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た
だ
し 、
研
究
法
典
に
お
い
て
は 、
高
等
教
育
省
は 、

〉何回自ω

の
評
価
結
果
を
考
慮
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
こ

と 、
ま
た 、
全
国
の
大
学
を
四
群
に
分
け
て
時
期
を
ず
ら
し
て
契
約
期

間
が
進
行
し
－評
倣
も
そ
れ
に
伴
っ
て
順
に
行
っ
た
上
で
〉刷
局何印
に
よ

る
評
価
の
結
果
を
ど
の
よ
う
に
次
期
の
資
源
配
分
に
反
映
す
る
か
が
定

ま
る
こ
と
か
ら 、
実
際
の
運
用
に
関
し
て
は
ま
だ
不
透
明
な
部
分
が
大

き
い
と
さ
れ
て
お
り 、

現
時
点
で
は
今
後
の
実
務
の
展
開
に
待
つ
と
こ

ろ
が
大
き
い
よ
う
で
あ
る 。
上
院
の
報
告
に
よ
れ
ば 、
予
定
さ
れ
て
い

る
新
し
い
予
算
の
算
定
方
法
で
は 、
八
O
%
を
学
生
や
教
員
数
に
基
づ

い
て
配
分
し 、
二
O
%
を
成
果
を
反
映
さ
せ
る
よ
う
で
あ
る 。
し
か
し 、

現
在
は
新
し
い
算
定
方
法
へ
の
移
行
期
で
あ
り 、
し
か
も
四
期
に
ず
ら

し
て
契
約
期
間
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て 、
す
べ
て
の
大
学
に

つ
い
て
指
標
が
そ
ろ
う
ま
で
に
は
時
間
が
か
か
る
よ
う
で
あ
る 。
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行
政
行
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取
消

序

章

一

前

史

二

職
権
取
消
論
の
形
成
（
以
上 、
四∞
巻
八
号）

三

制
限
法
副社
の
論
理
構
造

四
職
権
取
消
論
の
動
揺
（
以
上 、
∞∞
巻
九
号）

五
職
権
取
消
論
の
進
展

終

章
（
以
上 、
本
サ）

五

職
権
取
消
論
の
進
展

一

D

C
R

A

法

｜｜
黙
示
の
承
認
決
定
の
職
権
取
消

前
章
で
確
認
し
た
例
外
の
増
加
に
よ
っ
て
生
じ
た
問
題
へ
の
対
処

は 、
ま
ず 、
立
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た 。
そ
れ
が 、
行
政
と
の
関
係
に

お
け
る
市
民
の
権
利
に
関
す
る
こ
0
0
0
年
四
月一
二
日
の
法
律
（
D

（
陥）

C
R
A

法
）

で
あ
る 。

D

C

R

A

法
は 、
許
認
可
の
申
請
に
対
す
る
行
政
の
沈
黙
に
よ
っ
て

研
究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
臓
機
取
消
さ
て
完）
一一一
九

筑
波
大
学
大
学
院

斉

藤

健

0 
四

（
第
∞∞
巻
第
十
号）

第1：輩 公文書管理法と関係政令の雪崩定経緯
第2章 有識者会議最終報告の検討と

属会における修正
第3意 公文書管理法の逐条解説｛全34条）

D置（
三

・
白
河）良R

黙
示
的
決
定
（
庶n
ED
E
s
－一2
8）
が
な
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
期
間
を 、
従
来
の
四
ヶ
月
聞
か
ら
二
ヶ
月
間
に
変
更
し
（
二一

条 、
二
二
条） 、
ま
た 、
「
黙
示
の
承
認
決
定
（己$
2
8
5
znF
Z
門店n’

n巾
宮阻
まロ）
が
違
法
で
あ
る
場
合 、
行
政
機
関
は 、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
期
間
中 、
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
（
克
己
寄－m
B

腎含
と

と
の
規
定
を
新
た
に
設
け
た
（
二
三
条） 。
取
消
期
間
は 、
「
第
三
者
に

対
す
る
情
報
提
供
の
措
置
（
ヨ
2
5
2
5
巳
R
B
色。ロ）
が
と
ら
れ
た
場

合
に
あ
っ
て
は 、
出
訴
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
（
宮口品伊
豆
町
伝

区
号
5
8ロ
3
8
E
E片庁
長）」
（
Y） 、
「
第
三
者
に
対
す
る
情
報
提
供
の

措
置
が
と
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は 、
決
定
が
な
さ
れ
た
日
か

ら
二
ヶ
月
の
悶」
（
明白） 、
「
行
政
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て

は 、

訴
訟
が
継
続
し
て
い
る
問
（甘
g
e
三
宮
含
芯巾
ι
z・
5∞
S
Rm）」

（
ゲ）
で
あ
る 。

一
O
五



研

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
権
取
消
（一一
了
完）

四
O

な
お 、
「〔
一

九
七
九
年
の
理
由
付
記
法
の
適
用
に
よ
り〕

理
由
を
付
記

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
個
別
的
決
定
は 、

当
事
者
（
胃
3
8
5

Eb
『

g

田
宮）

に
お
い
て 、

陳
述
書
の
提
出
お
よ
び
求
め
が
あ
っ
た
と
き
に
は

口
頭
で
の
意
見
陳
述
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
後 、

こ
れ
を
行
う
も
の

と
す
る
」
（
二
四
条）

と
規
定
さ
れ
た 。

理
由
付
記
法
で
は 、

理
由
付

記
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て 、
「
権
利
形
成
的
行
為
の
取
消
ま

た
は
撤
回」

や
「
許
可
申
請
の
拒
否
処
分」

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
黙

示
の
承
認
決
定
の
職
権
取
消
は 、

申
請
拒
否
処
分
と
い
う
実
質
を
有
す
る
た

め 、

後
者
に
該
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）
。

職
権
取
消
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
D
C
R
A
法
二
三
条
に
つ
い
て

