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〇
年
代
に
お
け
る
道
州
制
構
想
の
形
成

　
　
－
町
村
合
併
政
策
と
の
関
連
で
1

、」／
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は
じ
め
に

　
一
九
五
七
年
一
〇
月
、
第
四
次
地
方
制
度
調
査
会
は
、
府
県
制

度
改
革
案
と
し
て
「
地
方
案
」
を
答
申
し
た
。
「
地
方
案
」
は
府

県
を
廃
止
し
て
、
代
わ
り
に
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
に
「
地
方
」
を
置
き
、

「
地
方
長
」
を
任
命
制
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
全
国

を
数
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
る
行
政
単
位
は
「
地
方
」
と
名
付
け
ら
れ

た
も
の
の
、
こ
れ
が
道
州
制
構
想
で
あ
勺
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
道
州
制
構
想
の
具
体
化
へ
の
政
治
的
模
索
は
、
講
和
条
約

が
発
効
し
た
一
九
五
二
年
前
後
・
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
「
地
方
案
」

の
答
申
は
、
こ
の
よ
う
な
試
み
が
よ
う
や
く
実
現
し
た
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
地
方
案
」
の
答
申
に
よ
っ
て
、
府

県
制
度
は
一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
最
大
の
政
治
的
危
機
を
迎
え

る
こ
と
に
な
っ
た
o

　
府
県
制
度
が
改
革
の
対
象
と
さ
れ
た
こ
の
時
期
は
、
市
町
村
に

お
い
て
も
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
い
た
。
そ
れ
は
大
規
模
な
町
村

合
併
政
策
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
で
、
当
時
一
万
弱
だ
っ
た
市
町
村

数
が
わ
ず
か
三
年
間
で
三
分
の
一
に
ま
で
激
減
す
る
ほ
ど
の
進
展

を
見
せ
た
。

　
本
稿
の
課
題
は
、
「
地
方
案
」
に
示
さ
れ
る
府
県
制
度
の
危
機

の
形
成
を
、
こ
の
町
村
合
併
政
策
と
の
関
係
を
中
心
に
検
討
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
分
析
の
中
心
と
な
る
の
は
、
町

村
合
併
政
策
の
展
開
が
遣
州
制
構
想
を
め
ぐ
る
政
治
的
対
抗
関
係

に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
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る
。
講
和
・
独
立
以
降
の
地
方
制
度
改
革
に
お
い
て
は
、
中
央
政

府
、
都
道
府
県
、
市
町
村
と
い
う
三
層
の
行
政
主
体
が
果
た
す
政

治
的
役
割
は
小
さ
く
な
い
。
遣
州
制
構
想
の
具
体
化
の
過
程
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

い
て
も
、
そ
れ
は
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
従
来
の
研
究
で
は
、

こ
の
時
期
の
地
方
制
度
改
革
は
、
中
央
－
地
方
（
席
県
・
市
町

村
）
間
の
対
抗
関
係
で
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
本
稿

で
は
、
単
に
中
央
i
地
方
間
の
対
抗
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
地

方
間
（
府
県
　
　
市
町
村
）
の
対
抗
関
係
に
も
注
目
し
て
、
地
方

制
度
改
革
に
果
た
し
た
地
方
側
の
役
割
を
も
明
ら
か
に
し
た
い
。

1
　
道
州
制
構
想
に
お
け
る
町
村
合
併
政
策
の
位
置
づ
け

　
占
領
下
に
改
変
さ
れ
た
府
県
制
度
を
申
央
政
府
の
主
導
権
の
も

と
で
再
検
討
し
う
る
政
治
的
条
件
を
形
成
し
た
の
は
、
一
九
五
一

年
五
月
の
リ
ッ
ジ
ウ
ェ
イ
声
明
で
あ
っ
た
。
リ
ヅ
ジ
ウ
ェ
イ
声
明

が
出
さ
れ
る
と
、
吉
田
内
閣
は
政
令
諮
問
委
員
会
を
設
置
し
て
講

和
後
の
国
内
体
制
構
想
の
具
体
化
に
着
手
し
た
。
同
委
員
会
は
八

月
、
「
行
政
制
度
の
改
革
に
関
す
る
答
申
」
を
出
し
、
そ
の
な
か

で
地
方
制
度
に
つ
い
て
「
再
検
討
を
要
す
る
根
本
間
題
が
少
な
く

な
い
か
ら
、
別
に
強
カ
な
機
関
を
設
け
て
改
革
案
を
検
討
す
る
こ

と
」
と
勧
告
し
た
。
こ
こ
に
地
方
制
度
の
根
本
的
改
革
と
、
そ
の

た
め
の
「
強
カ
な
機
関
」
設
置
の
意
向
が
表
明
さ
れ
た
。

　
府
県
制
度
の
改
革
構
想
が
具
体
化
さ
れ
る
の
は
、
講
和
条
約
が

発
効
す
る
時
期
（
一
九
五
二
年
四
月
）
で
あ
っ
た
。
四
月
二
三
日

の
新
聞
各
紙
は
、
吉
田
首
相
が
府
県
を
廃
止
し
、
道
州
制
採
用
を

決
意
し
た
こ
と
、
地
方
自
治
庁
が
府
県
制
度
の
根
本
的
改
革
に
つ

い
て
具
体
案
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
を
報
じ
た
。
こ
こ
に
表
面
化

し
た
遺
州
制
構
想
の
狙
い
は
、
単
に
府
県
の
区
域
の
広
域
化
を
は

か
る
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は

「
都
遣
府
県
の
性
楕
を
ど
う
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
関
連
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

し
て
道
州
制
と
い
う
よ
う
な
問
題
を
ど
う
考
え
る
か
」
（
鈴
木
俊

一
地
方
自
治
庁
次
長
）
と
い
う
よ
う
に
、
府
県
の
性
格
再
検
討
を

内
包
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
府
県
の
区
域
は
一
八
八
八
年
以
来
変

化
は
な
か
っ
た
が
、
府
県
の
性
格
は
一
九
四
七
年
に
制
定
さ
れ
た

地
方
自
治
法
に
よ
っ
て
、
市
町
村
同
様
に
完
全
自
治
体
と
規
定
さ

れ
、
そ
の
上
で
知
事
の
選
任
方
法
も
公
選
制
が
採
用
さ
れ
た
。
そ

れ
ま
で
の
府
県
が
地
方
団
体
の
性
格
と
と
も
に
、
官
選
知
事
に
示

さ
れ
る
よ
う
に
中
央
政
府
の
行
政
機
関
と
し
て
の
性
楕
を
強
く
持

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
地
方
自
治
法
の
規
定
は
府
県
の
性

格
に
大
き
な
転
換
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
政
府
が
道
州
制

構
想
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
府
県
制
度
を
そ
の
区
域
と
性
格
の
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両
面
か
ら
再
検
討
す
る
意
向
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
府
県
の
完

全
自
治
体
化
と
知
事
公
選
制
が
占
領
下
の
地
方
制
度
改
革
の
最
大

の
眼
目
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
は
、
遣
州
制
構
想
は
占
領
政
策
の

根
幹
部
分
の
再
検
討
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
政
治
課
題

は
講
和
・
独
立
を
ま
っ
て
初
め
て
着
手
し
う
る
も
の
で
、
遺
州
制

構
想
が
講
和
条
約
発
効
を
前
後
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
偶
然

で
は
な
か
っ
た
。

　
講
和
・
独
立
と
と
も
に
道
州
制
構
想
が
具
体
化
さ
れ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
、
町
村
合
併
の
気
運
が
形
成
さ
れ
た
こ
と

と
関
係
し
て
い
た
。
岡
野
清
豪
地
方
自
治
庁
長
官
は
、
遣
州
制
の

実
施
が
町
村
合
併
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
明

ら
か
に
し
て
い
た
。

　
市
町
村
の
規
模
を
拡
大
強
化
し
、
町
村
の
規
模
を
人
口
七
千
か

　
ら
一
万
ぐ
ら
い
と
し
、
現
在
の
町
村
数
を
約
三
分
の
一
ぐ
ら
い

　
に
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
市
町
村
合
併
の
特
別
立
法
の
措
置
を

　
講
じ
た
い
。
市
町
村
の
規
模
拡
大
に
と
も
な
い
都
道
府
県
の
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

　
模
は
狭
小
過
ぎ
る
こ
と
に
な
り
、
道
州
制
論
が
出
て
く
る
。

す
な
わ
ち
、
特
別
法
を
制
定
し
て
大
規
模
な
町
村
合
併
を
推
進
し
、

そ
れ
を
テ
コ
に
道
州
制
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
町
村
合
併
が
中
央
レ
ベ
ル
の
政
策
と
し
て
提
唱
さ
れ
る
の
は
、

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
（
一
九
四
九
年
）
か
ら
で
あ
っ
た
。
シ
ャ
ウ
プ
勧

告
が
町
村
合
併
⊆
言
及
し
た
の
は
、
市
町
村
の
行
財
政
能
カ
を
強

化
し
、
行
政
事
務
再
配
分
を
推
進
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
シ
ャ
ウ

