺
力
が
代
償
的
可
譲
的
権
利
と
な
り
、
こ
れ
が
都
市
の
経
梼
的
優
勢
を
政
治
的
権
能
に

交
換
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
都
市
の
自
治
的
事
務
に
は
警
察
事
務
.
課
税
、
商
工
業
、
軍
事
、
裁
判
等
の
事
務
が

あ
っ
た
(
諸
氏
出
向

d
J
1
3
0
こ
れ
等
の
自
由
都
市
ず
な
は
ち

rnE∞E
F
C
E
E
P
は
第
十
四
世
紀
以
来
互
含
宮
内

又
は

H
A
P
白
血
宮
内
の
表
決
構
を
有
し
、
殆
ん

E
岡
家
内
の
園
家
た
る
存
在
と
な
っ
た
f

均
J
r
l
d
p
J
h

・
0
E・)。

こ
の
趨
勢
は
都
市
機
闘
の

世
襲
化
に
よ
る
腐
肢
と
諸
侯
の
警
察
闘
家
的
権
力
に
よ
る
干
渉
と
に
よ
っ
て
阻
害
せ
ら
れ
、

一
七
九
四
年
の

読
ま
|
見
∞

3
ロロ

三
件
己
∞
K
H
F
H
P
に
よ
れ
ば
、
都
市
は
ゆ
吋
守
口
町
内
お
吋
件
。
開
。

4
2
E円
。
ロ
巾
ロ
と
構
し
、
闘
家
は
そ
の
目
的
を
達
す
る
震
に
こ
れ
に
特
槽

を
付
興
す
る
こ
と
あ
る
も
、
そ
の
本
質
は
私
法
上
の
圏
瞳
に
過
ぎ
ぬ
も
の
と
解
す
る
公
言

-Y
旨
P
M
阿
佐
可
旦
は
園
王
の
任
命
叉
は
選
奉

に
よ
る
が
、
そ
の
行
政
は
園
の
巌
重
な
監
督
に
服
し
傑
例
の
制
定
、
租
税
の
徴
牧
、
財
産
の
底
分
等
は
闘
の
許
可
を
要
し
た
。

濁
迭
の
都
市
の
自
治
を
近
代
的
基
礎
の
上
に
再
現
し
た
の
は
一
八

O
八
年
の

2
0宮
市
制
で
あ
る

(mhhynhp~rJ40)。
こ
の
市

制
が
町
村
の
白
治
に
及
ば
ず
、
叉
裁
判
樺
及
び
警
察
楼
を
仮
令
市
参
事
舎
に
劃
す
る
委
任
事
務
の
形
式
に
せ
よ
存
績
せ
し
め
(
明
日
山
村
山
村
・

ぬ
m
h
~
日目い出…日日
h

一一…
p
h刊誌
M
1
4
7
p
d
m
v
f
m
g
話
回
主
口
出
向
)
住
民
に
つ
き
市
公
民
と
公
民
樺
た
き
者
と
を
直
別
し
(
一
一
一
-
P
)

園
の
監
督
権
を
制

限
し
て
監
視
樺
‘
訴
願
の
裁
決
樺
、
市
参
事
合
員
選
血
中
及
び
僚
例
の
認
可
樺
(
ご
・
)
に
止
め
、
殊
に
財
政
に
闘
し
て
は
支
出
表
の
技
卒

書
及
び
公
表
せ
る
支
出
の
検
査
の
如
き
に
制
限
せ
る
こ
と
(
日
f
H内心部一同!日∞

1
5
2
2同

S
E
E
Sま
EO)
は
正
に
中
世
調
逸
都
市
の
制

度
の
復
活
で
あ
る
(
持
凶
器
)
品
・
。
・

3
。
け
れ
ど
も
他
方
に
於
い
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
操
閥
さ
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
王
闘
を
再
建
す
る
震
に

人
民
を
し
て
公
共
行
政
に
参
加
せ
し
め
、
都
市
の
自
治
を
以
て
園
家
組
織
の
基
礎
た
ら
し
め
ん
と
せ
る
目
的
は
明
か
で
.
殊
に
市
参
事

舎
に
委
任
事
務
を
認
め
た
結
果
は
こ
れ
を
一
般
地
方
行
政
に
つ
い
て
も
動
も
す
れ
ば
園
の
機
闘
監
督
に
服
せ
し
む
る
虞
を
生
じ
た
。
こ

地
方
自
治
の
意
義

ハ
同
上
)

豆王

九
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O

の
黙
で
は
こ
の
市
制
は
の
庁
長
。
の
指
摘
す
る
如
く
、
単
な
る
復
古
で
は
な
く
都
市
に
園
家
と
本
質
を
異
に
す
る
地
方
圏
憧
の
地
位
を

認
め
る
も
の
で
あ
る
(ω
一4
4

J

1

2

・
)
。
宮
町
宮
市
制
の
一
不
す
協
同
樫
の
思
想
は
そ
の
後
の
地
方
自
治
制
を
し
て
悌
闘
に
於
け
る
が
如
き
自

治
の
否
認
に
陪
ら
し
め
な
か
っ
た
が
、
閣
の
構
成
要
素
と
し
て
の
市
の
地
位
は
そ
の
後
の
中
央
集
権
の
趨
勢
に
よ
り
再
び
闘
の
強
大
な

監
督
樺
に
服
せ
し
め
ら
れ
、
誌
に
一
八
一
一
一
一
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
修
正
市
制
で
も
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
ο

た
だ
七
月
革
命
及
び
二
月
革
命

に
よ
っ
て
伸
園
及
び
白
園
の
自
治
権
の
制
度
の
影
響
を
受
け
て
一
時
地
方
向
治
が
強
調
さ
れ
た
が
、
再
び
第
十
九
世
紀
後
半
に
殊
に
英

閣
の
自
治
思
想
の
輸
入
と
相
侠
っ
て
園
の
監
替
穫
が
強
化
さ
れ
、
地
方
圏
馳
胞
の
濁
立
は
相
封
的
な
も
の
と
な
る
。

上
越
の
如
く
我
が
法
制
は
地
方
図
瞳
の
法
人
格
を
認
め
、
且
っ
そ
の
固
有
事
務
を
規
定
す
る
か
ら
・
英
闘
向
治
制
度
及
び
そ
の
影
響

の
下
に
自
治
事
務
を
悉
く
園
家
の
委
任
せ
る
も
の
と
す
る
皐
説
は
こ
れ
を
採
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
市
し
て
地
方
圏
惜
の
自
治
樺
を
認

め
る
聞
学
説
は
二
種
類
に
大
別
さ
れ
る
。

一
は
中
世
の
歴
史
的
事
実
に
基
づ
き
、
地
方
圏
樫
の
自
治
擦
は
こ
れ
に
固
有
の
も
の
で
園
家
は

こ
れ
を
承
認
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
と
す
る
準
設
で
あ
り
.