は 、

従
来
の
判
例
と
の
関
係
で
は 、

職
権
取
消
を
一

切
認
め
な
か
っ
た

前
記
エ
l
ヴ
判
決
を
修
正
し
て 、

出
訴
期
間
（
あ
る
い
は
二
ヶ
月
間）

お
よ
び
訴
訟
継
続
中
に
お
け
る
職
権
取
消
を
可
能
と
し
た
こ
と
が
注
目

（
問）

さ
れ
る 。

こ
れ
に
よ
り 、
「
カ
シ
工
夫
人
判
決
の
精
神
へ
の
回
帰」

が

な
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る 。

も
っ
と
も 、
議
会
に
お
い
て 、
回
帰
は 、

適
法
性
（
行
政
の
取
消
権） 、

受
益
者
の
安
定
性 、

第
三
者
の
保
護
と
い

う
諸
要
請
の
調
和
と
し
て
導
か
れ
た
の
で
あ
っ
た 。

ま
ず 、
一

号
で
は 、

取
消
期
間
が
出
訴
期
間
と
さ
れ
た
が 、

こ
れ
は

誰
の
出
訴
期
間
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て 、

特
に
元
老
院
に
お
い
て
議
論

さ
れ
た 。

す
な
わ
ち 、
「
当
該
期
間
を 、

第
三
者
が
処
分
を
訴
訟
に
お

い
て
争
い
う
る
期
間
と
す
る
こ
と
は 、

こ
の
期
間
が
公
表
措
置
の
日
か

る
か
ら 、

期
間
の
長
さ
は
一

号
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
が 、

起
算
点
が

異
な
る
た
め 、

実
際
の
期
間
は
一

号
と
異
な
り
得
る 。

二
号
に
つ
い
て

は 、

公
表
措
置
が
な
い
た
め
に
決
定
の
存
在
を
知
り
得
な
い
第
三
者
に

と
っ
て 、

行
政
が
取
り
消
す
こ
と
の
で
き
る
期
間
が
限
定
さ
れ
て
し
ま

う
と 、

そ
の
期
間
後
は
不
服
申
立
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う

問
題
が
議
論
と
な
り 、

最
後
ま
で
両
院
の
一

致
を
見
な
か
っ
た 。

元
老

院
は 、

第
三
者
保
護
に
配
慮
し
て 、

取
消
期
間
を
決
定
後
四
ヶ
月
間
に

す
る
よ
う
主
張
し
た
が 、

国
民
議
会
で
は 、

第
三
者
は
訴
訟
を
提
起
で

き
る
た
め
権
利
が
守
ら
れ
て
い
る
一

方
で 、

受
益
者
の
法
的
安
定
性
を

害
す
べ
き
で
な
く 、

ま
た
取
消
期
間
を
複
雑
す
べ
き
で
な
い
と
主
張
さ

（
問）れ 、

最
終
的
に 、

当
初
か
ら
決
定
後
二
ヶ
月
間
と
の
提
案
を
し
て
い
た

国
民
議
会
の
案
が
現
行
法
と
な
っ
た 。

そ
し
て 、

こ
れ
に
よ
り 、

立
法

に
お
い
て
も 、

取
消
期
間
と
出
訴
期
間
と
の
分
離
が
実
現
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た 。

し
か
し 、

訴
訟
継
続
中
に
も
職
権
取
消
を
認
め
る
三
号
に
つ
い
て

は 、
「
法
状
態
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
よ
り
迅
速
な
解
決
〔
す
な
わ
ち
職

権
取
消〕

が
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

訴
訟
手
続

を
最
後
ま
で
続
け
さ
せ
る
こ
と
は
無
駄
で
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る」
（
元

（
附）

老
院）

と
い
う
よ
う
に 、

裁
判
の
先
回
り
と
し
て
の
職
権
取
消
と
い
う

従
来
の
議
論
が
踏
襲
さ
れ
た
（
国
民
議
会
も
こ
れ
に
賛
同
し
た）
o

そ
の

結
果 、

二
号
に
お
い
て
公
表
措
置
が
な
い
場
合
の
取
消
期
間
が
二
ヶ
月

研

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
権
取
消
（
三
・

完）

四

（
第
四∞
巻

第
十
号）

一

O
六

ら
算
定
さ
れ
る
た
め 、

そ
の
よ
う
な
措
置
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に

は
職
権
取
消
を
い
つ
ま
で
も
可
能
に
し
て
し
ま
う
こ
と
か
ら 、
〔
行
政

と
市
民
と
の
関
係
の
改
善
と
い
う
法
案
の
目
的〕

と
は
一

致
し
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る 。

も
っ
と
も 、

職
権
取
消
権
を
処
分
の
受
益
者
に
と
っ

て
の
出
訴
期
間
の
み
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
は 、

全
く
公
表
が
な
い
場
合

に
は 、

第
三
者
の
権
利
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る 。

と
い
う
の
も 、

第
三
者
は
訴
訟
を
提
起
す
る
し
か
な
く
な
っ
て
し

ま
い 、

名
宛
人
へ
の
通
知
か
ら
二
ヶ
月
が
経
過
し
た
後
に
は 、

処
分
の

取
消
を
〔
行
政
に
対
し
て〕

要
求
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
」 。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら 、

元
老
院
に
お
い
て
は 、

第
三
者
を
犠
牲

に
す
る
こ
と
な
く 、

そ
れ
で
い
て
受
益
者
の
地
位
を
不
安
定
に
し
な
い

よ
う
に 、

出
訴
期
間
が
確
実
に
進
行
を
開
始
す
る
た
め
の
対
処
が
提
案

さ
れ
た 。

す
な
わ
ち 、

第
三
者
へ
の
情
報
提
供
が
実
際
に
な
さ
れ
た
か

否
か
に
よ
っ
て
取
消
期
間
を
区
別
し
て 、

な
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て

は 、

取
消
期
間
を
「
第
三
者
の
出
訴
期
間
内」

と
す
る
よ
う
提
案
し
た

（
問）

の
で
あ
る 。

国
民
議
会
も
こ
れ
を
受
け
入
れ 、

た
だ 、
「
第
三
者」

と

明
示
す
る
必
要
は
な
い
と
の
修
正
を
し
た
上
で 、

現
行
法
と
な
る
に
至

っ
た 。次

に 、

二
号
で
は 、

公
表
措
置
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
対
処
す

べ
く 、

黙
示
的
決
定
が
な
さ
れ
た
時
点
を
起
算
点
と
す
る
二
ヶ
月
の
取

消
期
間
が
設
定
さ
れ
た 。

フ
ラ
ン
ス
で
は
出
訴
期
間
は
二
ヶ
月
間
で
あ

に
限
定
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

第
三
者
が
出
訴
期
間
内
に
訴
訟
を

提
起
し
さ
え
す
れ
ば 、

決
定
か
ら
二
ヶ
月
後
で
も
職
権
取
消
は
可
能
と

（
削）

な
っ
て
し
ま
っ
た
（
裁
判
所
も
こ
の
こ
と
を
認
め
た） o

そ
の
た
め 、

二

号
の
規
定
は
「
無
駄

音
色
P
R巾
こ

で
あ
り

「
虚
構
（〈
三口
巴）
」

に

（
閉山）

過
ぎ
な
い
と
の
評
価
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
当
然
で
あ
ろ
う 。

ま
た
理
論

上
も 、

三
号
に
お
け
る
裁
判
の
先
回
り
と
い
う
論
拠
は 、

二
号
が
取
消

期
間
と
出
訴
期
間
を
分
離
し
た
こ
と
と
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る 。

な
お 、

不
服
・申
立
に
つ
い
て
は 、

取
消
期
間
の
期
開
設
定
と
の
関
連

で
議
論
さ
れ
た
が 、

明
確
な
規
定
は
置
か
れ
な
か
っ
た
た
め 、
一

号
に

つ
い
て
は 、

不
服
申
立
は
出
訴
期
間
の
進
行
を
中
断
す
る
た
め
取
消
期

間
も
延
長
す
る
の
か 、
コ一
号
に
つ
い
て
は 、
「
行
政
訴
訟」

に
は
不
服

申
立
も
含
ま
れ
る
の
か 、

と
い
っ
た
唆
昧
な
点
を
残
し
て
お
り 、

判
例

の
立
場
も
定
か
で
な
い

。

以
上
の
よ
う
に 、

D
C
R
A
法
二
コ一
条
は 、

受
益
者
の
地
位
の
安
定

性
と
第
三
者
保
護
と
を
考
慮
し
て 、

行
政
の
取
消
権
に
つ
い
て
の
法
理

を
修
正
し
た 。

た
だ 、

公
表
措
置
の
有
無
に
よ
っ
て
取
消
期
間
を
分
け

る
と
い
う
工
夫
が
な
さ
れ
た
だ
け
で 、

基
本
的
に
は
カ
シ
エ
夫
人
判
決

が
示
し
た
法
理
を
踏
襲
し
て
い
る
点
で 、
「
ほ
ほ
一

世
紀
を
経
た
慣
習

（
問）

の
機
械
的
な
参
照
」

に
留
ま
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る 。

こ
の
こ
と

は 、

特
に
二
三
条
二
号
を
め
ぐ
る
議
会
で
の
議
論
か
ら
分
か
る
よ
う

（
第
∞∞
巻

第
十
号）

。

七
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唱、
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四
O

な
お 、
「〔
一

九
七
九
年
の
理
由
付
記
法
の
適
用
に
よ
り〕

理
由
を
付
記

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
個
別
的
決
定
は 、

当
事
者
（
胃
3
8
5

Eb
『

g

田
宮）

に
お
い
て 、

陳
述
書
の
提
出
お
よ
び
求
め
が
あ
っ
た
と
き
に
は

口
頭
で
の
意
見
陳
述
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
後 、

こ
れ
を
行
う
も
の

と
す
る
」
（
二
四
条）

と
規
定
さ
れ
た 。

理
由
付
記
法
で
は 、

理
由
付

記
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て 、
「
権
利
形
成
的
行
為
の
取
消
ま