プ
勧
告
を
う
け
て
設
置
さ
れ
た
地
方
行
政
調
査
委
員
会
議
も
一
年

後
の
「
行
政
事
務
再
配
分
に
関
す
る
勧
告
」
で
「
お
お
む
ね
人
口

七
、
八
○
O
○
程
度
を
標
準
と
し
て
…
…
そ
の
規
模
の
合
理
化
を

図
る
べ
き
で
あ
る
」
と
大
規
模
な
町
村
合
併
を
勧
告
し
た
。
行
政

事
務
再
配
分
自
体
は
、
中
央
省
庁
の
反
対
で
進
展
し
な
か
っ
た
も

の
の
、
町
村
合
併
は
戦
後
の
地
方
自
治
強
化
策
と
町
村
財
政
の
窮

乏
と
い
う
町
村
を
と
り
巻
く
環
境
の
な
か
で
、
一
定
程
度
進
展
を

み
た
。
そ
し
て
一
九
五
二
年
頃
よ
り
は
町
村
関
係
者
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

町
村
合
併
を
優
遇
す
る
運
動
が
高
ま
り
始
め
て
い
た
。
遺
州
制
構

想
は
こ
の
よ
う
な
町
村
関
係
者
の
動
向
を
背
景
に
打
ち
出
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
道
州
制
構
想
に
と
っ
て
町
村
合
併
は
ど
の
よ
う
な

意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
鈴
木
俊
一
は
道
州
制

と
町
村
合
併
の
関
連
性
を
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　
か
り
に
府
県
の
廃
合
ま
た
は
道
州
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え

　
る
に
し
て
も
、
今
の
よ
う
に
行
政
責
任
が
増
大
し
た
以
上
、
ま

　
ず
町
村
の
合
併
に
よ
っ
て
、
市
に
相
匹
敵
す
る
く
ら
い
な
行
政
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能
カ
を
備
え
る
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
な
い
と
い
う
と
、
そ
の
上

　
に
こ
れ
ら
の
市
町
村
を
包
括
す
る
と
こ
ろ
の
第
二
次
的
な
地
方

　
団
体
で
あ
る
府
県
ま
た
は
遭
州
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
考
え
て

　
も
そ
れ
は
空
中
楼
閣
に
終
わ
る
で
あ
ろ
う
。
で
あ
る
か
ら
町
村

　
の
合
併
に
よ
っ
て
…
…
強
カ
に
し
て
輩
固
な
町
村
を
造
成
す
る

　
と
い
う
こ
と
が
す
べ
て
の
地
方
制
度
改
革
の
前
提
で
あ
る
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

　
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

道
州
制
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
町
村
合
併
に
よ
っ
て
町
村
の
行

財
政
能
カ
の
強
化
を
図
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
強
カ
に
し
て
輩
固

な
町
村
」
を
形
成
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
道
州
制
の
も
と
に
相
応
の
行
財
政
能
力
を
持
つ
市
町
村
を
位
置

づ
け
よ
う
と
す
る
構
想
で
あ
り
、
遣
州
制
の
実
施
と
市
町
村
の
強

化
を
同
時
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
講
和
条
約
が
発
効
す
る
と
、
吉
困
内
閣
は
地
方
制
度
調
査
会
設

置
法
を
国
会
に
提
出
し
た
。
政
令
諮
問
委
員
会
の
答
申
で
示
さ
れ

た
「
強
カ
な
機
関
」
を
設
置
し
、
地
方
制
度
改
革
の
検
討
の
場
を

設
定
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
地
方
制
度
調
査
会
で
は
、
委
員
五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
〕

名
の
う
ち
、
二
一
名
が
地
方
六
団
体
に
配
分
さ
れ
る
な
ど
府
県
、

市
町
村
に
大
き
な
政
治
的
役
割
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
敗
戦
以

後
の
府
県
、
市
町
村
の
政
治
的
地
位
の
上
昇
に
対
応
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
新
憲
法
の
制
定
と
本
椿
的
な
政
党
政
治
の
確
立
に
よ
っ

て
、
政
党
の
手
足
と
な
る
自
治
体
の
首
長
、
議
員
の
政
治
的
役
割

は
強
ま
っ
て
い
た
。
府
県
、
市
町
村
の
政
治
的
影
響
カ
の
大
き
さ

は
、
特
別
市
制
問
題
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
た
。
第
ニ
ニ
国
会

（
一
九
五
一
年
一
二
月
召
集
）
で
特
別
市
の
指
定
を
め
ぐ
っ
て
、

五
大
府
県
と
五
大
市
が
対
立
し
た
際
、
与
党
自
由
党
だ
け
で
な
く
、

改
進
党
、
左
右
杜
会
党
な
ど
野
党
ま
で
が
五
犬
府
県
と
五
大
市
に

分
か
れ
て
、
対
立
を
繰
り
返
し
た
。
地
方
制
度
調
査
会
は
、
単
に

中
央
政
府
の
意
向
を
代
弁
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
府
県
、
市
町
村

の
利
害
を
も
調
整
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
第
四
次
吉
田
内
閣
発
足
後
の
一
九
五
二
年
＝
一
月
、
地
方
制
度

調
査
会
が
発
足
し
、
府
県
制
度
改
革
を
対
象
と
し
た
審
議
が
始
ま

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
地
方
六
団
体
は
地
方
制
度
調
査
会
発
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
ア
〕

を
前
後
し
て
改
革
案
を
公
表
し
、
府
県
制
度
改
革
、
あ
る
い
は
遭

州
制
実
施
を
め
ぐ
る
政
治
的
な
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。
道
州
制

が
府
県
の
性
格
、
知
事
公
選
制
を
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
以
上
、
最
も
激
し
い
抵
抗
の
姿
勢
を
示
し
た
の
は
府
県
側
で

あ
っ
た
。
地
方
制
度
調
査
会
で
は
知
事
会
、
府
県
議
長
会
が
そ
れ

ぞ
れ
完
全
自
治
体
と
し
て
の
府
県
の
維
持
を
主
張
し
た
。
ま
た
道

州
制
に
つ
い
て
は
、
道
州
が
た
と
え
自
治
体
の
性
樒
を
持
つ
と
し
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て
も
、
住
民
の
自
治
意
識
が
存
せ
ず
、
真
の
自
治
体
と
し
て
発
展

す
る
こ
と
は
期
待
し
が
た
い
、
あ
る
い
は
国
の
総
合
出
先
機
関
と

な
っ
て
自
治
体
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
え
な
い
、
な
ど
の
理
由

を
あ
げ
て
反
対
し
た
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
府
県
側
の
立
場
か

ら
す
れ
ば
当
然
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
府
県
制
度
改
革
に
最
も
穫
極
的
な
の
は
都
市

側
で
あ
っ
た
。
特
に
特
別
市
の
実
施
を
め
ぐ
る
大
都
市
と
府
県
の

対
立
は
戦
前
以
来
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
都
市
全
体
と
し
て
も
、

一
九
五
〇
年
一
一
月
に
は
市
長
会
が
、
一
九
五
二
年
五
月
に
は
市

議
長
会
が
府
県
制
度
廃
止
の
決
議
を
あ
げ
て
い
た
。
そ
の
理
由
は

二
重
行
政
、
二
重
監
督
の
弊
害
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
府
県
制
度
に
対
す
る
反
発
は
、
地
方
行
財
政
の
配
分
を

め
ぐ
る
府
県
側
と
都
市
側
の
対
立
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
り
わ
け
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
を
う
け
て
実
施
さ
れ
た
地
方
税
制
改

革
に
よ
っ
て
、
事
業
税
、
入
揚
税
、
。
遊
興
飲
食
税
な
ど
都
市
的
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
）

源
が
府
県
税
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
都
市
側
の
反
発
を
強
め
て
い
た
。

地
方
制
度
調
査
会
で
は
市
長
会
、
市
議
長
会
は
い
ず
れ
も
府
県
制

度
廃
止
を
主
張
し
、
府
県
が
担
当
す
る
補
完
行
政
の
市
町
村
へ
の

移
譲
を
求
め
た
。
し
か
し
、
国
と
市
町
村
を
直
結
さ
せ
る
の
は
不

可
能
で
あ
る
と
し
て
、
広
域
行
政
機
能
な
ど
を
も
つ
特
別
地
方
公

共
団
体
の
設
置
を
主
張
し
た
。
た
だ
区
域
は
、
府
県
の
現
行
区
域

に
と
ら
わ
れ
な
い
と
し
て
、
道
州
制
論
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の

に
と
ど
ま
っ
た
。

　
一
方
、
町
村
側
は
「
都
道
府
県
は
沿
革
現
状
よ
り
主
と
し
て
広

域
団
体
と
し
て
の
行
政
事
務
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
補
完
的
行

政
を
行
わ
し
む
べ
き
で
あ
る
」
（
町
村
会
）
、
「
府
県
は
広
域
的
、

補
完
的
行
政
を
分
担
す
る
中
間
的
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
」
（
町