一
は
地
方
圏
樫
の
自
治
構
が
園
家
よ
り
付
奥
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
、

し
か
も
或
程
度
に
園
家
意
思
よ
り
猫
立
し
地
方
圏
慢
の
特
殊
利
益
に
関
し
て
行
は
る
る
も
の
と
す
る
拳
詮
で
あ
る
。
そ
れ
は
空
白
山
口
市

制
に
於
い
て
も
明
ら
か
に
一
不
さ
れ
る
こ
傾
向
で
.
問
者
は
相
互
に
関
聯
し
相
罰
的
に
直
則
さ
れ
る
の
に
過
ぎ
な
い
が
、
な
ほ
一
底
こ
れ

を
劃
照
せ
し
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
前
者
と
雛
も
地
方
圏
煙
の
調
立
を
個
人
の
自
由
樺
の
如
く
蛍
然
に
自
然
法
的
に
基
礎
付
け
る
も
の

と
は
限
ら
れ
ず
、
寧
ろ
こ
れ
を
以
て
闘
家
と
個
人
と
の
艶
立
を
止
揚
し
て
健
全
な
囲
家
の
基
礎
を
典
へ
る
震
に
必
要
た
り
と
考
へ
る
の

で
あ
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
地
方
自
治
に
一
定
の
内
零
を
認
め
闘
家
と
雄
も
濫
に
こ
れ
を
侵
す
べ
か
ら
ず
と
す
る
こ
と
に
特
色
が
あ
る
。

後
者
も
亦
地
方
圏
樫
の
事
務
に
固
有
事
務
と
委
任
事
務
と
を
直
別
す
る
け
れ
ど
も
‘
そ
の
限
界
は
闘
の
法
律
が
創
造
し
且
つ
左
右
す
る



賓
誰
法
的
な
も
の
で
固
有
事
務
の
範
閏
は
相
劃
的
に
決
定
さ
れ
る
の
み
と
解
す
る
。
我
が
法
制
の
解
揮
に
営
っ
て
こ
の
何
れ
の
曲
学
説
を

採
る
べ
き
か
を
、
共
に
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

現
行
市
制
第
二
僚
に

H
く
、
「
市
ハ
法
人
ト
ス
官
ノ
監
傍
ヲ
承
ケ
法
令
ノ
範
園
内
ニ
於
テ
其
ノ
公
共
事
務
誼
従
来
法
令
又
ハ
慣
例
-
一

依
リ
及
将
来
法
律
勅
令
-
一
依
リ
市
一
一
層
ス
ル
事
務
ヲ
庭
理
ス
」
。

町
村
制
第
二
傑
及
び
府
牒
制
第
二
僚
の
規
定
亦
同
様
で
あ
る
。
こ
こ

に
所
謂
其
の
公
共
事
務
が
地
方
圏
樫
の
固
有
事
務
(
叩
仲
間

S
2
J
4片
付
ロ
ロ
宮
可
色
白
〉

を
意
味
す
る
こ
と
は
い
ふ
迄
も
な
い
。
金
園
的
な

利
害
関
係
あ
る
事
務
は
特
別
の
法
令
に
基
づ
き
地
方
圏
煙
の
委
任
事
務
た
る
他
は
闘
の
事
務
と
し
て
庖
理
さ
れ
る
の
に
反
し
て
、
主
と

し
て
蛍
該
地
域
の
公
共
の
利
益
に
闘
す
る
事
務
は
特
別
の
規
定
を
侠
た
ず
し
て
そ
の
地
方
圏
樫
の
権
能
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
闘
し
て
第
一
に
問
題
た
る
は
.
こ
の
固
有
事
務
の
範
囲
が
法
令
に
よ
り
自
由
に
減
縮
す
る
を
得
べ
き
も
の
な
り
や
殊
に
こ
れ

を
否
認
す
る
こ
と
も
可
能
な
り
や
の
問
題
で
あ
る
。
先
づ
市
制
第
二
僚
に
「
、
法
令
ノ
範
問
内
-
一
於
テ
」
と
あ
る
の
は
命
令
を
以
て
自
治

樺
を
制
限
す
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
は
な
く
・
公
共
事
務
の
底
理
に
つ
い
て
も
一
般
法
令
の
規
定
に
従
ふ
べ
き
営
然
の
法
理
を
一
不
す

に
過
ぎ
ず
、
従
っ
て
法
律
が
規
定
す
る
自
治
の
樺
能
は
法
律
に
依
る
に
非
ざ
れ
ば
制
限
す
る
を
得
な
い
(
糊
特
許
4
3
Y
師
一
川
町
)
。
市
し
て

地
方
圏
煙
の
自
治
樺
が
貫
詮
法
を
以
て
闘
家
よ
り
委
託
さ
れ
た
る
も
の
と
す
れ
ば
、
法
律
を
以
て
如
何
な
る
制
限
を
も
加
ふ
る
を
得
ベ

く
、
固
有
事
務
と
委
任
事
務
と
の
絶
調
的
差
別
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
宇
賀
田
教
授
は
こ
の
立
場
を
採
り
、
し
か
も
な
ほ
「
か
く
の
如
く

解
躍
す
る
こ
と
が
自
治
の
た
め
に
甚
だ
無
力
な
り
と
す
れ
ば
、
寧
ろ
向
然
法
識
に
還
っ
て
地
方
圏
檀
の
本
質
を
吟
味
す
べ
き
で
な
か
ら

地
方
自
治
の
意
義

(
岡
土
U

-，-ノ、
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一一六

ラ
か
」
と
疑
問
を
残
し
て
ゐ
る
(
齢
4
4
闘
い

A

蹴
)
。
け
れ
ど
も
地
方
自
治
制
が
我
が
憲
法
の
一
不
す
中
央
集
権
主
義
の
重
弐
な
る
例
外
た
る
は
明

か
で
あ
る
。
我
が
自
治
制
は
憲
法
賞
施
以
前
の
法
律
に
よ
り
規
定
せ
ら
れ
、
従
っ
て
憲
法
第
七
六
僚
に
よ
り
憲
法
の
下
に
受
納
さ
れ
た

が
、
包
括
的
た
課
税
擢
自
主
樺
そ
の
他
債
汎
な
る
公
行
政
を
底
理
す
る
権
能
は
単
純
な
る
法
律
の
委
任
を
以
て
は
説
明
が
出
来
な
い
。

換
戸
一
目
す
れ
ば
憲
法
規
定
の
例
外
は
憲
法
自
ら
定
む
べ
き
で
あ
る
か
ら
‘
地
方
自
治
の
基
礎
は
憲
法
が
暗
歎
に
承
認
す
る
と
こ
ろ
と
解
す

る
他
は
な
く
・
従
っ
て
調
逸
共
和
園
憲
法
第
一
二
七
僚
の
如
き
明
文
の
規
定
な
く
と
も
自
治
組
織
の
保
障

G
E
5
E芯
5
F
C
R
E
E

t
o
)
 
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
(
町
内
日

b
-時一
h
p
u
h
J
日
N
h
p
J
I一
明
日
目
岡
田
時
V
V山
i
m・h・
山
町
一
)
。
固
よ
り
法
律
を
以
て
地
方
自
治
を

制
限
す
る
を
得
る
も
そ
の
本
質
を
奪
ふ
こ
と
を
得
ず
と
す
る
こ
と
は
、
国
家
の
統
一
を
薄
弱
な
ら
し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
反
艶
に
奮

市
制
町
村
制
の
上
論
及
び
理
由
に
明
か
た
る
如
く
・
地
方
自
治
を
保
護
委
謹
す
る
こ
と
が
閤
家
の
基
礎
を
輩
固
な
ら
し
む
る
所
以
で
あ

る
。
猫
逸
に
於
い
て
も
夙
に

N
S
E
H芯
は
地
方
圏
樫
の
原
始
的
権
利
の
範
囲
(
。
ロ

m
H
E
B
河

2
E回
目
勺
『
骨

σ)
を
認
め
る
が
、
反
園

家
的
で
は
な
く
闘
家
の
監
督
権
の
下
に
こ
れ
を
健
全
な
る
園
家
の
基
礎
と
考
ふ
る
も
の
で
あ
り
(
刊
号
お
お
d
u
J
h
H
7肝

h
d日
持
?