た
は
撤
回」

や
「
許
可
申
請
の
拒
否
処
分」

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
黙

示
の
承
認
決
定
の
職
権
取
消
は 、

申
請
拒
否
処
分
と
い
う
実
質
を
有
す
る
た

め 、

後
者
に
該
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）
。

職
権
取
消
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
D
C
R
A
法
二
三
条
に
つ
い
て

は 、

従
来
の
判
例
と
の
関
係
で
は 、

職
権
取
消
を
一

切
認
め
な
か
っ
た

前
記
エ
l
ヴ
判
決
を
修
正
し
て 、

出
訴
期
間
（
あ
る
い
は
二
ヶ
月
間）

お
よ
び
訴
訟
継
続
中
に
お
け
る
職
権
取
消
を
可
能
と
し
た
こ
と
が
注
目

（
問）

さ
れ
る 。

こ
れ
に
よ
り 、
「
カ
シ
工
夫
人
判
決
の
精
神
へ
の
回
帰」

が

な
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る 。

も
っ
と
も 、
議
会
に
お
い
て 、
回
帰
は 、

適
法
性
（
行
政
の
取
消
権） 、

受
益
者
の
安
定
性 、

第
三
者
の
保
護
と
い

う
諸
要
請
の
調
和
と
し
て
導
か
れ
た
の
で
あ
っ
た 。

ま
ず 、
一

号
で
は 、

取
消
期
間
が
出
訴
期
間
と
さ
れ
た
が 、

こ
れ
は

誰
の
出
訴
期
間
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て 、

特
に
元
老
院
に
お
い
て
議
論

さ
れ
た 。

す
な
わ
ち 、
「
当
該
期
間
を 、

第
三
者
が
処
分
を
訴
訟
に
お

い
て
争
い
う
る
期
間
と
す
る
こ
と
は 、

こ
の
期
間
が
公
表
措
置
の
日
か

る
か
ら 、

期
間
の
長
さ
は
一

号
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
が 、

起
算
点
が

異
な
る
た
め 、

実
際
の
期
間
は
一

号
と
異
な
り
得
る 。

二
号
に
つ
い
て

は 、

公
表
措
置
が
な
い
た
め
に
決
定
の
存
在
を
知
り
得
な
い
第
三
者
に

と
っ
て 、

行
政
が
取
り
消
す
こ
と
の
で
き
る
期
間
が
限
定
さ
れ
て
し
ま

う
と 、

そ
の
期
間
後
は
不
服
申
立
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う

問
題
が
議
論
と
な
り 、

最
後
ま
で
両
院
の
一

致
を
見
な
か
っ
た 。

元
老

院
は 、

第
三
者
保
護
に
配
慮
し
て 、

取
消
期
間
を
決
定
後
四
ヶ
月
間
に

す
る
よ
う
主
張
し
た
が 、

国
民
議
会
で
は 、

第
三
者
は
訴
訟
を
提
起
で

き
る
た
め
権
利
が
守
ら
れ
て
い
る
一

方
で 、

受
益
者
の
法
的
安
定
性
を

害
す
べ
き
で
な
く 、

ま
た
取
消
期
間
を
複
雑
す
べ
き
で
な
い
と
主
張
さ

（
問）れ 、

最
終
的
に 、

当
初
か
ら
決
定
後
二
ヶ
月
間
と
の
提
案
を
し
て
い
た

国
民
議
会
の
案
が
現
行
法
と
な
っ
た 。

そ
し
て 、

こ
れ
に
よ
り 、

立
法

に
お
い
て
も 、

取
消
期
間
と
出
訴
期
間
と
の
分
離
が
実
現
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た 。

し
か
し 、

訴
訟
継
続
中
に
も
職
権
取
消
を
認
め
る
三
号
に
つ
い
て

は 、
「
法
状
態
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
よ
り
迅
速
な
解
決
〔
す
な
わ
ち
職

権
取
消〕

が
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

訴
訟
手
続

を
最
後
ま
で
続
け
さ
せ
る
こ
と
は
無
駄
で
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る」
（
元

（
附）

老
院）

と
い
う
よ
う
に 、

裁
判
の
先
回
り
と
し
て
の
職
権
取
消
と
い
う

従
来
の
議
論
が
踏
襲
さ
れ
た
（
国
民
議
会
も
こ
れ
に
賛
同
し
た）
o

そ
の

結
果 、

二
号
に
お
い
て
公
表
措
置
が
な
い
場
合
の
取
消
期
間
が
二
ヶ
月

研

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
権
取
消
（
三
・

完）

四

（
第
四∞
巻

第
十
号）

一

O
六

ら
算
定
さ
れ
る
た
め 、

そ
の
よ
う
な
措
置
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に

は
職
権
取
消
を
い
つ
ま
で
も
可
能
に
し
て
し
ま
う
こ
と
か
ら 、
〔
行
政

と
市
民
と
の
関
係
の
改
善
と
い
う
法
案
の
目
的〕

と
は
一

致
し
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る 。

も
っ
と
も 、

職
権
取
消
権
を
処
分
の
受
益
者
に
と
っ

て
の
出
訴
期
間
の
み
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
は 、

全
く
公
表
が
な
い
場
合

に
は 、

第
三
者
の
権
利
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る 。

と
い
う
の
も 、

第
三
者
は
訴
訟
を
提
起
す
る
し
か
な
く
な
っ
て
し

ま
い 、

名
宛
人
へ
の
通
知
か
ら
二
ヶ
月
が
経
過
し
た
後
に
は 、

処
分
の

取
消
を
〔
行
政
に
対
し
て〕

要
求
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
」 。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら 、

元
老
院
に
お
い
て
は 、

第
三
者
を
犠
牲

に
す
る
こ
と
な
く 、

そ
れ
で
い
て
受
益
者
の
地
位
を
不
安
定
に
し
な
い

よ
う
に 、

出
訴
期
間
が
確
実
に
進
行
を
開
始
す
る
た
め
の
対
処
が
提
案

さ
れ
た 。

す
な
わ
ち 、

第
三
者
へ
の
情
報
提
供
が
実
際
に
な
さ
れ
た
か

否
か
に
よ
っ
て
取
消
期
間
を
区
別
し
て 、

な
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て

は 、

取
消
期
間
を
「
第
三
者
の
出
訴
期
間
内」

と
す
る
よ
う
提
案
し
た

（
問）

の
で
あ
る 。

国
民
議
会
も
こ
れ
を
受
け
入
れ 、

た
だ 、
「
第
三
者」

と

明
示
す
る
必
要
は
な
い
と
の
修
正
を
し
た
上
で 、

現
行
法
と
な
る
に
至

っ
た 。次

に 、

二
号
で
は 、

公
表
措
置
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
対
処
す

べ
く 、

黙
示
的
決
定
が
な
さ
れ
た
時
点
を
起
算
点
と
す
る
二
ヶ
月
の
取

消
期
間
が
設
定
さ
れ
た 。

フ
ラ
ン
ス
で
は
出
訴
期
間
は
二
ヶ
月
間
で
あ

に
限
定
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

第
三
者
が
出
訴
期
間
内
に
訴
訟
を

提
起
し
さ
え
す
れ
ば 、

決
定
か
ら
二
ヶ
月
後
で
も
職
権
取
消
は
可
能
と

（
削）

な
っ
て
し
ま
っ
た
（
裁
判
所
も
こ
の
こ
と
を
認
め
た） o

そ
の
た
め 、

二

号
の
規
定
は
「
無
駄

音
色
P
R巾
こ

で
あ
り

「
虚
構
（〈
三口
巴）
」

に

（
閉山）

過
ぎ
な
い
と
の
評
価
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
当
然
で
あ
ろ
う 。