村
議
長
会
）
と
い
う
よ
う
に
、
広
域
行
政
、
市
町
村
に
対
す
る
補

完
行
政
は
府
県
の
機
能
で
あ
る
と
し
て
、
府
県
制
度
存
続
の
立
場

を
と
っ
た
。
府
県
が
担
当
す
る
連
絡
調
整
業
務
は
市
町
村
に
対
し

て
権
カ
的
関
与
を
も
た
ら
す
と
し
て
、
府
県
制
度
に
対
し
て
警
戒

心
を
持
ち
な
が
ら
も
、
結
局
こ
れ
を
支
持
し
た
の
は
、
町
村
の
府

県
行
政
へ
の
依
然
の
大
き
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
町
村
側
は
府
県
制
度
の
存
廃
を
め
ぐ
っ
て
は
、
府
県
側
の
意

見
に
同
調
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
地
方
制
度
調
査
会
の
発
足
に
よ
っ
て
府
県
制

度
改
革
、
あ
る
い
は
道
州
制
実
施
を
め
ぐ
る
府
県
、
市
町
村
間
の

政
治
的
な
対
抗
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
府
県
側
が
現
行
制
度

の
維
持
を
主
張
し
、
遣
州
制
実
施
に
反
対
し
た
の
は
当
然
と
し
て

も
、
市
町
村
側
に
つ
い
て
も
、
府
県
制
度
廃
止
を
主
張
し
た
の
は
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都
市
側
に
隈
ら
れ
、
道
州
制
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
言
及
す
る
団

体
は
一
つ
も
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
地
方
六
団
体
の

対
応
か
ら
す
る
と
、
道
州
制
構
想
具
体
化
の
政
治
条
件
は
極
め
て

未
成
熟
で
あ
っ
た
。

　
地
方
六
団
体
の
改
革
論
議
の
特
色
の
一
つ
は
、
当
時
の
市
町
村

の
現
状
が
前
提
と
さ
れ
、
当
時
そ
の
気
運
が
強
ま
り
つ
つ
あ
っ
た

町
村
合
併
に
つ
い
て
、
何
ら
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
調
査
会
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
改
革
論
議
を
、
林
忠
雄

　
　
＾
9
）

（
自
治
庁
課
長
補
佐
）
は
次
の
よ
う
に
批
判
し
た
。

　
地
方
制
度
調
査
会
が
、
現
在
の
市
町
村
の
規
模
と
行
政
能
カ
を

　
前
提
と
し
て
府
県
を
論
じ
る
な
ら
ぱ
、
そ
れ
は
既
に
前
提
を
誤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

　
っ
た
も
の
と
云
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

府
県
制
度
の
今
後
の
あ
り
方
は
、
町
村
合
併
を
前
捷
に
構
想
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
、
地
方
六
団
体
の
改
革
案
に
対
す
る
自

治
庁
の
失
望
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
地
方
制
度
調
査
会
に
お
け
る
審
議
方
針
が
大
き
く
転
換
す
る
の

は
、
翌
年
三
月
の
バ
カ
ヤ
ロ
ー
解
散
と
そ
の
後
の
総
選
挙
を
契
機

と
し
て
で
あ
っ
た
。
総
選
挙
後
最
初
の
総
会
（
六
月
）
で
、
白
治

庁
は
審
議
対
象
を
「
昭
和
二
九
年
度
か
ら
実
施
す
る
こ
と
の
可
能

　
＾
u
〕

な
問
題
」
に
限
定
し
、
答
申
す
る
こ
と
を
要
望
し
た
。
こ
れ
は
審

議
対
象
か
ら
、
府
県
制
度
廃
止
や
遺
州
制
に
関
わ
る
事
項
を
除
外

す
る
な
ど
、
府
県
制
度
を
前
提
と
し
た
改
革
案
を
求
め
る
も
の
で

あ
っ
た
。

　
自
治
庁
は
審
議
方
針
を
転
換
し
た
理
由
と
し
て
、
「
税
財
政
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
2
〕

度
の
問
題
は
直
ち
に
予
算
措
置
と
密
接
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
」

と
し
た
よ
う
に
、
地
方
財
政
赤
字
の
顕
在
化
に
よ
っ
て
、
地
方
税

財
政
制
度
の
改
革
に
早
急
に
取
り
組
む
必
要
性
が
生
ま
れ
た
こ
と

を
あ
げ
た
が
、
そ
の
他
に
町
村
合
併
促
進
法
の
制
定
な
ど
、
町
村

合
併
政
策
の
進
展
が
遅
れ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
た
。
町
村
含
併

促
進
法
の
制
定
は
「
合
併
促
進
の
措
置
を
講
ず
べ
き
時
期
は
、
地

方
制
度
改
革
が
現
実
政
治
の
日
程
に
上
っ
て
来
た
今
日
こ
そ
正
に

　
　
養
）

そ
の
時
」
（
長
野
士
郎
自
治
庁
行
政
課
長
）
と
い
う
よ
う
に
、
府

県
制
度
改
革
と
の
関
係
で
も
急
が
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
法
案

は
第
一
五
国
会
（
一
九
五
二
年
一
〇
月
召
集
）
に
提
出
予
定
で
あ

っ
た
が
、
「
法
案
山
積
し
て
議
員
提
案
の
は
こ
ぴ
に
な
か
な
か
い

た
ら
ず
、
さ
ら
に
こ
の
法
案
に
つ
い
て
の
各
省
の
意
見
が
ま
ち
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

ち
で
あ
る
た
め
に
会
期
中
の
成
立
が
危
ぷ
ま
れ
」
る
と
い
う
状
況

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
結
局
バ
カ
ヤ
ロ
ー
解
散
の
た
め
上
程
で
き

ず
、
第
一
六
国
会
（
一
九
五
三
年
五
月
召
集
）
に
よ
う
や
く
上
程

さ
れ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
自
治
庁
や
地
方
制
度
調
査
会
内

都
で
は
、
町
村
合
併
の
進
展
を
ま
っ
て
改
め
て
改
革
論
議
に
入
ろ

う
と
す
る
意
見
が
生
ま
れ
始
め
た
。
自
治
庁
の
林
は
「
市
町
村
の

平
均
的
規
模
が
定
ま
り
：
：
：
そ
こ
に
到
っ
て
は
じ
め
て
府
県
の
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
）

治
体
と
し
て
の
性
椿
論
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
」

と
し
た
。
ま
た
地
方
制
度
調
査
会
委
員
の
坂
千
秋
も
「
新
町
村
の

行
財
政
能
カ
の
程
度
と
範
囲
と
を
充
分
に
見
極
め
て
、
こ
れ
を
根

抵
と
し
、
尺
度
と
し
て
、
全
面
的
地
方
制
度
の
改
革
を
考
え
て
も

　
　
＾
1
6
）

遅
く
な
い
」
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
意
見
は
、
地
方
制
度
調
査
会

に
お
け
る
論
議
が
自
治
庁
の
思
惑
通
り
に
進
展
し
て
い
な
い
こ
と

を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
町
村
合
併
の
推
進
に
よ
っ
て
、
地
方

制
度
調
査
会
に
お
け
る
改
革
論
議
の
刷
新
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の

と
い
っ
て
よ
か
っ
た
。
自
治
庁
が
地
方
制
度
調
査
会
で
の
審
議
方

針
を
転
換
す
る
こ
と
で
、
府
県
制
度
そ
の
も
の
の
改
革
を
対
象
と

し
た
審
議
は
一
時
的
に
た
な
上
げ
さ
れ
、
町
村
合
併
の
進
展
を
ま

っ
て
改
め
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

11

町
村
合
併
の
進
展
と
道
州
制
構
想
の
具
体
化

　
一
九
五
三
年
一
〇
月
、

進
法
が
施
行
さ
れ
る
と
、

町
村
含
併
促
進
法
が
施
行
さ
れ
た
。
促

政
府
は
町
村
合
併
基
本
計
画
を
決
定
し
、

全
国
的
規
模
で
町
村
合
併
を
推
進
し
た
。
基
本
計
画
は
一
九
五
六

年
九
月
（
促
進
法
の
有
効
期
隈
）
ま
で
に
、
人
口
八
千
未
満
の
町

村
八
二
四
五
の
九
五
バ
ー
セ
ン
ト
を
合
併
さ
せ
、
町
村
数
を
約
三

分
の
一
（
三
三
七
三
町
村
）
に
減
少
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
自
治
庁
に
と
っ
て
、
町
村
合
併
の
進
展
が
持
つ
意
味
は
重

要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
（
町
村
合
併
が
－
引
用
者
）
成
る
か

成
ら
な
い
か
が
府
県
の
規
模
な
い
し
、
府
県
制
の
道
州
制
へ
の
転

　
　
　
　
＾
〃
）

換
を
決
定
す
る
」
（
鈴
木
自
治
庁
次
長
）
と
い
う
よ
う
に
、
町
村

合
併
の
進
展
に
府
県
制
度
改
革
の
成
否
を
託
し
た
と
い
っ
て
よ
い

も
の
で
あ
っ
た
。

　
町
村
合
併
は
順
調
に
進
展
し
た
。
一
九
五
四
年
四
月
現
在
で
、

合
併
に
よ
る
減
少
町
村
は
一
〇
六
〇
を
数
え
、
計
画
を
上
回
る
実

績
を
あ
げ
た
。
ま
た
四
月
ま
で
に
九
七
の
新
市
が
生
ま
れ
、
前
年

一
〇
月
の
二
八
六
市
か
ら
三
八
三
市
へ
と
わ
ず
か
半
年
間
に
三
四

パ
ー
セ
ン
ト
が
増
加
し
、
「
新
市
ブ
ー
ム
」
が
現
出
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
町
村
合
併
の
進
展
ぶ
り
は
、
府
県
制
度
改
革
推
進