諮
問
d
d
1
)
2
2
E
は
地
方
圏
樫
を
以
て
園
家
と
同
等
な
る
政
治
国
瞳
で
あ
り
闘
の
立
法
に
よ
ら
ず
国
有
の
人
格
あ
る
も
の
と
認
め

地
方
閏
樫
の
固
有
事
務
の
猫
立
を
特
に
強
調
し
て
委
任
事
務
を
そ
の
負
拾
に
他
な
ら
ず
と
解
す
る
が
、
こ
れ
を
以
て
中
険
都
市
に
於
け

る
如
き
闘
家
と
の
劃
立
を
固
執
す
る
も
の
と
は
考
ふ
る
を
得
た
い
お
り
J
3
C
W
M
-
m
r
J
M
品
。
同

d
訪
日
時
一
時
バ
ム
一
問
一
見
同

V.g・-)。
C
H
m
w
H山
内
申

に
従
ふ

H
J
・2
2
も
亦
岡
家
と
地
方
圏
僅
と
の
聞
に
観
念
的
直
別
な
し
と
し
て
固
有
事
務
と
委
任
事
務
の
匝
別
を
否
定
し
、
更
に
調
逸

共
和
園
憲
法
第
一
二
七
僚
を
以
て
困
家
に
謝
す
る
地
方
圏
耀
の
公
樺
を
規
定
す
る
も
の
と
解
し
、
地
方
圏
僅
に
闘
す
る
法
律
の
規
定
は

そ
の
固
有
の
擢
能
を
成
文
法
化
ぜ
る
の
み
で
権
能
の
委
任
に
非
ず
と
す
る
が
、
地
方
圏
憧
に
園
家
と
同
様
の
組
織
す
な
は
ち
代
議
政
治



を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
雨
者
の
二
元
的
封
立
を
同
避
す
る
均
読
♂
結
語
己
努
認
可
】
認
可

mE5ZEE-)。
蓋
し
こ
れ

壮
一
寸
の
準
設
は
園
の
結
封
な
る
中
央
集
擢
と
個
人
と
の
艶
立
を
調
停
す
る
震
に
、
両
者
の
中
間
に
或
程
度
の
潤
立
あ
り
固
有
の
生
活
目
的

あ
る
地
方
圏
僅
を
認
め
ん
と
す
る
所
謂
調
停
主
義
ハ
皆
目
寸

2
2
5
0
F円
目
白
身
、
丘
町
旨
)
を
含
む
か
，
ら
で
あ
る
長
岡
r
-
d
I四一
F
)
。

女
に
地
方
圏
憧
の
固
有
事
務
す
た
は
ち
公
共
事
務
の
範
囲
に
つ
い
て
は
.
我
が
法
制
の
解
理
上
若
干
の
問
題
が
あ
る
。

N
S
F
P江
戸

は
こ
れ
に
つ
い
て
自
主
棲

(]ロ曲目

EZOHHEwiEHHO口。
S
円2
2
F
C
公
民
権
の
付
興
及
び
吏
口
貝
の
任
命
に
闘
す
る
擢
、
財
産
管
理
及

び
課
税
樺
、
地
方
警
察
及
び
こ
れ
と
関
聯
す
る
裁
判
権
を
挙
げ
る
。
但
し
こ
こ
に
地
方
警
察

(
C
可
作
曲
宮
出
N
Z
〉
が
地
方
的
危
険
及
び
不

利
益
に
劃
す
る
保
安
警
察
の
他
に
市
場
取
引
、
道
路
、
聞
学
校
生
一
リ
に
関
し
て
地
方
的
幅
利
の
増
進
を
も

H
的
と
す
る
こ
と
は
い
ふ
迄
も
な

い
(
叩
J

押
」
一
印
九
.
F
)
。
更
に

}U55m
は
地
方
圏
樫
の
固
有
事
務
の
性
質
に
つ
き
、
佃
人
の
人
権
に
関
す
る

(
Y
守
口
宮
内
庁
の
理
論
及
び

調
漁
一
聯
邦
各
邦
の
固
有
の
統
治
擢
に
闘
す
る

FPσ
自色

の
理
論
を
援
用
す
る
(
口
。
許
認
な
母
語

i)。
こ
れ
等
の
聞
学
説
に
徴
す

れ
ば
.
恰
も
個
人
が
他
人
の
権
利
若
く
は
自
由
を
侵
犯
せ
ざ
る
限
り
原
則
と
し
て
自
由
に
自
己
の
利
益
を
保
持
し
貫
現
す
る
を
得
る
と

同
じ
く
.
地
方
圏
樫
も
亦
そ
の
匪
域
内
の
地
方
的
公
共
の
利
益
の
震
に
は
自
由
に
そ
の
事
務
を
虚
理
す
る
能
力
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

け
れ

E
も
第
一
に
匝
域
内
の
公
共
事
務
と
は
営
利
事
業
を
絶
割
に
排
斥
す
る
も
の
た
り
や
、
叉
直
域
外
に
て
地
方
圏
憧
は
そ
の
樺
能
を

行
使
す
る
を
得
ざ
る
か
が
問
題
で
あ
り
、
第
二
に
肖
由
に
底
理
す
る
こ
と
の
意
味
を
吟
味
す
る
こ
と
を
要
す
る
)

ω先
づ
地
方
的
公
共
事
務
が
警
察
を
含
ま
ざ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
伸
圏
及
び
そ
の
制

E

皮
の
影
響
を
蒙
む
る
南
濁
諸
邦
の
如
き
と

具
り
(
時
製
品
才
一
泊
昨
日
時
一
察
、
)
我
が
警
察
は
園
家
の
猫
占
す
る
事
務
で
あ
る
。
奮
市
制
(
鮎
問
)
町
村
制
(
献
九
)
に
は
法
律
命
令
に
よ
り
市
町
村
長

が
管
理
す
る
地
方
警
察
事
務
あ
る
回
日
を
規
定
す
る
が
、
そ
れ
は
委
任
事
務
な
る
の
み
な
ら
ず
.
殆
ん
ど
適
用
、
な
き
法
文
に
し
て
後
に
制

地
方
自
治
の
意
義

(
図
上
)

ー
ム
ノ、
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一
一
大
同

除
さ
れ
た
。
地
方
圏
樫
の
匝
域
外
に
於
け
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
長
に
劃
す
る
委
任
事
務
に
閲
し
て
道
路
法
第
一
五
僚
、
都
市

計
霊
法
施
行
令
第
一
僚
の
如
き
規
定
が
あ
る
が
、
固
有
事
務
に
つ
い
て
は
格
別
の
規
定
が
な
い
。
け
れ
ど
も
貯
水
池
‘
公
園
地
、
墓
地

軌
道
の
如
き
事
業
を
匝
域
外
に
て
経
営
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
が
匝
域
内
の
地
方
的
公
共
利
益
の
震
に
必
要
な
る
限
り
適
法
と
い
は
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
(
臨
時
吋
出
問
)
。
但
し
そ
の
地
元
市
町
村
の
自
治
樺
と
或
る
程
度
に
低
鰯
す
る
虞
が
あ
る
か
ら
.
時
胤
め
閥
係
市
町
村
の
聞
で
公

務
の
執
行
容
認
の
契
約
を
締
結
す
べ
き
も
の
で
あ
る
急
一
説
明
議
州
側
『
倣
一
郡
山
上
、
)
。

共
に
地
方
公
共
の
利
盆
の
潟
な
る
以
上
は
地
方
圏
憧

が
替
利
事
業
を
免
す
を
妨
げ
ず
、
叉
特
定
の
事
業
に
寄
附
又
は
補
助
を
震
す
こ
と
が
出
来
る
(
開
問
盟
三
均
十
僚
)
。
佐
々
木
博
士
は
市
町
村

民
直
接
の
利
益
の
免
な
る
か
、
或
は
地
方
圏
憧
存
立
の
維
持
に
必
要
に
し
て
且
つ
地
方
人
民
の
直
接
の
利
盆
を
害
せ
ざ
る
限
度
た
る
場

ム
口
に
営
利
事
業
を
認
め
ら
れ
る
が
(
齢
相
対
γ
号
、
後
の
場
合
は
牧
益
財
産
の
管
理
の
如
く
法
律
が
明
か
に
認
め
る
も
の
の
他
は
鴻
し
待
ざ