ま
た
理
論

上
も 、

三
号
に
お
け
る
裁
判
の
先
回
り
と
い
う
論
拠
は 、

二
号
が
取
消

期
間
と
出
訴
期
間
を
分
離
し
た
こ
と
と
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る 。

な
お 、

不
服
・申
立
に
つ
い
て
は 、

取
消
期
間
の
期
開
設
定
と
の
関
連

で
議
論
さ
れ
た
が 、

明
確
な
規
定
は
置
か
れ
な
か
っ
た
た
め 、
一

号
に

つ
い
て
は 、

不
服
申
立
は
出
訴
期
間
の
進
行
を
中
断
す
る
た
め
取
消
期

間
も
延
長
す
る
の
か 、
コ一
号
に
つ
い
て
は 、
「
行
政
訴
訟」

に
は
不
服

申
立
も
含
ま
れ
る
の
か 、

と
い
っ
た
唆
昧
な
点
を
残
し
て
お
り 、

判
例

の
立
場
も
定
か
で
な
い

。

以
上
の
よ
う
に 、

D
C
R
A
法
二
コ一
条
は 、

受
益
者
の
地
位
の
安
定

性
と
第
三
者
保
護
と
を
考
慮
し
て 、

行
政
の
取
消
権
に
つ
い
て
の
法
理

を
修
正
し
た 。

た
だ 、

公
表
措
置
の
有
無
に
よ
っ
て
取
消
期
間
を
分
け

る
と
い
う
工
夫
が
な
さ
れ
た
だ
け
で 、

基
本
的
に
は
カ
シ
エ
夫
人
判
決

が
示
し
た
法
理
を
踏
襲
し
て
い
る
点
で 、
「
ほ
ほ
一

世
紀
を
経
た
慣
習

（
問）

の
機
械
的
な
参
照
」

に
留
ま
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る 。

こ
の
こ
と

は 、

特
に
二
三
条
二
号
を
め
ぐ
る
議
会
で
の
議
論
か
ら
分
か
る
よ
う

（
第
∞∞
巻

第
十
号）

。

七

‘ 
、 ， 

、

‘ 
． 

、

‘ 



研

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
権
取
消
（
三
・
完
）
四
二

に
、
第
三
者
保
護
の
問
題
が
容
易
に
は
解
決
し
が
た
い
と
い
う
こ
と
を

暗
示
し
て
い
る
。
ま
た
他
方
で
、
公
表
措
置
の
有
無
お
よ
び
訴
訟
提
起

の
有
無
を
境
に
し
て
取
消
期
間
が
異
な
る
観
点
（

一
号
で
は
第
三
者
保

護
、
二
号
で
は
受
益
者
の
安
定
性
、
三
号
で
は
裁
判
の
先
回
り
）
か
ら
設
定

さ
れ
て
い
る
点
で
、
職
権
取
消
の
性
質
に
錯
綜
が
生
じ
て
も
い
る
。
偶

然
か
必
然
か
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
独
自
の
途
を
選
ぶ
こ
と
に
な

る
。

テ
ル
ノ
ン
判
決
｜
｜
明
示
的
決
定
の
職
権
取
消

二
O
O
一
年
、

二一

世
紀
最
初
の
重
要
判
決
（
向
日
邑
国
号
合
）
で
あ

（似）

る
テ
ル
ノ
ン
判
決
に
よ
っ
て
、
明
示
的
決
定
の
職
権
取
消
に
関
す
る
判

例
が
変
更
さ
れ
る
。
事
案
は
、
公
務
員
の
任
官
決
定
を
五
年
後
に
取
り

消
し
た
こ
と
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
関
の
事
情
は
、
地
方

公
務
員
制
度
改
革
と
分
権
改
革
の
影
響
の
た
め
に
、
非
常
に
複
雑
で
あ

っ
た
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
判
例
変
更
に
踏
み
切
っ
た
実
際
上
の
動

機
に
は
、
事
実
関
係
が
あ
ま
り
に
複
雑
で
あ
っ
た
こ
と
も
無
関
係
で
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

付
事
案
の
概
要

原
告
の
テ
ル
ノ
ン
氏
は
、
国
立
工
学
院
卒
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
で
あ
り
、

技
師
博
士
号
も
有
し
て
い
た
。
一

九
八
二
年
二
一
月
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク

．
ル
シ
オ
ン
州
の
公
施
設
法
人
に
特
任
職
員

（
円
『
同
党
常

E
Z
S）

と
し
て
契
約
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
。
一

九
八
三一
年

一二
月
に
は
、
州
議

（第
∞∞
巻

第
十
号）

0 
／＼、

会
が
議
決
し
た
州
職
員
の
身
分
規
程
に
関
す
る
枠
組
み
に
基
づ
き
、
議

会
の
議
長
に
よ
っ
て
、
正
規
職
員
で
あ
る
州
の
第
一
級
行
政
職
（
白

EI

（
山
間
）

sbzmHO口
問
］
号
司
「
巾

E
e
d
n－出回国内
）
に
任
官
（
E
E－E
g
E
Cと
さ

れ

た
。
こ
の
任
官
は
、
地
方
公
務
員
の
身
分
規
程
を
定
め
る

一
九
八
四
年

一
月
二
六
日
の
法
律
（
公
務
員
制
度
改
革
の

一
環
を
な
す
法
律
）
が
、
一

二
六
条
か
ら

二
二
五
条
に
お
い
て
、
非
正
規
職
員
の
正
規
化
の
制
度
を

設
け
た
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

「・

：
：
非
正
規

職
員
は
、
同
種
の
職
に
欠
員
が
あ
り
、
ま
た
は
、
同
種
の
職
が
地
方
公

共
間
体
ま
た
は
公
施
設
法
人
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
る
場
合
、
請
求
に
基

づ
き
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
と
き
、
任
官
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」

（一

二
六
条
）
。
任
官
の
た
め
の
要
件
は
、
法
律
公
布
の
時
点
で
職
に
就

い
て
い
る
こ
と
、
任
官
申
請
の
時
点
で
当
該
職
の
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
で

の
二
年
間
に
相
当
す
る
勤
務
期
間
が
あ
る
こ
と
等
と
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
テ
ル
ノ
ン
氏
の
任
官
の
根
拠
で
あ
っ
た
州
職
員
の
身
分

規
程
は
、
上
記

一
九
八
四
年
の
法
律
の
公
布
以
前
に
定
め
ら
れ
た
た

め、

違
法
で
あ
っ
た
。
一

九
八
二
年
の
分
権
改
革
に
よ
っ
て
自
治
体
の

事
務
に
対
す
る
国
家
代
理
人
た
る
知
事
の
後
見
的
殴
督
権
（
取
消
権
を

含
む
）
が
廃
止
さ
れ
た
た
め
、
新
た
な
関
与
の
仕
組
み
に
従
い
、
知
事

は
身
分
規
程
の
取
消
訴
訟
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
、

一
九
八
四
年
に
取
消

判
決
が
下
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
翌
年
に
新
た
に
制
定
さ
れ
た
暫
定
的

な
身
分
規
程
に
基
づ
き
、

一
九
八
六
年

一
月
に
再
び
任
官
が
な
さ
れ
た



が
、
こ
の
任
官
も
知
事
の
提
訴
に
よ
り
、
同
年
に
裁
判
で
取
り
消
さ
れ

（胤）た
。こ

う
し
て
任
官
が
裁
判
上
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
テ
ル
ノ
ン
氏