の
立
場
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
長
野
士
郎
（
自
治
庁
振
興

課
長
）
は
町
村
合
併
に
よ
っ
て
市
町
村
の
行
財
政
能
カ
が
強
化
さ

れ
、
府
県
へ
の
依
存
が
弱
ま
り
、
そ
の
結
果
、
府
県
は
機
能
的
に

純
化
さ
れ
、
こ
の
こ
と
が
府
県
の
規
模
、
性
椿
に
変
化
を
与
え
る
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で
あ
ろ
う
と
し
、
「
町
村
合
併
の
進
行
は
府
県
制
度
再
検
討
を
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
竺

然
な
ら
し
め
る
重
大
な
因
子
と
な
っ
て
き
た
」
と
強
調
し
た
。
町

村
合
併
の
進
展
は
自
治
庁
に
対
し
て
「
今
後
の
地
方
制
度
及
ぴ
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
旭
）

政
の
大
変
革
の
前
提
を
築
い
た
」
（
鈴
木
）
と
の
確
信
を
も
た
ら

し
、
地
方
制
度
調
査
会
に
お
け
る
府
県
制
度
改
革
論
議
の
再
開
に

自
信
を
与
え
た
。

　
こ
の
よ
う
な
事
態
の
変
化
の
な
か
、
一
九
五
四
年
七
月
、
第
二

次
地
方
制
度
調
査
会
が
発
足
し
た
。
第
二
次
地
方
制
度
調
査
会
に

対
し
、
政
府
は
「
地
方
制
度
の
根
本
に
ふ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
〕

検
討
を
加
え
、
抜
本
的
な
改
善
を
図
る
必
要
を
痛
感
」
し
て
い
る

と
し
て
、
府
県
制
度
改
革
案
の
答
申
を
求
め
た
。

　
第
二
次
地
方
制
度
調
査
会
の
発
足
を
前
後
し
て
、
地
方
六
団
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
皿
〕

は
改
め
て
府
県
制
度
改
革
案
を
明
ら
か
に
し
た
。
町
村
合
併
の
進

展
は
、
改
革
論
議
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
だ
ろ
う
か
。
ま

ず
都
市
側
か
ら
見
て
み
よ
う
。
市
長
会
は
従
来
、
府
県
に
代
わ
る

特
別
地
方
公
共
団
体
の
設
置
を
主
張
し
て
い
た
が
、
第
二
次
調
査

会
で
は
こ
の
特
別
地
方
公
共
団
体
の
区
域
が
ブ
ロ
ヅ
ク
単
位
の
道

州
制
で
あ
る
こ
と
を
初
め
て
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
市
議
長
会
は
、

特
別
地
方
公
共
団
体
と
は
別
に
国
の
総
合
出
先
機
関
と
し
て
の
遺

州
庁
の
設
置
を
主
張
し
た
。
こ
れ
は
「
町
村
合
併
促
進
法
の
施
行

に
よ
り
、
市
町
村
の
規
模
が
全
国
的
に
適
正
化
さ
れ
、
自
治
運
営

能
カ
が
一
段
と
充
実
強
化
さ
れ
る
L
（
市
長
会
）
と
い
う
よ
う
に
、

町
村
合
併
に
と
も
な
う
市
町
村
の
行
財
政
能
カ
の
強
化
を
背
景
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
市
長
会
の
道
州
制
は
、
議
員
を
公
選
と
す

る
な
ど
自
治
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
市
議
長
会
の
遣
州
制
は

国
の
出
先
機
関
で
あ
る
な
ど
内
容
は
異
な
る
が
、
い
ず
れ
も
府
県

制
度
廃
止
を
前
提
に
、
道
州
制
の
採
用
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
町
村
会
の
主
張
に
も
変
化
が
生
ま
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
町
村
合

併
の
進
展
に
よ
っ
て
府
県
の
役
割
は
変
わ
っ
た
と
し
、
基
本
方
針

に
H
府
県
と
市
町
村
の
二
重
構
造
を
す
み
や
か
に
解
消
す
る
、
⇔

市
町
村
を
唯
一
の
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
と
す
る
、
と
規
定
し
た

た
め
、
都
市
側
の
主
張
と
基
本
的
な
相
違
が
な
く
な
っ
た
。
た
だ

当
面
は
「
市
町
村
の
現
実
の
行
財
政
カ
を
考
慮
し
て
」
府
県
制
度

の
存
続
を
認
め
、
そ
の
う
え
で
ブ
ロ
ソ
ク
単
位
の
国
の
行
政
官
庁

と
し
て
の
道
州
庁
の
設
置
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
「
市
町
村
の
行

財
政
能
力
の
進
展
に
即
応
し
、
府
県
は
…
－
道
州
庁
的
性
権
に
転

移
せ
し
め
る
方
針
を
と
る
」
と
し
た
。
こ
れ
は
府
県
を
一
過
的
存

在
と
み
な
し
、
府
県
制
廃
止
と
道
州
制
へ
の
移
行
を
構
想
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
町
村
議
長
会
は
「
町
村
合
併
の
進
行
に
伴
っ
て
町
村
規
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模
が
増
大
す
る
と
し
て
も
、
な
お
町
村
で
実
施
す
る
こ
と
の
不
可

能
な
行
政
の
分
野
が
存
在
し
、
か
か
る
行
政
は
な
お
地
方
公
共
団

体
た
る
府
県
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
が
憲
法
の
保
障
す
る
地
方

自
治
の
本
旨
に
沿
う
ゆ
え
ん
で
あ
る
」
と
市
町
村
四
団
体
の
中
で

は
、
唯
一
府
県
制
度
を
是
認
し
た
。
町
村
会
と
態
度
が
分
か
れ
た

の
は
、
町
村
が
も
つ
行
財
政
能
カ
と
府
県
制
度
に
対
す
る
評
価
の

違
い
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　
府
県
側
も
府
県
制
度
維
持
の
立
場
を
変
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

町
村
合
併
が
府
県
制
度
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
は
「
町
村
の
合

併
が
計
画
通
り
実
現
し
た
と
し
て
も
…
－
・
そ
の
能
力
に
は
自
か
ら

限
界
が
あ
る
の
で
、
府
県
に
肩
代
わ
り
し
得
る
程
度
の
向
上
は
事

実
上
あ
り
得
な
い
」
（
知
事
会
）
と
否
定
し
、
引
き
続
き
府
県
が

広
域
行
政
の
ほ
か
、
市
町
村
に
対
す
る
補
完
行
政
、
連
絡
調
整
行

政
を
行
な
う
よ
う
主
張
し
た
。
た
だ
「
町
村
合
併
等
を
考
慮
す
る

と
き
、
府
県
規
模
の
適
正
合
理
化
は
特
に
そ
の
重
要
性
を
加
え
つ

つ
あ
る
」
と
す
る
な
ど
、
府
県
規
模
の
拡
大
に
つ
い
て
更
に
主
張

を
具
体
化
さ
せ
た
。
府
県
規
模
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、
．
府
県
側
は

第
一
次
地
方
制
度
調
査
会
の
時
か
ら
、
そ
の
必
要
性
を
認
め
て
い

た
が
、
更
に
一
歩
進
め
、
調
査
機
関
の
設
置
、
具
体
案
の
作
成
な

ど
手
続
き
面
に
ま
で
ふ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
町
村
合
併
の
進
展
は
、
市
町
村
側
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

市
議
長
会
と
町
村
会
が
国
の
総
合
出
先
機
関
と
し
て
の
道
州
庁
を

認
め
、
市
長
会
も
自
治
的
性
格
の
強
い
遣
州
制
を
示
す
な
ど
道
州

制
へ
の
支
持
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
結
果
、
市
長
会
、
市
議
長

会
、
町
村
会
は
府
県
制
廃
止
、
道
州
制
実
施
で
政
治
的
立
場
が
一

致
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
、
知
事
会
、
府
県
議
長
会
、
町
村

議
長
会
の
三
団
体
は
、
府
県
の
区
域
に
つ
い
て
町
村
議
長
会
の
統

合
論
を
含
め
、
政
治
的
に
柔
軟
な
対
応
を
示
し
た
も
の
の
、
府
県

制
度
維
持
の
立
場
に
変
化
は
な
か
ウ
た
。
こ
の
よ
う
な
結
果
、
地

方
六
団
体
は
道
州
制
を
支
持
す
る
都
市
を
中
心
と
し
た
グ
ル
ー
プ

（
市
長
会
、
市
議
長
会
、
町
村
会
）
と
、
府
県
制
度
の
維
持
を
主

張
す
る
府
県
を
中
心
と
し
た
グ
ル
ー
プ
（
知
事
会
、
府
県
議
長
会
、

町
村
議
長
会
）
と
が
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
町
村
合
併
の
進