る
も
の
と
解
す
る
(
供
時
現
一
蹴
)
。

一
般
に
営
利
事
業
は
人
民
の
営
業
と
競
争
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
.
特
に
公
盆
の
必
要
あ
る
場
合
に
限

る
べ
き
は
い
ふ
迄
も
な
い
。
こ
れ
等
に
闘
し
て
判
例
は
最
初
は
泊
極
的
な
態
度
を
一
不
し
‘
例
へ
ば
漁
業
は
純
然
た
る
一
種
の
営
業
に
し

て
公
共
事
業
た
る
性
質
が
な
い
か
ら
町
村
の
震
し
待
ざ
る
と
こ
ろ
と
し
(
問
問
配
転
一
一
軒
…
t
J
.
叉
町
村
制
第
二
僚
に
所
謂
公
共
事
務
と
は

町
村
が
義
務
と
し
て
若
し
く
は
そ
の
公
益
上
行
は
ざ
る
を
得
ざ
る
事
務
を
指
稽
し
女
子
師
範
曲
学
校
敷
地
の
補
償
の
如
き
を
包
含
せ
ず
従

っ
て
町
村
が
該
補
償
費
を
町
村
挽
と
し
て
賦
課
せ
る
は
違
法
た
り
と
し
た
が
(
閥
的
転
僻
一
昨
…
色
、
最
近
の
判
例
は
こ
れ
を
改
め
、
市
町
村

が
静
岡
利
事
業
た
る
漁
業
擢
の
主
樫
た
り
得
べ
き
も
の
と
し
、
又
村
が
牒
道
敷
地
を
固
に
寄
附
し
温
泉
浴
場
の
庚
告
費
に
補
助
し
た
る
こ

と
を
適
法
と
し
、
た
だ
町
が
一
営
利
合
祉
に
補
助
契
約
を
結
ん
だ
こ
と
を
違
法
と
し
て
ゐ
る
(
時
錯
…
一
刊
誌
同
四
一

mm駈
r一一)。

ω固
有
事
務
は
地
方
圏
樫
が
こ
れ
を
特
別
の
規
定
を
侯
た
ず
自
由
に
底
理
す
る
能
力
が
あ
る
。
こ
こ
に
特
別
の
規
定
を
侯
た
ず
と
は



地
方
的
公
共
事
務
が
地
方
圏
慢
の
権
利
能
力
の
範
囲
に
属
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
具
瞳
的
に
は
圏
家
の
設
構
行

潟
を
侠
っ
て
初
め
て
錆
し
得
る
事
業
も
あ
る
。
例
へ
ば
軌
道
、
電
話
事
業
、
瓦
斯
事
業
、
自
動
車
運
輸
事
業
の
如
し
。
電
気
事
業
法
施

仔
規
則
第
一
係
、
地
方
鶴
道
法
施
行
規
則
第
三
保
等
は
地
方
圏
憧
が
こ
れ
等
の
事
業
を
経
営
す
る
場
合
に
も
一
般
私
人
よ
る
場
合
と
同

様
に
特
許
を
要
す
る
も
の
と
規
定
す
る
が
、
そ
れ
は
こ
れ
等
の
事
業
が
地
方
圏
樫
の
固
有
事
務
に
属
す
る
か
ら
で
あ
っ
て
.
然
ら
ざ
れ

ば
法
律
の
明
文
を
以
て
委
任
せ
ざ
る
事
業
を
こ
れ
等
の
省
令
に
よ
り
委
任
す
る
こ
と
は
無
殻
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
事
業
を
経
営
す
る
に

嘗
つ
て
は
市
制
町
村
制
等
の
監
督
の
他
に
特
許
企
業
に
謝
す
る
特
別
監
督
に
服
す
る
が
、
そ
れ
は
固
有
事
務
た
る
こ
と
と
矛
盾
し
た
い
。

共
に
水
道
の
布
設
(
球
世
鰍
例
)
下
水
道
の
築
造
(
4
4
腕
法
)
の
如
く
内
務
大
臣
の
命
に
よ
り
そ
の
執
行
が
義
務
付
け
ら
れ
る
場
合
に
も
、
そ
の

事
業
は
元
来
市
町
村
の
存
立
目
的
に
麗
し
蛍
然
に
震
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
固
有
事
務
た
る
を
失
は
た
い
。
汚
物
掃
除
の
如
く
法

律
上
蛍
然
に
市
の
義
務
た
る
場
合
は
(
北
側
一
説
法
)
最
も
委
任
事
務
と
類
似
す
る
が
、
こ
れ
も
亦
性
質
上
地
方
的
公
共
事
務
で
あ
っ
て
町
村

で
も
営
然
矯
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
市
に
於
て
は
都
市
の
衛
生
警
察
上
特
は
強
制
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
固
有
事
務
に
他
な
ら
な

ぃ
。
故
に

2
2
0
が
必
要
事
務
と
随
意
事
務
と
の
直
別
を
ば
委
任
事
務
と
固
有
事
務
と
の
匝
別
に
一
致
す
る
と
解
す
る
の
は
誤
で
あ

'
3
1白
山
⑦

R
Y
悶
E

。Fa
4
0
ユ一mmmwg口問・
J
o

u
d
-
f
H唱
曲
町
田
・

U
白

血

・

」

委
任
事
務
は
地
方
圏
僅
の
存
立
目
的
以
外
に
於
い
て
特
別
の
法
令
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
事
務
で
あ
る
。
委
任
事
務
に
は
公
法
上
の
契

約
に
よ
り
他
の
地
方
圏
僅
か
ら
委
任
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
常
に
委
任
さ
れ
る
地
方
圏
憧
の
存
立
目
的
に
麗
せ
ず
‘
従
っ
て
自
治
負

捻

Q
m
g
m寸
『

2
4
4
p
ロ
g
m
m
-
s
zる
で
あ
る
か
ら
(
駄
目
明
畑
一
山
一
誠
)
一
般
に
法
律
又
は
勅
令
の
根
擦
を
要
す
る
。
憲
法
上
濁
立
命
令
の
認

め
ら
れ
る
場
合
で
は
な
い
か
ら
.
勅
令
を
以
て
委
任
す
る
亡
と
を
得
る
の
は
地
方
圏
慢
が
園
の
特
別
監
督
に
服
す
る
混
と
解
す
る
他
は

地
方
自
治
の
意
義

(
田
上
)

二
六
五
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一
一
六
六

な
い
。固

有
事
務
と
委
任
事
務
と
の
匿
別
に
つ
き
渡
謹
博
士
に
よ
れ
ば
、
前
者
は
地
方
圏
韓
民
と
し
て
の
人
類
の
幅
利
を
増
進
す
る
震
の
地

方
圏
僅
の
事
務
で
あ
り
、
後
者
は
園
民
と
し
て
の
人
類
の
幅
利
を
増
進
す
る
免
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
事
務
を
如
何
な
る
方
法
を

以
て
底
理
ず
る
か
は
各
地
方
圏
憧
の
固
有
の
事
情
を
標
準
と
し
て
決
定
す
る
が
.
如
何
な
る
種
類
の
事
務
を
行
ふ
べ
き
か
は
委
任
事
務

に
あ
っ
て
は
全
然
園
家
的
見
地
に
基
づ
き
困
家
的
一
般
意
思
を
以
て
決
定
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
(
制
前
白
雪
話
一
対
欄
マ
ヨ
蹴
…

h
3
0
す

訟
は
ち
こ
の
直
別
は
上
挫
の
如
き
地
方
圏
憧
の
固
有
の
自
治
樺
を
認
め
ざ
る
拳
設
に
於
い
て
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
m
o
H
H
A
己
目
叩
は

猫
立
の
圏
慢
と
し
て
の
自
治
圏
僅
に
特
有
の
公
の
擢
利
範
囲
と
特
に
自
治
圏
慣
を
し
て
行
使
せ
し
む
る
園
家
的
支
配
擢
と
を
直
別
し