は
当
初
の
契
約
職
員
と
な
っ
た
。
一

九
八
六
年
の
選
挙
後
に
新
た
に
就

任
し
た
州
議
会
の
議
長
は
テ
ル
ノ
ン
氏
の
職
を
廃
止
す
る
こ
と
に
し
た

た
め
、
契
約
期
間
の
満
了
に
よ
っ
て
一
九
八
七
年
に
解
雇
さ
れ
る
が
、

上
記
一
九
八
四
年
法
の

一
三
六
条
が
定
め
る
解
雇
事
由
（
職
務
遂
行
上

の
支
障
ま
た
は
懲
戒
上
の
理
由
）
に
は
該
当
し
て
い
な
い
と
し
て
、
同
年

（閉山）

に
違
法
で
あ
る
と
の
判
決
が
下
さ
れ
た
た
め
、

一
九
八
七
年
に
復
職
決

定
が
な
さ
れ
た
。
た
だ
、
職
務
が
与
え
ら
れ
ず
辞
職
を
強
い
ら
れ
た
こ

と
も
あ
り
、
テ
ル
ノ
ン
氏
は

一
九
八
三一
年
の
任
官
に
基
づ
く
正
規
職
員

の
身
分
を
認
め
る
よ
う
任
命
権
者
で
あ
る
議
長
に
求
め
た
が
、

一
九
八

八
年
に
拒
否
さ
れ
た
た
め
そ
の
取
消
訴
訟
を
提
起
し
た
。
こ
の
訴
訟

が
、
本
件
テ
ル
ノ
ン
事
件
で
あ
る
。
な
お
、
係
争
中
、
テ
ル
ノ
ン
氏
は
、

（胤）

一
雇
用
主
を
批
判
し
た
こ
と
が
慎
重
義
務
（
CE
拓国

E
B
号
芯
R
2巾
）
に

反
す
る
と
し
て
、

一
九
九

一
年
に
解
雇
さ
れ
た
。

（削）

原
審
の
ボ
ル
ド
ー
行
政
控
訴
院
は
、
一
九
八
七
年
の
復
職
決
定
は

一

九
八
三
年
の
任
官
を
黙
示
的
に
取
り
消
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
既

に
復
職
決
定
の
出
訴
期
間
は
経
過
し
て
い
る
た
め
任
官
決
定
を
援
用
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
請
求
を
棄
却
し
た
。
だ
が
、
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、
原
審
を
斥
け
、

一
九
八
三
年
の
任
官
は
、
復
職
決
定
で

研

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
権
取
消
（
一二

・
完
）
四
三

は
な
く
一
九
八
八
年
の
任
官
拒
否
決
定
に
よ
っ
て
黙
示
的
に
取
り
消
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
こ
う
し
て
、
約
五
年
後
の
職
権
取
消

の
適
法
性
が
争
点
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
件
に
お
い
て
、

一
九
八
三
年
の
任
官
は
、
そ
の
根
拠
で
あ
る
身
分

規
程
が
裁
判
上
取
り
消
さ
れ
た
た
め
に
、
違
法
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、

任
官
自
体
は
行
政
上
も
裁
判
上
も
明
示
的
に
は
取
り
消
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。
そ
し
て
、
身
分
規
程
を
定
め
た
州
議
会
の
議
決
は
行
政
立
法
の

性
質
を
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
行
政
立
法
の
取
消
判
決
は
、
そ
れ
に
基

づ
き
な
さ
れ
た
個
別
処
分
に
対
す
る
出
訴
期
間
が
経
過
し
た
場
合
に
は

（削）

当
該
個
別
処
分
に
は
影
響
し
な
い
と
い
う
の
が
判
例
で
あ
る
た
め
、
任

官
は
な
お
有
効
な
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
公
務
員
の
任
官
に

対
し
て
は
、
利
害
関
係
の
あ
る
他
の
公
務
員
に
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ

て
お
り
、
ま
た
、
本
件
に
お
い
て
テ
ル
ノ
ン
氏
の
任
官
は
公
告
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
た
め
、
第
三
者
の
出
訴
期
間
は
経
過
し
て
お
ら
ず
、
し
た

が
っ
て
、
ヵ
シ
エ
夫
人
判
決
・
パ
ニ
ュ

l
市
判
決
を
適
用
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
五
年
後
で
あ
っ
て
も
職
権
取
消
は
適
法
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

こ
で
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
判
例
を
変
更
し
て
、
次
の
よ
う
な
原
則

判
決
を
下
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
件
の
職
権
取
消
を
違
法
で
あ
る
と
判

断
し
た
の
で
あ
っ
た
。

口

判

旨

「反
対
の
法
律
ま
た
は
行
政
立
法
の
規
定
が
な
い
限
り
、

ま
た
、
受

（第∞∞
巻

第

十
号）

0 
7L 



研

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
権
取
消
（
三
・
完
）
四
四

益
者
の
請
求
に
応
じ
る
場
合
を
除
い
て
、
行
政
は
、
明
示
の
個
別
的
な

権
利
形
成
的
決
定
が
違
法
で
あ
る
と
し
て
も
、

当
該
決
定
が
な
さ
れ
た

後
四
ヶ
月
の
間
し
か
、
当
該
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い

（
明
白
己
的
芯
凹
巾
「
〈
巾
島
巾
店
名

3
5
0ロ
田
広
岡
町

E
江
戸
、
巾
由

C
E
忍
同
町
日
巾
ロ

s－「
巾
田
円
。
ロ
可
包
B

B
夕
刊
門
｝

dog－
m
n問団
D
E
戸
市
田

Z
由
民
田

E
E
E口
町

号

B
S向日四

E
Z思
白
色
包
「

m
L
．

包
ヨ
一
三
回
可
丘
一
D
D
ロ
巾
官
三
「
巾
巴
「
巾
『
口
口
問
診
巳
∞
一
己
口
一
口
丘
三
島
戸
色
町
巾
同
日
】
］

E
z

n
H
i
b
白
丹
江
円
巾
巳
由
巳
「
C
昨
∞
－
回
』
巾
＝
巾
巾
閉
門
口
］
内
山
間
同
－

mr
【
同
己
巾
色
白
ロ
∞
－
巾
門
日
早
－
白
－
門
田
巾
』
＝
曲
一
［
H
d
w

H
H
5
－
∞
師
三
〈
田
口
門

］白
U
H
－
－
団
内
巳
巾
円

2
H巾
島
内
山
円
一
位
。
ロ
）
」。

臼

判

決

内

容

判
決
の
評
価
は
次
節
で
行
う
こ
と
と
し
て
、
以
下
で
は
、
テ
ル
ノ
ン

判
決
が
示
し
た
法
理
の
内
容
を
整
理
す
る
。

ま
ず
、
従
来
の
判
例
を
維
持
し
て
い
る
部
分
も
多
い
。
取
消
事
由
が

違
法
性
に
限
ら
れ
る
点
に
変
更
は
な
く
、
ま
た
、
法
理
の
対
象
に
も
変

更
は
な
い
が
、
対
象
と
な
る
の
は
「
明
示
の
」
「
個
別
的
な
」
「
権
利
形

成
的
」
行
為
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
黙
示
的
決

定
は
対
象
外
で
あ
り
、
な
お
も
D
C
R
A法
二
三
条
が
適
用
さ
れ
る
。

一
般
的
決
定
つ
ま
り
行
政
立
法
も
対
象
外
で
あ
り
、
行
政
立
法
の
維
持

に
対
す
る
権
利
は
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
常
に
撤
回
（
改
正
や
廃
止
）

（

則

）

し
得
る
と
と
も
に
、
従
来
か
ら
の
判
例
に
よ
れ
ば
、

「
確
定
し
て
い
る

と
し
て
も
違
法
な
行
政
立
法
の
法
文
を
適
用
し
な
い
こ
と
は
行
政
機
関

の
責
務
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
違
法
は
、
個
別
的
決
定
に
関
す
る
訴
訟

（第四
∞巻

第
十
号
）

。

の
場
合
に
は
い
つ
で
も
全
て
の
利
害
関
係
者
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ

得
る
が
、
行
政
機
関
は
、
行
政
立
法
は
将
来
に
対
し
て
の
み
規
定
す
る

と
い
う
原
則
に
反
す
る
こ
と
を
授
権
す
る
法
律
規
定
が
な
い
場
合
に

は
、
違
法
な
法
文
の
取
消
を
な
す
時
点
で
出
訴
期
間
が
経
過
し
て
お
ら

ず
、
ま
た
は
、
出
訴
期
間
内
に
不
服
申
立
か
訴
訟
の
対
象
と
な
っ
た
の

で
な
け
れ
ば
、
当
該
法
文
を
適
法
に
は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な

い
」。
非
権
利
形
成
的
行
為
に
つ
い
て
も
対
象
外
で
あ
る
。
な
お
、
黙

一
不
の
拒
否
決
定
が
例
外
的
に
第
三
者
に
対
し
て
権
利
を
形
成
す
る
場

（
剛
山
）

合
が
残
る
が
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
テ
ル
ノ
ン
判
決
後
も
、
そ
の

（
刷
出
）

職
権
取
消
は
出
訴
期
間
内
に
限
り
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
（
カ

シ
エ
夫
人
判
決
の
維
持）
0

こ
れ
に
対
し
て
、
テ
ル
ノ
ン
判
決
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
点
と
し
て

は
、
第

一
に
、
取
消
期
間
が
、
出
訴
期
間
お
よ
び
訴
訟
継
続
中
か
ら
、

決
定
後
四
ヶ
月
間
の
み
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

「
コ
ン
セ
イ
ヱ

・
デ
タ
は
、

一
方
で
、
行
政
が
前
言
を
翻
す
た
め
に
は
十
分
長
い
時

間
、
国
民
の
保
護
に
と
っ
て
は
十
分
短
い
時
間
と
な
る
よ
う
に
し
て
お

り
、
他
方
で
、
出
訴
期
間
は
取
消
期
間
と
全
く
異
な
る
た
め
、
訴
訟
と

（

則

）

職
権
取
消
と
の
断
絶
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
」
o

後
述
の
通
り
、

後
者
の
点
で
、
取
消
期
間
の
変
更
に
は
原
理
的
意
義
が
潜
ん
で
い
る
と

解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
二
に
、
凶
ヶ
月
と
い
う
取
消
期
間
は

一
見
す
る
と
出
訴
期
間
（
二



ヶ
月
）
に
比
し
て
伸
長
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
、
起
算
点
が
決
定
時

と
さ
れ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
通
知
・
公
告
や
教
示

の
悌
怠
に
よ
っ
て
出
訴
期
間
が
進
行
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、
こ
れ
と

は
無
関
係
に
、
取
消
期
間
は
決
定
が
な
さ
れ
た
時
点
か
ら
進
行
す
る
た

め
、
取
消
期
間
が
確
実
に
進
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

第
三
者
の
出
訴
期
間
内
に
お
け
る

（
事
実
上
無
期
限
の
）
職
権
取
消
を

認
め
た
パ
ニ
ュ

l
市
判
決
が
変
更
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
テ
ル

ノ
ン
判
決
は
取
消
期
間
を
短
縮
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
権
利
形
成
的
行
為
の
決
定
時
と
は
、
そ
の
効
力
発
生
の
時
点

で
も
あ
る
署
名
時

（印応
E
E
B）
で
あ
る
。
不
利
議
処
分
に
つ
い
て
は

通
知
に
よ
っ
て
対
抗
可
能
に
な
り
名
宛
人
に
対
す
る
効
力
が
発
生
す
る

が
、
権
利
形
成
的
行
為
に
つ
い
て
は
、
行
政
が
対
抗
可
能
で
あ
る
必
要

は
な
い
た
め
、
決
定
さ
れ
た
時
点
か
ら
効
力
が
生
じ
る
と
解
さ
れ
て
い

（陥
）

る
。
そ
し
て
、
権
利
形
成
的
行
為
が
違
法
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
行
政

（胤
）

は
取
り
消
さ
な
い
限
り
適
用
義
務
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
テ
ル
ノ
ン

判
決
以
後
、
権
利
形
成
的
行
為
は
署
名
に
よ
り
効
力
が
発
生
す
る
と
同

時
に
取
消
期
間
も
進
行
し
始
め
る
こ
と
と
な
り
、
し
か
も
、
そ
の
変
更

も
短
期
間
で
し
か
認
め
ら
れ
ず
、
行
政
に
は

一
貫
し
た
立
場
が
厳
格
に

要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
取
消
期
間
が
進
行
し
て
い
な
い
事
態
を
回
避
す
る
工
夫

は
、
黙
示
の
承
認
決
定
の
職
権
取
消
に
関
す
る

D
C
R
A法
で
も
見
ら

研

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
験
機
取
消
（
三
・
完
）
四
五 れ

た
が
（
取
消
期
間
の
起
算
点
は
、
第
三
者
へ
の
情
報
提
供
が
な
さ
れ
た
時

点
、
そ
れ
が
な
い
場
合
に
は
決
定
時
）、
こ
れ
と
は
異
な
り
、
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、
取
消
期
間
を
四
ヶ
月
間
と
し
、
起
算
点
を

一
律
に
決
定

時
と
し
た
。
立
法
者
の
判
断
と
の
相
違
は
、
も
う

一
つ
あ
る
。

そ
れ
は
第
三
の
変
更
点
で
も
あ
り
、
テ
ル
ノ
ン
判
決
は
、
取
消
期
間

の
延
長
を
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
テ
ル
ノ
ン
判
決
後
に
お

い
て
、
コ

ン
セ
イ
ユ

・
デ
タ
は
、

一
般
的
な
判
示
で
は
な
い
が
、
原
処

分
に
対
し
て
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
た
状
況
で
行
政
が
取
り
消
し
た
事

案
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
決
定
か
ら
四
ヶ
月
間
し
か
職
権
取
消

（問
）

を
な
し
得
な
い
と
判
断
し
た
。
不
服
申
立
に
つ
い
て
も
、

「反
対
の
法

律
ま
た
は
行
政
立
法
の
規
定
が
な
い
場
合
、
ま
た
、

自
身
の
職
務
で
あ

る
適
法
性
の
統
制
を
行
う
た
め
に
、
国
家
代
理
人

〔知
事〕

は
：
：
：
普

通
法
の
条
件
で
な
さ
れ
る
不
服
申
立
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
事
情
に
か
か
わ
ら
ず
、
市

・
県

・
州
・

市
広
域
公
施
設
法
人
に
よ

っ

て
な
さ
れ
た
明
示
の
個
別
的
な
権
利
形
成
的
決
定
は
、

違
法
で
あ
る
と

し
て
も
、
：
：
：
当
該
決
定
が
な
さ
れ
た
後
四
ヶ
月
の
関
し
か
、
こ
れ
を

（鴎）

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
判
断
さ
れ
た
。

最
後
に
、
テ
ル
ノ
ン
判
決
が
示
し
て
い
る
取
消
制
限
に
対
す
る
二
つ

の
例
外
は
、
従
来
か
ら
認
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
一

つ
は
、
取

消
事
由
や
取
消
期
間
に
関
す
る
特
別
の
法
令
規
定
が
あ
る
場
合
で
あ

る
。
例
え
ば
、
都
市
計
画
法
典

（
P
号
号
店
号
S
5
5）
に
よ
れ
ば
、

（第
四∞
巻

第
十
号）



研

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
権
取
消
（
一一
了
完
）
四
六

「
建
築
、
改
築
及
び
解
体
の
明
示
又
は
黙
示
の
許
可
の
取
消
は
、
当
該

許
可
が
違
法
で
あ
り
、
か
っ
、
決
定
日
か
ら
三
ヶ
月
以
内
に
お
い
て
の

み
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」（
L
凶
二
四
｜
五
条
）

0

退
職
文
官

及
び
軍
人
年
金
法
典
（

na巾
且

g
ヨ
5
5
2
2
£
2
2
自
己

E
Z∞
島
市

54

5
一
互
に
よ
れ
ば
、
年
金
お
よ
び
廃
疾
終
身
年
金
は
、

「法
の
過
誤
の

場
合
に
は
、
年
金
ま
た
は
終
身
年
金
の
最
初
の
受
給
決
定
の
通
知
か
ら

一
年
の
間
」
、
改
定
ま
た
は
廃
止
で
き
る
（
L
五
五
条
）
。

ま
た
、
不
服
申
立
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
も
特
別
の
法
令
規
定
に