展
に
よ
っ
て
も
、
府
県
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
の
対
応
は
変
わ

ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
遺
州
制
を
め
ぐ
る
政
治
条
件
は
好
転
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
変
化
を
背
景
に
、
第
二
次
地
方
制
度
調
査
会
で
よ

う
や
く
道
州
制
構
想
の
具
体
化
が
は
か
ら
れ
た
。
道
州
制
論
は
三

好
重
夫
、
坂
千
秋
ら
旧
内
務
官
僚
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
。
そ
れ

は
官
治
的
な
道
州
制
論
で
あ
っ
た
が
、
一
方
で
町
村
合
併
の
成
果

を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
三
好
は
（
府
県
の
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1
引
用
者
）
仕
事
の
大
部
分
を
で
き
る
だ
け
現
在
の
市
町
村
に

　
　
　
　
　
＾
2
2
）

移
し
て
し
ま
う
L
と
述
べ
、
府
県
行
政
は
市
町
村
へ
で
き
る
だ
け

移
譲
し
、
遺
州
は
も
っ
ぱ
ら
国
家
行
政
を
処
理
す
る
と
し
た
。
三

好
の
主
張
は
、
町
村
合
併
が
進
展
を
み
せ
る
前
に
鈴
木
次
長
が
語

っ
て
い
た
構
想
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
・
旧
内
務
官
僚
と
自
治

庁
幹
都
の
思
想
的
同
一
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
道
州
制
論
の
主
張
は
、
一
方
で
府
県
統
合
論
を
台

頭
さ
せ
た
。
府
県
統
合
論
の
主
唱
者
は
、
田
中
二
郎
（
東
大
教

授
）
で
あ
っ
た
。
田
中
は
府
県
の
性
椿
、
知
事
公
選
制
は
あ
く
ま
．

で
現
状
を
維
持
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
府
県
の
規
模
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
3
）

四
六
府
県
を
一
八
府
県
に
統
合
す
る
府
県
統
合
案
を
示
し
た
。
こ

れ
が
府
県
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
を
政
治
的
に
代
弁
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
竺
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
第
二
次
地
方
制
度
調
査
会
で
は
翌
年
三
月
、
学
識
経
験
委
員
を

中
心
に
小
委
員
会
が
組
織
さ
れ
、
答
申
案
作
成
に
入
る
ま
で
審
議

は
進
展
し
た
も
の
の
、
最
後
に
な
っ
て
、
答
申
案
作
成
を
見
送
っ

た
。
答
申
見
送
り
の
犬
き
な
理
由
は
、
吉
田
内
閣
を
引
き
継
い
だ

鳩
山
内
閣
が
答
申
間
際
に
な
っ
て
府
県
制
度
改
革
に
消
極
姿
勢
を

示
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
鳩
山
首
相
は
自
ら
国
会
で
「
目
下
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
眺
〕

こ
ろ
、
知
事
公
選
制
を
や
め
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
」
「
現
行

地
方
自
治
制
度
を
変
更
す
る
意
志
は
な
い
。
知
事
官
選
は
吉
田
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
筆

首
相
が
そ
の
論
者
で
あ
っ
た
が
、
な
か
な
か
の
難
事
で
あ
る
L
と

吉
田
内
閣
と
異
な
る
政
治
婆
勢
を
強
調
し
、
府
県
制
度
を
維
持
す

る
意
向
を
示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
鳩
山
内
閣
の
対
応
は
、
そ
の
退

陣
ま
で
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
鳩
山
内
閣
下
に
お
い
て

地
方
制
度
調
査
会
は
第
三
次
、
第
四
次
と
回
を
重
ね
た
も
の
の
、

再
び
府
県
制
度
改
革
の
審
議
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
た

だ
鳩
山
内
閣
は
、
こ
の
よ
う
に
府
県
制
度
改
革
に
慎
重
姿
勢
を
示

し
な
が
ら
も
、
改
革
の
動
向
ま
で
否
定
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
吉
田
内
閣
を
引
き
継
い
だ
保
守
党
内
閣
と
し
て
、
自
治
庁

や
市
町
村
を
中
心
と
し
た
改
革
要
求
ま
で
無
視
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
府
県
制
度
改
革
論
議
は
保

守
党
内
閣
の
も
と
で
先
送
り
さ
れ
る
形
と
な
っ
た
。

1II

道
州
制
構
想
の
答
申
化

　
府
県
制
度
改
革
を
改
め
て
政
治
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
は

石
橋
内
閣
で
あ
っ
た
。
一
九
五
七
年
一
月
、
田
中
伊
三
次
自
治
庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
6
）

長
官
は
府
県
制
度
改
革
に
取
り
組
む
意
向
を
表
明
し
た
。
石
橋
内

閣
が
府
県
制
度
改
革
に
積
極
姿
勢
を
示
す
と
、
第
四
次
地
方
制
度

調
査
会
は
そ
れ
ま
で
検
討
し
て
い
た
郡
制
間
題
を
切
り
上
げ
、
府
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県
制
度
改
革
の
審
議
に
入
っ
た
。
石
橋
内
閣
を
引
き
継
い
だ
岸
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
）

閣
も
、
府
県
制
度
改
革
に
取
り
組
む
意
向
を
示
し
た
。
府
県
制
度

改
革
に
積
極
的
な
保
守
党
内
閣
の
出
現
に
よ
っ
て
、
道
州
制
構
想

は
答
申
化
に
向
っ
た
。

　
第
四
次
地
方
制
度
調
査
会
で
は
、
第
二
次
調
査
会
で
の
対
立
が

そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
。
遣
州
制
論
と
府
県
統
合
論
が
対
立
し
、

道
州
制
諭
は
三
好
、
坂
ら
旧
内
務
官
僚
、
府
県
統
合
論
は
田
中
に

よ
っ
て
代
表
さ
れ
た
。
第
四
次
地
方
制
度
調
査
会
で
は
、
道
州
制

論
と
し
て
「
地
方
案
」
、
府
県
統
含
論
と
し
て
「
府
県
統
合
案
」

が
作
成
さ
れ
た
。
「
地
方
案
」
の
骨
子
は
、
H
府
県
を
廃
止
し
て
、

国
家
的
性
格
と
地
方
団
体
的
性
楕
を
併
有
す
る
中
間
団
体
「
地

方
」
を
設
置
す
る
、
⇔
「
地
方
」
の
区
域
は
七
な
い
し
九
ブ
ロ
ヅ

ク
と
す
る
、
目
「
地
方
長
」
は
内
閣
総
理
大
臣
が
「
地
方
」
の
議

会
の
同
意
を
得
て
任
命
す
る
、
㈲
「
地
方
」
に
国
の
総
合
出
先
機

関
「
地
方
府
」
を
設
置
し
、
そ
の
長
に
「
地
方
長
」
を
あ
て
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
府
県
統
合
案
」
は
、

府
県
の
性
楕
に
つ
い
て
現
行
制
度
を
維
持
し
、
規
模
だ
け
を
三
、

四
府
県
単
位
に
統
合
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
第
四
次
地
方
制
度
調
査
会
は
一
〇
月
一
七
日
、
採
決
の
結
果
、

「
地
方
案
」
を
答
申
と
し
て
決
定
し
た
。
（
「
地
方
案
」
支
持
一
七

名
、
「
府
県
統
合
案
」
支
持
二
一
名
）
。
学
識
経
験
委
員
の
多
数

（
九
名
）
が
「
地
方
案
」
を
支
持
し
た
が
、
学
識
経
験
委
員
の
選

任
が
自
治
庁
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
以
上
、
「
地
方
案
」
が
自
治
庁

の
意
図
す
る
改
革
案
で
あ
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
ま
た
地

方
六
団
体
に
つ
い
て
は
、
市
長
会
、
市
議
長
会
、
町
村
会
が
「
地

方
案
」
を
、
知
事
会
、
府
県
議
長
会
、
町
村
議
長
会
が
「
府
県
統

合
案
」
を
支
持
し
た
。
地
方
六
団
体
の
態
度
は
・
第
二
次
地
方
制

度
調
査
会
で
形
成
さ
れ
た
対
抗
関
係
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
市
町
村
三
団
体
が
「
地
方
案
」
の
答
申

決
定
に
果
た
し
た
役
割
は
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
活
動
に
つ
い
て

は
「
こ
の
三
団
体
の
代
表
者
が
『
地
方
』
案
を
支
持
し
、
む
し
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
警

先
頭
に
立
っ
て
こ
れ
を
主
張
し
た
」
（
困
中
）
と
評
さ
れ
る
ほ
ど

の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
く
に
「
地
方
案
」
の
支
持
が
過
半
数
を
わ

ず
か
に
一
名
上
回
る
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
市
町
村
三

団
体
の
役
割
は
一
層
決
定
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
地
方

案
」
は
単
に
中
央
政
府
”
自
治
庁
の
政
治
力
だ
け
で
な
く
、
市
町

村
側
の
政
治
的
協
調
が
あ
っ
て
初
め
て
実
現
し
え
た
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
協
調
関
係
を
形
成
し
た
の
が
、
町
村
合