(問時持一
H
V
凸一時吋吋戸時間し《山
J
J
b
g
H
m
o
r
o
p
)
F
。
叶

gN
寸
。
ロ
皆
巾
山
口
も
亦
自
治
圏
憧
が
園
の
機
闘
と
し
て
官
躍
の
直
接
の
指
揮
の
下
に
園
に
封

す
る
責
任
を
以
て
行
ふ
官
治
事
務

(
P
B
庄
内
げ

2
4司
片
付
ロ
ロ
官
庁
即
日
出
)

と
自
治
圏
僅
が
そ
の
自
治
樺
に
よ
っ
て
庭
理
す
る
自
由
事
務

(同円。日

2
4
E
E
m存
在
国
)
と
を
直
別
す
る
(
均
時
一
吋

~rAdq52)。
。

-
T
E
B付
に
よ
れ
ば
、
地
方
圏
憶
の
支
配
樺
は
園
家
よ

り
俸
来
の
も
の
で
あ
る
が
、
園
家
的
統
治
権
を
自
己
の
権
利
と
し
て
自
己
の
目
的
を
賓
現
す
る
震
に
行
使
す
る
場
合
が
自
治
で
あ
る
。

固
有
事
務
に
あ
っ
て
は
地
方
圏
慢
が
自
己
の
榛
利
を
行
使
す
る
に
反
し
て
‘
委
任
事
務
に
於
け
る
地
方
圏
憶
は
園
家
の
機
闘
で
あ
る

(月
d
1
m
p
h
i
-
)
。
更
に
何

c
m
E
に
よ
れ
ば
、
固
有
事
務
は
自
治
圏
僅
が
そ
の
生
活
目
的
を
達
す
る
霜
に
庭
理
す
る
も
の
で
、
委
任
事
務

は
地
方
圏
憧
に
関
す
る
と
そ
の
機
関
に
劃
す
る
と
を
問
は
ず
常
に
園
家
事
務
を
虚
理
す
る
形
式
に
他
な
ら
な
い

「
河
。
∞
同
ロ
-
m
w
。戸
M
d
F
4
0

笹
口
。
件
m伊
丹
'

f
由

g
J
F
2
0
E
Z
E
o
a
由
。
.

咋
見
ι珂
皇
后
回
開
・
)
。
以
上
の
直
別
か
ら
な
ほ
共
の
二
鮪
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ω地
方
圏
憧
は
屡
と
法
律
の
規
定
に
よ
り
そ
の
固

有
事
務
を
行
、
ふ
に
つ
き
特
権
を
付
奥
さ
れ
る
。
例
へ
ば
地
方
税
を
課
し
.
遁
料
を
科
し
、
行
政
上
の
強
制
徴
牧
を
免
し
そ
の
他
僚
例
を



制
定
す
る
が
如
し
。
F
与
P
D
白
が
地
方
圏
慢
に
よ
る
か
か
る
園
家
的
高
楼
の
行
使
の
場
合
の
み
を
自
治
と
稽
し
財
産
の
管
理
及
び
私
法

的
行
潟
の
締
結
の
如
き
を
自
治
の
概
念
か
ら
除
か
ん
と
す
る
の
は
誤
で
あ
る
が
(
N
A
・咋
d山
γ

よ
.

又
統
治
樺
の
行
使
な
る
が
故
に
営
然

に
委
任
事
務
な
り
と
解
す
る
の
が
誤
な
る
は
い
ふ
迄
も
な
い
。
こ
れ
等
の
樺
能
は
地
方
園
慢
自
身
の
利
袋
を
賓
現
す
る
免
に
認
め
ら
れ

る
場
合
と
園
家
に
劃
す
る
義
務
履
行
の
震
に
認
め
ら
れ
る
場
合
と
が
あ
り
(
向
~
…
l
h
d山引いよ、

固
有
事
務
な
り
や
委
任
事
務
な
り
や
は
専

ら
そ
の
目
的
の
師
麗
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ω地
方
圏
憧
の
委
任
事
務
が
一
般
に
闘
の
機
関
と
し
て
の
地
方
圏
煙
の
行
ふ

も
の
と
す
れ
ば
.
そ
れ
は
地
方
圏
煙
の
機
関
に
劃
す
る
委
任
事
務
と
類
似
す
る
。
例
へ
ば
小
拳
校
令
(
納
一
ゆ
か
細
)
で
は
市
町
村
立
小
皐
校

の
設
立
は
市
町
村
の
委
任
事
務
で
あ
り
、
市
町
村
は
経
費
負
捨
者
と
し
て
小
拳
校
の
敷
地
を
買
ひ
校
合
在
建
築
す
る
が
、
設
立
さ
れ
た

小
拳
校
を
管
理
す
る
こ
と
は
市
町
村
長
に
劃
す
る
委
任
事
務
で
あ
る
(
市
喰
升
一
諮
問
副
…
献
索
、
)
ρ

何
れ
も
単
に
そ
の
地
方
的
公
共
の
利
益
の

免
に
の
み
庖
理
す
る
事
務
で
は
な
く
、
そ
の
差
異
は
前
者
の
執
行
が
固
有
事
務
の
場
合
と
同
じ
く
地
方
圏
慢
の
議
決
機
関
の
議
決
を
要

L
・
後
者
の
執
行
に
は
地
方
圏
樫
が
闘
興
す
る
権
能
な
き
こ
と
に
あ
る
。
佐
々
木
博
士
は
委
任
事
務
と
離
も
法
上
そ
の
自
治
樫
の
事
務

と
し
て
行
ふ
も
の
な
れ
ば
之
が
潟
に
そ
の
自
治
煙
が
園
家
又
は
他
の
自
治
僅
の
機
関
と
な
る
に
非
ず
と
論
ぜ
ら
れ
る
が
.
そ
れ
は
自
治

慢
の
機
闘
に
委
任
さ
れ
た
る
事
務
と
賓
施
の
手
積
を
具
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
委
任
事
務
が
本
来
園
家
叉
は
他
の
自

治
憧
の
存
立
目
的
に
嵐
す
る
こ
と
を
否
認
さ
れ
る
の
で
は
な
い

(
d
F
4瑚
想
。

公
立
小
曲
学
校
の
み
な
ら
ず
一
般
に
公
費
{
自
営
事
業
は

そ
の
物
的
施
設
を
符
す
こ
と
が
地
方
圏
樫
の
委
任
事
務
で
あ
の

J

て
、
そ
の
管
理
及
び
事
業
の
本
慢
は
地
方
圏
僅
の
機
関
に
封
す
る
委
任

事
務
た
る
が
普
通
で
あ
る
(
説
明
慎
一
♂
浦
一
周
一
立
儲

r)。

地
方
自
治
の
意
義

(
田
上
)

一
一
六
七
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四
五虎

三
六
八

四

地
方
圏
慢
に
つ
き
固
有
事
務
と
委
任
事
務
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
車
に
そ
の
権
能
の
由
来
す
る
根
擦
の
異
る
を
明
か
に
す
る
の
み

な
ら
ず
.
こ
れ
を
庭
理
ず
る
手
段
及
び
こ
れ
に
封
ず
る
監
替
に
つ
き
重
要
な
る
意
義
が
あ
る
。
蓋
し
固
有
事
務
に
つ
い
て
は
府
防
相
制
、

市
制
、
町
村
制
の
如
き
地
方
圏
憧
の
基
礎
法
が
直
接
に
適
用
さ
れ
る
の
に
反
し
て
.
委
任
事
務
に
つ
い
て
は
一
般
に
特
別
の
法
令
の
規

定
が
あ
り
且
の
そ
の
岡
家
事
務
た
る
性
質
上
特
別
の
法
理
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
基
礎
法
は
そ
の
限
度
ぜ
補
充
的
に
適
用
さ
れ
る
に
渇

ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

先
づ
僚
例
の
制
定
に
つ
き
濁
逸
新
市
町
村
制
第
三
僚
は
そ
れ
が
固
有
事
務
に
限
る
も
の
と
定
め
、
我
が
闘
で
も
同
様
の
曲
学
誌
が
あ
る

(
才
割
引
時
一
鞠
正
義
、
/
。
け
れ
ど
も
小
間
学
校
授
業
科
.
河
川
負
抽
出
金
の
賦
課
(
尚
一
向
才
一
前
候
)
の
如
く
委
任
事
務
に
闘
し
て
倹
例
が
定
め
ら
れ
る
場

ム
口
も
あ
る
。
故
に
磯
崎
敬
授
が
向
主
権
が
園
家
よ
り
市
町
村
に
付
興
さ
れ
た
槽
能
な
る
こ
と
と
そ
れ
が
如
何
な
る
地
方
圏
僅
の
事
務
の

範
囲
に
於
い
て
付
輿
さ
れ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
別
問
題
た
り
と
さ
れ
る
こ
と
は
正
賞
で
あ
る
が
、
委
任
事
務
も
一
日
一
市
町
村
に
委

託
さ
れ
た
以
上
は
固
有
事
務
と
同
じ
く
市
町
村
の
事
務
に
他
な
ら
ず
と
し
て
雨
者
が
一
様
に
傑
例
を
以
て
規
定
し
待
べ
き
こ
と
を
認
め

ら
れ
る
の
は
賛
成
が
出
来
な
い
(
鰍
吋
「
諮
問
…
撒
側
一
刑
期
間
一
よ

t
p一銭)。
委
任
事
務
は
閣
の
法
令
に
従
っ
て
執
行
す
る
を
要
し
‘

地
方
圏
惜

向
身
の
白
出
な
る
判
断
に
任
さ
れ
て
ゐ
る
齢
地
は
極
め
て
狭
い
か
ら
、
委
任
事
務
に
つ
き
俊
例
を
設
く
る
必
要
は
殆
ん
ど
起
ら
な
い
の

で
あ
る
(
時
崎
山
計
百
向
、
)
。
闘
有
事
務
に
関
す
る
法
規
は
法
律
の
委
任
に
よ
る
命
令
叉
は
響
察
命
令
の
他
は
命
令
を
以
で
規
定
す
る
を
得
な

い
が
諸
諸
下
車
内
)
、
委
任
事
務
に
つ
い
て
は
勅
令
の
他
、
そ
の
委
任
に
よ
る
命
令
を
以
て
も
規
定
し
得
べ
き
は
い
ふ
迄
も
な
い
。
殊
に



委
任
事
務
に
闘
し
て
手
数
料
、
使
用
料
‘
負
捨
金
壮
一
寸
を
徴
牧
す
る
こ
と
は
こ
の
黙
に
闘
す
る
特
別
の
規
定
な
き
限
り
地
方
圏
樫
の
樺
龍

に
鳳
せ
ず
、
従
っ
て
俊
例
を
以
て
規
定
す
る
を
得
た
い
。
事
務
の
委
任
と
手
数
料
徴
牧
の
授
樺
と
が
別
個
の
も
の
た
る
こ
と
は
.
明
治

三
二
年
勅
令
第

4

二
九
披
道
府
脂
手
数
料
令
に
徴
す
る
も
明
か
で
あ
ら
う
。
府
腕
抑
制
第
九
九
保
第
一

0
0後
、
市
制
第
一
一
三
僚
第
一

二
九
僚
の
如
き
規
定
が
た
だ
府
防
相
又
は
市
町
村
自
身
の
管
造
物
又
は
事
務
に
の
み
遁
対
さ
れ
る
こ
と
は
(
践
鴻
…
I
前
回
有
)
固
有
事
務
の
特
色

で
あ
る
。

固
有
事
務
と
委
任
事
務
の
直
別
は
こ
れ
に
劃
す
る
闘
家
の
監
督
樺
の
性
質
に
決
定
的
意
義
を
も
っ
一
。
地
方
圏
樫
と
雛
も
一
般
的
私
人

と
同
様
に
闘
の
一
般
統
治
権
に
服
し
‘
従
っ
て
民
事
監
ぷ
H
.

警
経
監
督
を
受
け
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
特
許
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
は

そ
の
企
業
に
劃
す
る
特
別
監
督
に
服
す
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
等
の
他
に
固
有
事
務
に
劃
し
て
は
府
鰐
制
市
制
又
は
町
村
制
に
よ
る
監
督

が
認
め
ら
れ
る
に
反
し
て
、
委
任
事
務
は
上
述
の
如
く
困
(
州
恕
は
誠
一
措
)
の
利
径
の
震
に
行
ム
も
の
で
あ
り
・
こ
れ
に
劃
し
て
機
関
監
督

が
及
ぶ
こ
と
は
闘
の
機
闘
と
し
て
の
市
町
村
長
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

J
5
J
T
E口
巾
付
に
よ
れ
ば
自
治
事
務

(mo-Z守
2
4
2
H
E
P
-

的
印

hHHMmoH町
内
叩
ロ

HHO広
巾
ロ
〉

は
地
方
圏
樫
が
法
律
の
限
界
内
に
於
い
て
自
由
裁
量
に
よ
り
闘
の
訓
令
に
煩
は
さ
れ
ず
自
己
の
責
任
に
於
い

て
庭
理
す
る
事
務
で
あ
り
、
委
任
事
務
ハ
〉
丘
可

mwm阿部
PH戸内
ogmHOHHV巳
Z
ロ)
は
園
家
が
特
定
の
地
方
圏
樫
又
は
モ
の
機
関
に
劃
し
て
園

の
訓
令
に
従
っ
て
庭
理
す
べ
く
委
任
せ
る
事
務
で
あ
る
(
討
む
I
吋
静
1
2
3・
)
。
国

p
z
z
r
は

E
E
Z
4
2
3
P
E
m
E
H・口
F
F
B血寸

2

2
喜
c
Z
と
げ

2
口町

E
B
E
S出

m
g
p門
出
ぐ

2
巧

PHE口
問
と
を
匝
別
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
地
方
圏
僅
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
樺
利

あ
る
他
、

一
般
の
公
共
圏
樫
に
劃
す
る
闘
家
庶
替
に
服
し
且
つ
一
法
律
に
よ
っ
て
の
み
限
界
が
決
定
さ
れ
る
の
に
反
し
て
、
後
者
は
職
務

監
督
(
同
)
円

0
5
2口町田山口伊丹)
に
服
し
訓
令
に
よ
っ
て
そ
の
範
同
が
書
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
(
控
訴

r~
日号
J1.ddd;γ

地
方
自
治
の
意
義

(
回
ヒ
)

ム
ノ、

ブL
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C
H
O
片
付
叩
に
よ
れ
ば
、
闘
は
地
方
圏
僅
の
固
有
事
務
を
後
見
す
べ
き

Q
2
。5
5
E世
間
〉
で
は
な
く
、
単
に
監
容
す
べ
き
で
あ
れ
ザ

ハ
E
O出
血
巾
〉
丘
印
円
。
伊
丹
〉
そ
れ
は
越
樺
行
潟
の
防
止
、
岡
家
に
習
す
る
義
務
履
行
の
強
制
、
訴
願
の
裁
決
の
如
く
固
家
自

J

身
の
利
益
の
銭

に
続
く
べ
か
ら
ざ
る
限
度
に
止
む
べ
く
地
方
圏
憧
の
す
べ
て
の
重
要
な
る
議
決
及
び
執
行
の
殻
力
を
認
可
に
か
か
ら
し
め
‘
そ
の
他
地