含
ま
れ
う
る
。
例
え
ば
、
不
服
申
立
の
審
理
期
間
が
申
立
後
四
ヶ
月
間

と
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
決
定
か
ら
四
ヶ
月
が
過
ぎ
て
も
そ
の
審

（即）

査
期
間
内
で
あ
れ
ば
行
政
は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
不
服
申
立
前

置
の
場
合
に
も
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
「
：
：
・
裁
判
官
へ
の
提
訴
に
対
し

て
予
め
義
務
づ
け
ら
れ
る
行
政
不
服
申
立
の
制
度
は
、
結
果
と
し
て
、

そ
れ
を
審
理
す
る
権
限
の
あ
る
機
関
に
対
し
て
、
行
政
の
立
場
を
最
終

的
に
決
定
す
る
こ
と
を
委
ね
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
不
服
申
立

の
結
果
と
し
て
な
さ
れ
た
決
定
は
、
必
然
的
に
、
元
の
決
定
と
入
れ
替

わ
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
従
来
か
ら
の
制
度
理
解
の
結
果
、
取
消
期

（畑山）

聞
の
制
限
法
理
は
適
用
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
法

（捌
）

の
簡
素
化
に
関
す
る
こ
O
一一

年
五
月
一
七
日
の
法
律
二

O

一
条

が、

「原
処
分
を
な
し
た
行
政
機
関
は
、

義
務
的
不
服
申
立
に
つ
い
て

判
断
す
る
責
務
の
あ
る
機
関
が
決
定
を
下
し
て
い
な
い
限
り
、

当
該
処

（第
∞∞
巻

第

十
号）

分
が
違
法
で
あ
る
な
ら
ば
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い

る
。も

う
一
つ
の
例
外
は
、

受
益
者
が
取
消
を
請
求
し
た
場
合
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
取
消
期
間
の
経
過
後
で
も
、
第
三
者
の
権
利
を
侵
害
し
な

（仰）

い
限
り
で
職
権
取
消
は
可
能
で
あ
る
が
、

請
求
外
の
不
利
益
を
及
ぼ
す

（加）

こ
と
は
で
き
な
い
。
請
求
に
対
し
て
は
、
行
政
は
受
益
者
の
利
授
や
役

（捌）

務
の
状
況
を
個
別
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
と
し
て
取
り

（加）

消
さ
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

三
フ
ラ
ン
ス
職
権
取
消
法
理
の
現
状
評
価

き
て
、
本
稿
の
最
後
に
、
判
例
変
更
の
意
義
と
問
題
点
を
見
定
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
職
権
取
消
法
理
の
現
状
を
明
ら
か
に
し
た

ハ門

セ
ネ
l
ル
論
告

テ
ル
ノ
ン
判
決
の
論
告
担
当
官
セ
ネ
l
ル
に
よ
れ
ば
、
判
例
変
更
は

何
よ
り
、
法
的
安
定
性
の
尊
重
の
た
め
に
導
か
れ
た
。
既
に
二
O
世
紀

末
ま
で
に
、
既
得
権
の
保
護
を
強
め
る
コ
ン
セ
イ
ユ

・
デ
タ
の
判
例
動

（狐）向
、
法
的
安
定
性
を
テ
l
マ
と
し
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
年
次
報

（加）告
、
そ
の
原
則
を
明
示
的
に
認
め
て
い
る
E
C
裁
判
所
の
判
例
が
現
れ

て
お
り
、
こ
れ
ら
に
鑑
み
る
と
、
職
権
取
消
は
よ
り
厳
格
に
制
限
さ
れ

る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

セ
ネ
l
ル
は
、
職
権
取
消
と
争
訟
取
消
の
連
動
を
正
面
か



ら
否
定
す
る
。「
行
政
に
対
し
て
、
短
期
間
の
問
、
自
発
的
な
訂
正

（
「
岳
自
母
国
司

S
S
E）
の
権
利
を
与
え
て
お
く
こ
と
と
、
将
来
の
裁
判

判
決
の
必
然
的
に
不
確
か
な
先
回
り

（白
三
笠
宮
晋
ロ
）
を
認
め
る
こ
と

は
、
同
じ
で
は
な
い
。
取
消
期
間
と
出
訴
期
間
の
連
動
は
、
処
分
庁
自

身
が
、
裁
判
手
続
の
結
果
を
予
め
判
断
す
る
こ
と
す
ら
認
め
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
判
断
を
誤
る
と
い
う
危
険
が
伴

っ
て
い
る
」。

な
ぜ
な
ら
、

「行
政
が
踏
む
手
続
は
、

〔訴
訟
手
続
と
〕
同

様
の
透
明
性
や
公
正
性
の
保
障
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
」0

ま
た
、
従
来
か
ら
の
懸
案
で
あ
っ
た
第
三
者
保
護
に
関
し
て
、
セ
ネ

I
ル
は
、

「一

方
で
、
権
利
形
成
的
行
為
の
処
分
庁
を
そ
の
受
益
者
と

結
び
つ
け
る
法
的
関
係
と
、
他
方
で
、
処
分
庁
と
第
三
者
の
聞
で
作
ら

れ
る
法
的
関
係
と
の
、
適
切
な
差
異
化
」
を
踏
ま
え
た
上
で
、
受
益
者

に
と
っ
て
の

「信
頼
（

n
S
E
R
m）
の
概
念
」
を
強
調
す
る
。
す
な
わ

ち
、
権
利
形
成
的
行
為
は
、

「処
分
庁
と
受
益
者
と
の
問
に
特
別
な
関

係
を
作
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
後
者
が
、
一
定
期
間
の
経
過
後
は
、

信
頼
し
て
窓
口
円

E
E
5巾）、
行
政
の
立
場
の
安
定
性
に
頼
る
こ
と
が

で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」o

そ
の
結
果
と
し
て
、
第
三
者
保
護
を
目

的
と
す
る
職
権
取
消
が
強
く
制
限
さ
れ
て
し
ま
い
得
る
。
そ
れ
で
も
、

二
0
0
0
年
に
は
行
政
訴
訟
に
急
速
審
理
手
続
（
芯
寄
品
）
が
導
入
さ

れ
た
（
行
政
裁
判
法
典
L
五
一一
一
｜

一
条
以
下
）
こ
と
か
ら
、

「遅
れ
た

訴
訟
上
の
取
消
よ
り
も
迅
速
な
行
政
上
の
取
消
の
方
が
よ
い
」
と
い
う

研

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
権
取
消
（
三
・
完
）
四
七

パ
ニ
ュ
l
市
判
決
に
際
し
て
意
識
さ
れ
た
大
前
提
は
、
も
は
や
妥
当
し

な
い
。
む
し
ろ
、
授
益
処
分
を
利
害
関
係
あ
る
第
三
者
保
護
の
た
め
に

取
り
消
し
う
る
の
が
裁
判
官
に
限
ら
れ
る
と
い
う
の
が
、

「行
政
機
関

と
裁
判
機
関
の
権
限
配
分
の
現
代
的
観
念
と
調
和
し
て
い
る
」
の
で
あ

る
。
こ
の
場
合
、
行
政
が
違
法
状
態
を
是
正
し
う
る
余
地
が
限
ら
れ
て

し
ま
う
と
し
て
も
、
「
取
消
期
間
に
明
維
な
制
限
を
画
す
る
こ
と
は
、

行
政
に
対
し
て
、
よ
り
注
意
深
く
、
ま
た
よ
り
迅
速
に
、
行
政
行
為
の

合
法
性
を
検
討
す
る
よ
う
促
し
得
る
だ
け
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」