併
の
進
展
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　
講
和
・
独
立
を
契
機
と
し
て
提
起
さ
れ
た
道
州
制
構
想
は
、
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「
地
方
案
」
と
い
う
形
で
五
年
ぷ
り
に
よ
う
や
く
具
体
化
さ
れ
た
。

そ
れ
で
は
「
地
方
案
」
と
い
う
一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
道
州
制

構
想
の
特
質
は
ど
こ
に
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
第

一
は
、
道
州
制
が
「
地
方
」
と
い
う
中
間
団
体
を
基
盤
t
構
想
さ

れ
た
点
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
地
方
」
に
は
単
に

国
の
行
政
官
庁
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
議
会
が
設
置
さ
れ
る
な
ど

地
方
団
体
と
し
て
の
性
格
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の

性
楕
の
う
ち
、
よ
り
重
視
さ
れ
た
の
は
国
の
行
政
官
庁
と
し
て
の

性
格
で
、
そ
れ
は
「
地
方
長
」
が
国
家
公
務
員
と
し
て
内
閣
総
理

大
臣
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
た
。
「
地
方
」

に
こ
の
よ
う
な
性
格
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、
地
方
に
お
け
る
行
政

を
国
の
立
場
か
ら
、
総
合
的
に
調
整
し
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
っ

た
。
「
地
方
長
」
が
「
地
方
府
」
の
長
を
兼
ね
る
と
し
た
の
も
同

様
の
見
地
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
国
の
立
場
か
ら
地
方
行

政
を
統
制
す
る
た
め
、
国
と
市
町
村
の
中
間
に
、
国
家
機
関
と
地

方
団
体
の
性
格
を
併
有
す
る
中
間
団
体
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
の

は
、
旧
地
方
官
官
制
と
旧
府
県
制
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
た
戦
前
の

府
県
制
度
と
共
通
の
原
理
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

構
想
が
旧
内
務
省
の
系
譜
を
ひ
く
自
治
庁
に
政
治
的
復
権
を
も
た

ら
す
の
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
「
地
方
」
を
中
間
団
体
と
す
る
構
想
は
、
府
県
を
完
全
自

治
体
と
し
た
占
領
政
策
の
批
判
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

坂
は
「
当
初
の
占
領
政
策
が
す
べ
て
国
家
権
カ
の
分
散
に
重
点
を

置
き
、
政
治
行
政
の
全
体
が
バ
ラ
く
の
政
治
、
バ
ラ
く
の
行

　
　
　
＾
2
9
〕

政
に
な
っ
た
」
と
占
領
下
の
地
方
制
度
改
革
を
批
判
し
た
。
す
な

わ
ち
、
戦
前
の
地
方
行
政
は
、
知
事
に
よ
っ
て
総
合
調
整
化
が
保

障
さ
れ
て
い
た
が
、
敗
戦
以
後
は
府
県
の
完
全
自
治
体
化
、
申
央

省
庁
に
よ
る
地
方
出
先
機
関
の
設
置
、
行
政
委
員
会
制
度
の
採
用

な
ど
で
「
行
政
の
総
含
化
と
い
う
こ
と
が
こ
と
、
こ
と
く
破
壊
さ
れ

＾
3
0
〕

た
」
と
し
た
。
こ
の
点
で
「
地
方
案
」
は
講
和
・
独
立
以
来
推
進

さ
れ
た
占
領
政
策
再
検
討
の
呉
体
化
を
意
味
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、

「
地
方
案
」
が
志
向
し
た
も
の
は
、
単
純
な
戦
前
へ
の
復
帰
で
は

な
い
。
「
地
方
長
」
が
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
こ

と
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
戦
前
の
絶
対
主
義
的
官
僚
制
を
保

障
し
た
天
皇
大
権
は
完
全
に
否
定
さ
れ
て
い
た
。
「
地
方
案
」
は

国
民
主
権
、
議
院
内
閣
制
な
ど
新
憲
法
が
も
つ
一
定
の
政
治
原
則

を
受
け
入
れ
、
こ
れ
を
基
礎
に
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
第
二
の
特
質
は
、
大
規
模
な
市
町
村
へ
の
行
政
事
務
移
譲
を
構

想
し
て
い
る
点
で
あ
っ
た
。
「
地
方
案
」
は
、
「
現
在
府
県
又
は
そ

の
機
関
が
処
理
し
て
い
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
又
は
、
そ
の
機
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関
に
移
譲
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
極
カ
市
町
村
又
は
そ
の

機
関
に
移
譲
す
る
こ
と
L
、
あ
る
い
は
「
現
在
国
家
処
理
し
て
い

る
事
務
に
つ
い
て
も
、
で
き
る
だ
け
市
町
村
へ
の
移
譲
を
考
慮
す

る
こ
と
」
と
市
町
村
へ
の
行
政
事
務
再
配
分
を
強
調
し
た
。
「
地

方
案
」
執
筆
者
の
三
好
に
よ
れ
ぱ
、
「
廃
止
後
の
府
県
の
事
務
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
呂

大
部
分
市
町
村
に
移
さ
れ
る
」
と
い
う
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
。

「
地
方
案
」
に
対
し
て
、
市
町
村
を
中
心
に
三
団
体
が
賛
成
し
た

の
は
、
こ
の
よ
う
な
側
面
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
大

規
模
な
行
政
事
務
再
配
分
論
が
前
提
と
し
て
い
る
の
が
、
町
村
合

併
の
進
展
で
あ
っ
た
。
「
地
方
案
」
は
「
市
町
村
の
行
財
政
能
カ

が
…
…
町
村
含
併
の
め
ざ
ま
し
い
進
捗
に
よ
り
近
時
画
期
的
に
充

実
さ
れ
て
き
た
」
と
し
て
、
町
村
合
併
に
よ
っ
て
市
町
村
の
行
財

政
能
カ
が
拡
充
し
た
こ
と
を
強
調
し
た
。
「
地
方
案
」
の
行
政
事

務
移
譲
案
は
、
こ
の
よ
う
な
町
村
合
併
の
進
展
に
よ
っ
て
初
め
て

構
想
し
う
る
性
質
の
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
「
地
方
案
」
の
形
成

に
と
っ
て
、
町
村
合
併
は
不
可
欠
の
前
提
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
市
町
村
へ
の
行
政
事
務
再
配
分
論
の
背
景
と
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轟
）

の
が
、
「
中
央
は
企
画
し
、
地
方
は
実
行
す
る
」
（
坂
）
、
す
な
わ

ち
、
現
業
的
な
行
政
事
務
の
執
行
は
地
方
に
ま
か
せ
、
中
央
は
企

画
調
整
を
中
心
に
担
当
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。
市
町
村

へ
の
行
政
事
務
移
譲
は
、
こ
の
よ
う
な
中
央
か
ら
地
方
金
体
へ
の

行
政
事
務
移
譲
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
中
央
政

府
か
ら
「
地
方
」
へ
の
事
務
移
譲
に
つ
い
て
は
、
「
地
方
」
を
中

間
団
体
と
し
て
中
央
政
府
と
の
一
体
化
を
強
め
る
な
ど
、
制
度
的

に
保
障
さ
れ
た
構
想
で
あ
っ
た
が
、
市
町
村
へ
の
事
務
移
譲
に
つ

い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
保
障
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
市
町
村
へ
の
行
政
事
務
移
譲
案
は
、
「
府
県
統
合

案
」
支
持
者
か
ら
額
面
通
り
受
け
取
ら
れ
な
か
っ
た
。
「
府
県
統

合
案
」
の
執
筆
者
困
中
二
郎
は
、
町
村
合
併
に
よ
っ
て
行
財
政
能

カ
の
強
化
を
み
た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
著
し
く
不
均
衡
で
あ
り
、

事
務
再
配
分
に
耐
え
ら
れ
な
い
貧
弱
な
市
町
村
も
少
な
く
な
い
と

し
て
、
「
地
方
案
」
が
示
す
構
想
は
、
「
単
な
る
夢
想
に
す
ぎ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
3
）

ま
た
、
何
の
合
理
的
根
拠
も
な
い
」
と
厳
し
く
批
判
し
た
。
田
中

の
こ
の
よ
づ
な
批
判
は
、
「
地
方
案
」
の
事
務
移
譲
案
が
、
市
町

村
側
の
政
治
的
支
持
を
獲
得
す
る
た
め
の
デ
マ
ゴ
ギ
ー
に
す
ぎ
な

い
こ
と
を
指
摘
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
市
町
村
三
団
体
が
「
地
方
案
」
を
支
持
し
た
の
は
、
町

村
合
併
に
よ
る
行
財
政
能
カ
の
向
上
と
い
う
裏
付
け
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
地
方
案
」
の
答
申
実
現
に
果
た
し
た

町
村
合
併
の
役
割
は
決
定
的
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
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よ
う
に
「
地
方
案
」
は
単
に
中
央
政
府
だ
け
で
な
く
、
市
町
村
の

権
隈
を
も
強
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
構

想
が
こ
れ
を
支
え
る
政
治
勢
カ
に
対
応
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。ま