方
圏
瞳
の
内
部
的
闘
係
に
立
入
っ
て
監
督
す
べ
き
で
は
な
い
(
出

d
d
s
f号

m
呂
田

Z
P
2
5
0
E
Y
Y
P
2
2
は
機
関
の
従
属
性

(ω
ロ
σ
o
E写

RHCと
と
猫
立
な
る
主
僅
に
劃
す
る
監
督
(
〉
円
H
P
B伊
丹
〉
と
を
恒
別
す
る
。
行
政
作
用
の
主
要
部
分
は
公
益
賞
現
の
渇
な
る
自
由
な
る

活
動
、
公
益
性
の
裁
量
に
あ
り
、
そ
の
統
一
を
保
つ
鶏
に
は
訓
令
を
渡
し
て
下
級
醸
の
意
思
決
定
を
内
本
に
つ
き
指
揮
す
る
必
要
が
め

る
。
け
れ
ど
も
こ
の
職
務
的
従
属
闘
係
は
同
一
一
圏
樫
の
機
関
相
ぷ
の
聞
に
成
立
す
る
の
み
で
、
地
方
圏
慢
の
機
関
は
闘
家
の
指
揮
に
服

す
る
を
要
し
な
い
の
で
あ
る
(
可
思
己
認
可
培
回
日
目
立
与
d
山
内
経
)
。

更
に
寸
円

H30日
は
機
闘
監
督
(
ロ
ロ
BEg-cmw叶O
回
目
戸
丘

mw伊丹門的
H
E
m
p

H
)

円
g
m
g丘
町
山
口
牢
)
と
園
家
監
紙
百
(
。
σ巾
円
伊
豆
問
団
山
口
宮
¥
〈
白
叶
t
p
ロ
QmEを
の
宮
〉
と
を
医
別
し
、

前
者
は
直
接
に
事
務
を
執
行
す
る
こ
と

と
は
異
る
が
指
揮
を
伴
ふ
か
ら
‘
若
し
園
家
が
白
治
圏
慌
に
謝
し
て
機
闘
監
督
を
行
使
す
る
な
ら
ば
.
闘
家
が
自
ら
自
治
事
務
を
行
ふ

こ
と
と
殆
ん

E
兵
ら
た
い
と
主
張
す
る
(
叩

J品川
J
h
i
E
E
F
)。
こ
れ
等
を
要
す
る
に
、
委
任
事
務
の
監
督
が
恰
も
下
級
官
臆
に
封
す

る
如
く
訓
令
に
よ
り
且
つ
公
益
性
の
裁
量
に
も
及
ぶ
こ
と
を
得
る
に
反
し
て
、
固
有
事
務
の
監
督
は
府
牒
制
市
制
の
如
き
法
律
規
定
に

基
づ
き
且
つ
原
則
と
し
て
適
法
性
の
監
替
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。

共
に
我
が
法
制
に
於
け
る
固
有
事
務
の
監
督
の
規
定
を
一
瞥
し
よ
う
。
削
議
決
又
は
選
挙
の
取
泊
が
そ
の
建
法
な
る
場
合
に
限
る
こ

と
は
明
文
の
規
定
が
あ
る
(
何
剛
一
読
)

代
議
決
は
強
制
珠
算
を
除
け
ば
常
に
市
町
村
長
の
巾
請
あ
る
場
合
に
限
り
、
そ
れ
は
地
方
圏
龍

の
同
意
の
下
に
行
は
れ
る
公
益
性
の
監
各
に
他
な
ら
ず
、
殊
に
昭
和
四
年
の
改
正
に
よ
り
市
制
第
九

O
僚
ノ
二
は
所
間
原
案
執
行
権
主



制
限
し
て
市
町
村
の
公
益
に
関
す
る
認
定
を
市
町
村
向
惜
に
一
任
す
る
自
治
の
本
旨
を
明
か
に
し
た
(
鵬
明
ゴ
一
九
一
語
法
)
。
強
制
強
算
は
必

要
支
出
す
た
は
ち
市
町
村
が
直
接
法
令
に
上
り
負
捨
す
る
費
用
又
は
法
令
に
基
づ
き
行
政
官
躍
が
市
町
村
に
劃
し
て
支
出
を
命
じ
た
る

費
用
の
場
合
に
限
る
か
ら
(
繍
剛
一

h
山
由
工
一
一
心
諒
一
荘
一
ハ
副
木
ー
)
適
法
性
の
監
督
に
他
な
ら
な
い
。

ω市
制
第
二
ハ
一
俊
二
項
は
監
替
官
聴
が
市
の

監
督
上
必
要
な
る
命
令
を
護
し
叉
は
底
分
を
魚
す
こ
と
を
得
る
行
を
規
定
す
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
一
般
的
な
指
揮
命
令
樺
を
認
め
る

も
の
で
な
く
、
叉
単
に
公
益
上
不
遁
賞
、
な
る
行
賞
の
取
消
に
は
及
ば
ず
、
更
に
監
督
官
醸
の
代
執
行
槽
を
認
む
る
も
の
で
も
な
い
。
渡

港
博
士
は
代
執
行
を
含
む
も
の
と
さ
れ
る
や
う
で
あ
る
が
(
湖
特
司
蒜
号
、
そ
れ
は
市
制
第
一
六
三
僚
が
規
定
す
る
。
本
僚
の
故
用
は

自
治
樺
の
侵
害
と
た
る
も
の
で
.
僚
文
の
字
何
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
に
拘
は
ら
ず
曲
学
説
は
一
様
に
こ
れ
を
厳
格
に
制
限
す
る
。
す

な
は
ち
本
僚
に
よ
る
取
治
権
叉
は
指
揮
樺
が
認
め
ら
れ
る
の
は
‘
市
町
村
長
が
市
町
村
舎
の
議
決
を
経
ず
、
そ
の
議
決
に
反
し
叉
は
そ

の
議
決
を
執
行
せ
ざ
る
が
如
き
場
合
で
あ
り
(
城
間
一
一
羽
一
詔
一
一
¥

美
濃
部
博
士
に
よ
れ
ば
法
律
に
よ
り
師
に
定
ま
れ
る
義
務
の
内
容
を
指

忠
し
そ
の
履
行
を
命
ず
る
所
謂
義
務
宣
言
の
他
は
、
連
法
の
行
活
を
取
消
し
得
る
に
止
ま
る
(
時
珠
山
一
一
よ
淵
羽
一
小
配
)
。
な
ほ
議
決
機
関
の
議
決

の
取
消
の
如
く
特
別
の
規
定
あ
る
場
合
が
市
制
第
一
六
一
僚
に
よ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
は
‘
本
僚
の
取
消
底
分
に
劃
し
て
行
政
訴
訟
の

提
起
が
許
さ
れ
ざ
る
こ
と
に
徴
し
て
明
か
で
あ
る

2
1一一一句糊一耕一大菜、)。

ω市
制
第
一
六
二
僚
等
に
よ
る
内
務
大
臣
の
地
方
議
舎
解
散

樺
に
は
法
律
上
格
別
の
制
限
が
な
い
や
う
で
あ
る
が
、
比
例
原
則
に
よ
っ
て
覇
束
さ
れ
る
も
の
と
思
ふ
。
問
第
一
六
三
僚
二
項
の
代
執

行
に
つ
い
て
も
第
一
六
一
僚
に
の
き
述
べ
た
る
と
同
様
に
厳
格
に
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
σ

美
濃
部
博
士
に
よ
れ
ば
、
市
町
村
機
闘
が

法
律
主
将
周
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
義
務
を
負
ふ
事
件
に
つ
き
故
意
に
こ
れ
を
魚
す
こ
と
を
担
否
し
、
且
つ
監
替
官
醸
の
義
務
官
一
一
マ
一
口
に
よ
っ
て
は