と
め
に
か
え
て

　
以
上
の
よ
う
に
、
講
和
・
独
立
を
契
機
に
提
起
さ
れ
た
道
州
制

は
、
ほ
ぼ
当
初
の
構
想
通
り
に
「
地
方
案
」
と
し
て
実
現
を
み
た
。

そ
の
際
、
町
村
合
併
政
策
が
は
た
し
た
役
割
は
す
で
に
述
べ
た
通

り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
地
方
案
」
が
そ
の
後
、
政
治
的
に
ど
の

よ
う
に
処
理
さ
れ
た
か
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
「
地
方
案
」
が
答
申
後
、
直
ち
に
実
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
理
由
は
、
自
民
党
内
に
府
県
制
度
を
支
持
す
る
勢
カ
が
根
強

く
、
そ
の
漕
手
に
は
大
き
な
政
治
的
抵
抗
が
と
も
な
っ
た
か
ら
で

あ
っ
た
。
答
申
が
出
さ
れ
た
際
、
三
木
武
夫
自
民
党
政
調
会
長
が

「
地
方
制
な
ど
と
い
う
官
僚
機
構
の
復
活
は
反
対
だ
、
マ
ジ
メ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
糾
）

取
り
上
げ
よ
う
と
は
思
わ
な
い
」
と
批
判
し
た
の
は
、
党
内
の
反

対
意
見
の
強
さ
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
岸
首
相
自

身
も
地
方
制
度
改
革
に
つ
い
て
は
軽
々
に
決
す
べ
き
で
は
な
い
と

答
申
前
に
言
明
し
、
答
申
が
出
さ
れ
て
も
、
政
府
と
し
て
直
ち
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壼
）

着
手
す
る
意
志
の
な
い
こ
と
を
表
明
し
て
い
た
。
第
四
次
地
方
制

度
調
査
会
で
答
申
を
採
決
す
る
際
、
自
民
党
選
出
委
員
が
退
席
し

た
の
も
、
「
地
方
案
」
を
め
ぐ
る
党
内
対
立
を
反
映
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。

　
「
地
方
案
」
を
取
り
巻
く
政
治
状
況
は
、
そ
の
後
も
変
化
が
な

か
っ
た
。
そ
の
要
因
の
第
一
は
、
一
九
五
八
年
五
月
総
選
挙
に
示

さ
れ
る
よ
う
に
、
五
五
体
制
が
定
着
の
度
を
強
め
た
か
ら
で
あ
っ

た
。
第
二
は
、
自
民
党
の
派
閥
連
合
体
的
性
格
が
変
わ
ら
ず
、
そ

の
絶
対
多
数
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
警
職
法
問
趨
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
内
閣
の
政
治
基
盤
が
脆
弱
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
次
岸

内
閣
の
青
木
正
自
治
庁
長
官
が
「
事
を
荒
だ
て
て
ま
で
や
る
気
は

＾
舶
）

な
い
」
と
当
面
実
行
の
意
志
の
な
い
こ
と
を
表
明
し
た
の
も
、
政

治
状
況
に
変
化
の
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
自
治
庁
で
は
「
地
方
案
」
が
当
面
実
現
の
見
込
み
が
な

い
た
め
、
府
県
制
度
審
議
会
を
設
置
し
答
申
を
基
礎
に
府
県
制
度

改
革
の
準
備
に
入
る
こ
と
を
企
図
し
た
。
そ
し
て
こ
の
審
議
会
の

発
足
と
同
時
に
、
地
方
制
度
調
査
会
は
休
会
に
入
る
と
い
う
も
の

　
　
＾
η
）

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
岸
内
閣
は
こ
の
よ
う
な
審
議
会
の
発
足
を

認
め
ず
、
ま
た
地
方
制
度
調
査
会
も
一
九
五
八
年
八
月
、
第
五
次

調
査
会
と
し
て
再
発
足
し
た
。
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こ
の
よ
う
に
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
か
け
て
「
地
方
案
」
が
政

治
課
魑
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
地

方
制
度
調
査
会
内
部
で
は
府
県
制
度
改
革
案
と
し
て
正
統
的
地
位

を
保
っ
た
。
第
五
次
調
査
会
以
降
、
首
都
制
度
改
革
が
議
題
と
し

て
設
定
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
「
地
方
案
」
を
前
提
に
審
議
さ
れ
た

　
　
　
　
＾
鎚
）

か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
か
け
て
の

地
方
制
度
改
革
審
議
は
「
地
方
案
」
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
ま
た
自
治
庁
内
部
で
は
「
地
方
制
案
を
実
現
す
る
時
期
に
つ

い
て
の
一
つ
の
目
安
と
し
て
は
、
四
年
後
の
昭
和
三
八
年
前
後
を

　
　
　
　
　
　
　
＾
的
）

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
岸
昌
自
治
庁
行
政
課
長
）
と
い
う
よ

う
に
、
「
地
方
案
」
の
実
現
に
む
け
て
そ
の
政
治
的
機
会
を
う
か

が
っ
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
始
ま
る
高
度
経
済
成
長
は
、

「
地
方
案
」
の
実
現
を
否
定
す
る
方
向
で
機
能
し
た
。
そ
れ
は
経

済
成
長
が
地
域
開
発
を
政
治
課
趨
と
し
て
押
し
上
げ
、
府
県
の
役

割
を
強
化
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
経
済
発
展
は
、

府
県
と
市
町
村
の
一
体
感
を
強
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
く
に
一

九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
、
地
方
六
団
体
は
共
同
し
て
中
央
政
府
に

予
算
措
置
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
地
方
案
」
に
賛
成
し
た

市
議
長
会
も
、
そ
の
実
現
を
要
求
し
た
の
は
一
九
五
八
年
五
月
の

総
選
挙
ま
で
で
、
総
選
挙
後
に
こ
の
要
求
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
地
方
案
」
を
支
え
た
自
治
庁
と
市
町

村
三
団
体
の
協
調
関
係
は
、
経
済
成
長
の
進
展
の
中
で
、
急
速
に

崩
れ
て
い
っ
た
。

　
一
九
六
〇
年
代
に
入
る
と
、
府
県
制
度
の
改
革
問
題
と
し
て
は
、

道
州
制
論
よ
り
も
府
県
合
併
論
が
中
心
的
な
課
通
と
な
っ
た
。
代

表
的
な
例
は
一
九
六
三
年
頃
か
ら
表
面
化
し
た
東
海
三
県
、
阪
奈

和
三
県
な
ど
の
合
併
間
題
で
、
そ
の
推
進
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、

中
部
経
済
連
合
会
、
関
西
経
済
連
合
会
な
ど
の
経
済
団
体
で
あ
っ
・

た
。
府
県
合
併
論
が
府
県
制
度
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の

は
当
然
で
あ
っ
た
。
第
一
〇
次
地
方
制
度
調
査
会
は
一
九
六
五
年

九
月
、
「
府
県
合
併
に
関
す
る
答
申
」
を
出
し
た
が
、
答
申
は
「
府

県
の
性
椿
及
ぴ
府
県
と
市
町
村
と
の
二
重
構
造
は
、
こ
れ
を
変
更

し
な
い
も
の
と
す
る
」
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。
こ
れ
は
「
地
方
案
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
側
）

を
「
調
査
会
と
し
て
公
的
に
放
棄
し
た
も
の
」
で
あ
り
、
こ
れ
を

も
っ
て
「
地
方
案
」
は
そ
の
政
治
的
可
能
性
を
名
実
と
も
に
否
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
1
）
　
こ
の
時
期
の
地
方
制
度
改
革
を
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
に
、
島

　
恭
彦
他
編
『
日
本
の
地
方
自
治
と
地
方
財
改
』
有
斐
閣
、
一
九
六
八
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年
、
藤
田
武
夫
『
現
代
日
本
地
方
財
政
史
（
中
）
』
目
本
評
諭
社
、

　
一
九
七
八
年
、
都
丸
泰
助
『
地
方
自
治
制
度
史
論
』
新
日
本
出
版
社
、

　
一
九
八
二
年
、
鳴
海
正
泰
『
戦
後
自
治
体
改
革
史
』
目
本
評
論
社

　
一
九
八
二
年
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
「
地
方
案
」
を
論
じ
た
も
の
と
し

　
て
は
、
岡
崎
畏
一
郎
・
高
木
鉦
作
「
『
地
方
』
制
の
区
域
と
組
織
H

　
O
」
『
立
命
館
法
学
』
二
八
、
四
九
号
、
一
九
五
九
年
三
月
、
六
四

　
年
一
月
が
あ
る
。
「
地
方
案
」
が
単
に
府
県
制
度
の
改
革
に
と
ど
ま

　
ら
ず
、
地
方
制
度
全
般
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

　
論
じ
、
示
唆
的
で
あ
る
。

（
2
）
　
鈴
木
俊
一
他
「
地
方
制
度
の
中
心
問
題
（
座
談
会
）
」
『
ジ
ュ
リ

　
ス
ト
』
二
一
号
、
一
九
五
二
年
六
月
、
一
八
員
。

（
3
）
　
『
毎
目
新
聞
』
一
九
五
二
年
五
月
三
目
。

（
4
）
　
宮
沢
弘
「
町
村
合
併
戦
後
十
年
」
『
自
治
研
究
』
＝
二
巻
二
＝

　
号
、
一
九
五
五
年
二
一
月
、
二
九
頁
。

（
5
）
　
鈴
木
俊
一
「
自
治
の
再
建
」
『
自
治
時
報
』
六
巻
一
号
、
一
九

　
五
三
年
一
月
、
八
員
。

（
6
）
　
本
稿
で
は
地
方
六
団
体
の
名
称
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
略
記

　
し
た
。
知
事
会
（
金
国
知
事
会
）
、
府
県
議
長
会
（
全
国
都
適
府
県

　
議
会
議
長
会
）
、
市
長
会
（
金
国
市
長
会
）
、
市
議
長
会
（
金
国
市
議

　
会
議
長
会
）
、
町
村
会
（
全
国
町
村
会
）
、
町
村
議
長
会
（
全
国
町
村

　
議
会
議
長
会
）
。

（
7
）
　
地
方
制
度
調
査
会
発
足
に
備
え
て
、
地
方
六
団
体
は
次
の
よ
う

　
な
地
方
制
度
改
革
意
見
を
公
表
し
た
。
知
事
会
「
地
方
制
度
改
革
に

　
関
す
る
意
見
（
そ
の
一
）
」
一
九
五
二
年
一
一
月
、
府
県
議
長
会

　
「
地
方
制
度
改
革
に
関
す
る
意
見
（
そ
の
一
）
」
、
市
長
会
「
地
方
制

　
度
改
革
意
見
」
一
九
五
三
年
二
月
、
市
議
畏
会
「
地
方
制
度
改
正
意

　
見
」
一
九
五
三
年
一
月
、
町
村
会
「
地
方
制
度
改
革
に
対
す
る
意

　
見
」
一
九
五
二
年
一
二
月
、
町
村
識
長
会
「
地
方
制
度
改
革
に
関
す

　
る
意
見
（
そ
の
一
）
」
、
以
下
の
引
用
は
こ
れ
ら
に
ょ
る
。

（
8
）
　
岡
崎
・
高
木
前
掲
、
二
八
号
七
一
貢
。

（
9
）
　
地
方
自
治
庁
は
一
九
五
二
年
八
月
よ
り
自
治
庁
と
な
っ
た
。

（
1
0
）
　
林
忠
雄
「
犬
町
村
主
義
の
示
唆
」
『
自
治
研
究
』
二
九
巻
六
号
、

　
一
九
五
三
年
六
月
、
四
八
員
。

（
1
1
）
地
方
制
度
調
査
会
第
五
回
総
会
で
の
自
治
庁
長
官
（
代
理
）
挨

　
拶
。

（
1
2
）
同
前
。

（
1
3
）
　
長
野
士
郊
「
市
町
村
合
併
促
進
措
置
の
提
唱
」
『
自
治
研
究
』

　
二
九
巻
一
号
、
一
九
五
三
年
一
月
、
一
一
〇
頁
。

（
M
）
　
河
申
二
講
「
議
負
立
法
形
戒
の
行
政
学
的
考
察
」
『
自
治
研
究
』

　
三
二
巻
一
号
、
一
九
五
六
年
一
月
、
六
六
頁
。

（
1
5
）
　
林
前
掲
、
四
八
員
。

（
1
6
）
　
坂
千
秋
「
自
治
改
革
私
見
」
『
都
市
問
魍
』
四
四
巻
二
－
四
号
、

　
一
九
五
三
年
二
－
四
月
、
二
九
頁
。

（
1
7
）
　
鈴
木
俊
一
「
地
方
制
度
の
改
革
と
町
村
合
併
」
『
地
方
自
治
』
、

　
七
〇
号
、
一
九
五
三
年
一
〇
月
、
三
二
頁
邊

（
1
8
）
　
長
野
士
郎
「
町
村
合
併
捲
進
の
課
題
」
自
治
庁
編
『
地
方
自
治

　
論
文
集
』
所
収
、
一
九
五
四
年
九
月
、
二
二
八
頁
。

（
1
9
）
　
鈴
木
俊
一
「
新
市
誕
生
の
意
義
」
『
市
政
』
三
巻
五
号
、
一
九
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五
四
年
五
月
、
五
頁
。

（
2
0
）
　
第
二
次
地
方
制
度
調
査
会
第
一
回
総
会
で
の
塚
囲
自
治
庁
長
官

　
挨
拶
。

（
2
1
）
　
第
二
次
調
査
会
で
の
審
議
の
た
め
、
地
方
六
団
体
は
、
次
の
よ

　
う
な
地
方
制
度
改
革
案
を
発
表
し
た
。
知
事
会
「
地
方
制
度
改
革
意

　
見
」
（
一
九
五
四
年
九
月
）
、
府
県
議
長
会
「
地
方
制
度
改
革
に
関
す

　
る
意
見
」
（
一
九
五
四
年
九
月
）
。
市
畏
会
「
地
方
制
度
改
革
意
見
」

　
（
一
九
五
四
年
八
月
）
、
市
議
長
会
「
適
州
制
要
綱
」
（
一
九
五
四
年

　
八
月
）
、
町
村
会
「
地
方
制
度
改
革
に
対
す
る
意
見
」
（
一
九
五
四
年

　
九
月
）
、
町
村
議
長
会
「
府
県
制
度
－
道
州
制
に
関
す
る
意
見
」

　
（
一
九
五
四
年
一
一
月
）
。
以
下
の
引
用
は
こ
れ
ら
に
よ
る
。
．

（
2
2
）
　
『
第
二
次
地
方
制
慶
調
査
会
第
七
回
総
会
（
一
九
五
五
年
一
月

　
一
七
日
）
遠
記
録
』
六
四
頁
。

（
2
3
）
　
田
中
二
郎
「
府
県
制
度
の
構
想
」
『
都
市
問
題
』
四
六
巻
五
号
、

　
一
九
五
五
年
、
田
中
『
地
方
制
度
改
革
の
諸
問
題
』
有
僑
堂
、
一
九

　
五
五
年
所
収
、
二
二
七
頁
。

（
2
4
）
　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
五
年
五
月
二
八
日
。

（
蛎
）
　
『
自
治
日
報
』
一
九
五
五
年
八
月
四
日
。

（
2
6
）
　
『
産
経
時
事
新
聞
』
一
九
五
七
年
一
月
二
九
日
。

（
〃
）
　
『
読
売
新
聞
』
一
九
五
七
年
三
月
二
八
日
。

（
2
8
）
　
田
中
二
郎
他
『
府
県
制
度
改
革
批
判
』
有
斐
閣
、

　
　
　
一
員
。

（
2
9
）
　
坂
千
秋
「
地
方
制
に
つ
い
て
」
『
自
治
研
修
』

　
五
八
年
一
月
、
二
六
員
。

一
九
五
七
年
、

四
号
、
一
九

（
3
0
）
　
『
第
二
次
地
方
制
度
調
査
会
第
七
回
総
会
速
記
録
』
、
六
三
頁
。

（
“
）
　
三
好
重
夫
「
『
地
方
』
案
批
判
の
批
判
」
『
自
治
研
究
』
三
四
巻

　
一
号
、
一
九
五
八
年
一
月
、
五
八
頁
。

（
3
2
）
　
坂
前
掲
「
地
方
制
に
つ
い
て
」
二
五
頁
。

（
3
3
）
　
田
中
二
郎
「
『
府
県
統
合
』
案
主
張
の
理
由
」
『
自
治
時
報
』
一

　
〇
巻
二
一
号
、
一
九
五
七
年
一
二
月
、
二
〇
頁
。

（
3
4
）
　
『
産
経
時
事
新
聞
』
一
九
五
七
年
一
〇
月
一
八
圓
。

（
∬
）
　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
七
年
九
月
二
八
日
。

（
3
6
）
　
同
前
一
九
五
八
年
六
月
一
八
日
。

（
η
）
　
山
本
成
美
「
『
地
方
制
』
答
申
そ
の
後
」
『
自
治
春
秋
』
八
巻
二

　
号
、
一
九
五
八
年
二
月
、
二
〇
頁
。

（
3
8
）
　
高
木
鉦
作
「
首
都
制
度
に
関
す
る
二
つ
の
答
申
」
『
都
市
問
題
』

　
五
四
巻
三
号
、
一
九
六
三
年
三
月
、
八
O
貢
。

（
3
9
）
　
岸
目
日
「
地
方
行
政
の
課
題
」
『
自
治
審
秋
』
九
巻
三
号
、
一
九

　
五
九
年
三
月
、
七
貢
。

（
4
0
）
　
塩
田
軍
「
第
一
〇
次
地
方
制
度
調
査
会
の
府
県
合
併
に
関
す
る

　
答
申
に
つ
い
て
」
『
地
方
自
治
』
二
ニ
ハ
号
、
一
九
六
五
年
一
一
月
、

　
三
九
頁
。
塩
田
は
当
時
、
自
治
庁
行
政
課
課
長
補
佐
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橘
犬
学
大
挙
院
博
士
課
程
）
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