違
法
を
矯

E
し
得
ぺ
か
ら
ざ
る
場
合
に
限
る
の
で
あ
る
(
鵠
噛
岡
山
一
一
如
功
一
議
)
。
た
だ
こ
れ
等
の
黙
で
多
少
の
問
題
と
な
る
の
は
府
牒
知
事
に

地
方
自
治
の
意
義

ハ
向
上
)

二
七
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二

上
る
市
町
村
吏
員
の
懲
戒
楼
で
あ
る
(
姉
刷
日
報
一
)
。
市
町
村
長
に
謝
し
て
懲
戒
を
行
ふ
場
合
は
格
別
で
あ
る
が
、
下
級
の
吏
員
に
劃
す
る

懲
戒
樫
は
市
町
村
長
を
し
て
行
は
し
む
る
の
が
立
法
論
と
し
て
主
首
と
思
ふ
(
司
現
オ
盟
織
り
。

蓋
し
府
牒
知
事
は
市
町
村
の
固
有
事
務

に
閲
し
て
は
、
市
町
村
機
関
に
訓
令
を
穫
す
る
を
得
、
ず
、
又
そ
の
吏
員
に
職
務
命
令
を
琵
す
る
樺
能
な
き
に
拘
は
ら
ず
、
懲
戒
棒
が
あ

る
の
は
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ω以
上
の
如
き
矯
正
的
監
督
権
と
具
り
橡
防
的
監
各
樺
殊
に
認
可
権
の
留
保
は
公
益
性
の
監
督
を
も

合
む
け
れ
左
も
、
そ
れ
は
特
定
の
重
要
な
作
用
に
つ
き
法
律
が
規
定
を
設
け
た
場
合
に
限
る
の
は
い
ふ
迄
も
な
い
。
仰
す
べ
て
監
督
権

の
前
用
は
地
方
圏
慢
の
向
治
一
樺
の
侵
害
で
あ
り
、
従
っ
て
地
方
議
舎
の
解
散
そ
の
他
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
監
各
作
用
の
如
く
性

質
上
救
槽
の
絵
地
な
き
も
の
の
他
は
行
政
争
訟
が
認
め
ら
れ
る
。
監
督
権
の
限
界
の
陥
越
に
劃
し
て
は
地
方
圏
憶
の
機
閥
が
こ
れ
を
審

査
す
る
樺
利
と
義
務
を
有
す
る
の
で
あ
る
(
心
一
品
刊
。
読
‘
出
)
。

た
ほ
監
督
に
関
し
て
固
有
事
務
と
委
任
事
務
の
直
別
を
不
明
瞭
た
ら
し
む
る
の
は
、
府
牒
制
第
八
八
僚
で
あ
る
。
府
牒
知
事
の
如
く

官
吏
が
同
時
に
地
方
圏
樫
の
機
関
た
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
地
方
圏
韓
の
固
有
事
務
を
底
哩
ず
る
と
き
に
も
上
級
官
顧
の
機
関
監
併
に

服
す
る
か
ら
、
そ
の
自
治
権
は
法
律
上
営
然
に
制
限
さ
れ
そ
の
限
度
で
委
任
事
務
と
の
匝
別
が
明
瞭
を
快
く
に
至
る
(
融
持
4
r
思
。
市
制

第
一
六
回
僚
に
よ
り
職
務
管
掌
の
官
吏
も
亦
同
僚
の
臨
時
代
理
者
と
異
り
監
督
官
躍
の
機
関
監
併
に
服
す
べ
き
は
い
ふ
迄
も
な
い
。
佐

々
木
博
士
が
こ
れ
を
市
町
村
の
機
関
た
る
に
非
ず
と
さ
れ
る
の
は
品
川
町
一
一
鵡
)
こ
の
意
味
に
解
す
べ
く
・
そ
れ
が
市
町
村
の
事
務
を
行
ふ

も
の
た
る
は
明
か
で
あ
る
。

最
後
に
附
言
し
た
い
の
は
一
九
三
五
年
の
ナ
チ
ス
新
市
町
村
制
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
そ
の
前
文
に
於
い
て
、
地
方
圏
憧
在
し
て
地

方
自
治
の
創
始
者
宮
町
内
ロ

の
民
精
神
に
於
い
て
闘
の
目
的
の
達
成
に
協
力
せ
し
め
ん
と
す
る
旨
を
宣
言
す
る
。
け
れ
ど
も
上
越
せ
る



ま口

日
出
円
。
宮
市
制
に
於
け
る
自
治
の
観
念
は
地
方
闇
憾
の
摘
立
を
確
保
す
る
こ
と
と
こ
れ
を
し
て
闘
家
の
堂
固
な
る
基
礎
た
ら
し
め

ん
と
す
る
こ
と
と
の
二
傾
向
を
綜
合
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
‘
新
市
町
村
制
で
は
後
の
傾
向
を
強
調
す
る
結
果
途
に
前
者
を
無
硯
せ
る

感
が
あ
る
。
蓋
し
そ
の
第

e

一
僚
は
固
有
事
務
と
委
任
事
務
の
匪
別
を
認
め
.
地
方
圏
鵬
胞
に
新
た
な
る
義
務
を
課
し
そ
の
権
利
を
侵
害
す

る
に
は
法
律
を
要
す
る
回
日
を
規
定
ず
る
け
れ
ど
も
、
市
町
村
命
日

(
C
8
5宮山
2
伊
丹
巾
)
が
取
な
る
諮
問
機
関
に
渦
ぎ
ず
つ

g
¥
市
町
村

長

2
5
m
B冊
目
的
苦
)
ぼ
園
家
及
び
黛
の
信
任
に
よ
り
そ
の
職
に
就
く
べ
く

(2)、
監
在
地
方
圏
惜
の
行
政
を
法
律
及
び
園
の
指

導
の
目
的
に
一
致
せ
し
む
る
見
に
行
は
れ
る
つ

E
Y
固
よ
り
監
瞥
権
の
行
使
に
蛍
つ
て
は
、
市
町
村
行
政
の
決
定
力
及
び
責
任
を
害

せ
ざ
る
べ
き
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
が

(
2
0
0
、
こ
れ
に
違
反
せ
る
場
合
に
も
行
政
訴
訟
の
提
起
を
許
さ
な
い
か
ら
令

5
)
自
治
穫
の
保

護
は
多
く
期
待
さ
れ
な
い
。
陰
口
叶
巾
門
同
居
。

-N2
が
H
L

ミ
巾

H
M
N
Z
ロ
豆
町
山
口

の
所
謂
自
由
な
る
行
政
の
概
念
を
以
て
圏
家
と
枇
舎
と
の

劃
立
を
超
克
す
る
も
の
と
し
て
賞
揚
し
‘

ω-xwトロ

以

後

。
庁
長
p
m
o
t
h仲
片
岡
町
w

。
-
E
F
出
町
】
号
-
H
F
4
・巴ロ
S
F
H
V
H
I

よ
り
出
・

同

ν
m
f
u円相出

に
至
る
設
展
を
、

ωTu--HH 
の
こ
の
政
治
的
方
荷
の
主
振
を
者
却
し
て
向
治
の
形
式
的
概
念
の
方
面
の
み
を
主
張
せ
る
も
の
と

し
て
排
斥
せ
る
は
、
右
の
事
由
貿
を
裏
書
す
る
も
の
で
あ
る
(
持

H
P回一
v
h
)
回
訪
日
一
刊
誌
日
同
月
古
川
町
四
一
許
詳
白
S
Z
Z
J
O
市
し
て
こ
の
こ
と

は
本
稿
に
明
か
に
し
た
地
方
自
治
の
本
質
を
否
認
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
別
の
機
舎
に
述
べ
た
か
ら
.

こ
こ
で
は
省

略
す
る
(
倍
rf側
一
川
制
リ
サ
印
醐
一
間

1
3。

地
方
自
治
の
煮
義

(
悶
上
)

七