（拘）

の
で
あ
っ
た
。

口

職
権
取
消
と
争
訟
取
消
の
断
絶

と
こ
ろ
で
、
セ
ネ
l
ル
の
結
論
は
、
取
消
期
間
を
二
ヶ
月
間
に
悶
定

し
つ
つ
、
そ
の
問
に
訴
訟
や
不
服
申
立
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
取
消

（畑山）

期
間
を
延
長
す
べ
き
と
い
う
提
案
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
コ
ン
セ
イ
ユ

・
デ
タ
は
四
ヶ
月
の
取
消
期
間
し
か
認
め
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
明

ら
か
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
確
固
と
し
た
意
図
が
現
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
に
よ
り
、
「
出
訴
期
間
と
取
消
期
間
と
の
シ
ン
メ
ト

（川）

リ
l
の
断
絶
を
体
系
化
し
て
い
る
」
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
テ
ル
ノ
ン
判
決
は
、
出
訴
期
間
と
の
断
絶
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
、
職
権
取
消
と
争
訟
取
消
の
連
動
を
明
確
に
否
定
し
た
と
い

（加
）

え
る
。
実
際
、
受
益
者
と
の
関
係
で
は
職
権
取
消
は
出
訴
期
間
（
二
ヶ

月
間
）
の
経
過
後
も
可
能
で
あ
る
が
、
第
三
者
と
の
関
係
で
は
場
合
に

（
第
∞
∞
巻
第
十
号
）

一一一



研

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
権
取
消
（
一
一
了
完
）
四
八

よ
っ
て
は
出
訴
期
間
内
で
も
不
可
能
で
あ
り
、
し
か
も
訴
訟
提
起
に
か

か
わ
ら
ず
取
消
期
間
は
延
長
さ
れ
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
職
権
取
消
が

裁
判
の
「
先
回
り
」
や
「
代
用
品
」
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
通
常
は
利
害
対
立
の
あ
る
第
三
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
不

服
申
立
が
取
消
期
間
を
延
長
し
な
い
こ
と
は
、
不
服
申
立
に
対
す
る
コ

ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
伝
統
的
な
理
解
が
貰
か
れ
た
結
果
で
あ
っ
て
、
つ

ま
り
、
行
政
に
よ
る
取
消
は
争
訟
裁
断
の
作
用
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

臼

不
服
申
立
に
よ
る
取
消
と
第
三
者
保
護

第
三
者
保
護
と
の
関
連
に
目
を
転
じ
る
と
、
職
権
取
消
と
争
訟
取
消

の
分
雌
、
特
に
争
訟
提
起
に
よ
っ
て
も
取
消
期
間
が
延
長
さ
れ
な
い
こ

と
は
、
「
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
第
三
者
の
権
利
が
影
響
す
る
こ
と

は
な
く
、
処
分
庁
と
そ
の
名
宛
人
と
の
閥
の
関
係
に
よ
っ
て
、
違
法
な

（抑）

行
政
行
為
を
取
り
消
す
行
政
の
権
限
を
明
確
に
す
る
こ
と
」
と
し
て
理

解
で
き
る
。
第
三
者
保
護
を
部
分
的
に
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
受

益
者
の
法
関
係
の
安
定
性
が
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

法
的
安
定
性
に
つ
い
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
そ
の
主
観
化
で

あ
る
「
正
当
な
信
頼
」
の
保
護
を
国
内
法
原
則
と
し
て
適
用
す
る
こ
と

（加）

を

一
貫
し
て
拒
否
し
て
い
る
も
の
の
、

二
O
O六
年
の

K
P
M
G社
判

（加
）

決
に
よ
っ
て
、
明
示
的
に

「法
的
安
定
性
の
原
則
」
を
認
め
る
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
し
て
、
「
法
関
係
の
安
定
性
の
要
請
は
、
ご
く

一
般
的
な

二
当
事
者
間
の
訴
訟
よ
り
も
、
こ
の
三
当
事
者
聞
の
訴
訟
の
場
合
に
お

（
第
四
∞
巻
第
十
号
）

四

（加
）

い
て
相
当
重
要
に
な
る
」
。
こ
う
し
た
場
合
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
、
客

観
的
な
秩
序

一
般
と
と
も
に
、

受
益
者
個
人
の
法
関
係
の
静
態
性

（回g
a

（山
）

E
志
）
の
保
障
を
、
場
合
に
よ
っ
て
は
反
対
利
害
関
係
者
を
犠
牲
に
し

て
で
も
、

実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

学
説
に
お
い
て
も
、
取
消
期
間
の
延
長
は
否
定
的
に
解
さ
れ
て
い

（仰
）

る
。
と
い
う
の
も
、
延
長
を
認
め
る
こ
と
は
、
「
受
益
者
を
犠
牲
に
し

て
・
：
、

「行
政

・
第
三
者

・
形
成
さ
れ
た
権
利
の
受
益
者
』
と
い
う

（出
）

三
面
関
係
（
可
e
q
A
E巾
）
の
著
し
い
不
均
衡
を
永
続
化
し
て
し
ま
う
」
。

し
か
も
、
職
権
取
消
が
な
さ
れ
た
場
合
に
原
処
分
の
受
益
者
が
そ
れ
を

争
う
こ
と
に
よ
り
、
紛
争
状
態
を
さ
ら
に
長
引
か
せ
て
し
ま
う
。
現
実

的
な
問
題
と
し
て
も
、
第
三
者
の
訴
訟
提
起
後
に
行
政
が
自
ら
取
り
消

し
た
場
合
、
勝
訴
判
決
を
得
ら
れ
な
く
な
り
、
第
三
者
は
訴
訟
費
用
を

行
政
に
対
し
て
請
求
で
き
な
〈
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

期
間
延
長
を
認
め
る
よ
り
も
、
第

一
審
判
決
を
待
つ
方
が
よ
い
と
考
え

（別
）

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

回
戦
権
取
消
権
の
基
礎
づ
け

以
上
の
と
お
り
、
期
間
の
分
離
を
通
じ
て
、
行
政
上
の
取
消
と
争
訟

取
消
と
の
連
動
が
絶
た
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
取
消
権
の
正
当
化
に
関

し
て
、

大
臣
H
裁
判
官
論
の
造
物
と
い
う
職
権
取
消
権
の
歴
史
的
な
説

明
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
職
権
取
消
の
性
質
を

一
変

さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
テ
ル
ノ
ン
判
決
は
、
ま
さ



（

m）
 

に
、
「
行
政
行
為
の
職
権
取
消
を
規
律
す
る
法
理
に
お
け
る
真
の
革
命
」

と
い
い
う
る
ほ
ど
で
あ
る
。

も
は
や
裁
判
判
決
の
先
回
り
で
は
な
い
行
政
の
取
消
権
と
は
、
端
的

に、

「
自
発
的
な
自
己
訂
正
権

2
5
P
2志
向同百円
2
2
5旦
8
8
8
g
l

（
剛
山
）

忌
巾
）
」
で
あ
る
と
性
質
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
ン
セ
イ
ユ

・
デ

タ
は
、
行
政
自
身
に
よ
る
違
法
是
正
作
用
と
は
、
裁
判
官
が
行
う
よ
う

な
取
消
（

g
g
g晋
ロ
）
で
は
な
く
、

誤
り
を
自
ら
訂
正
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
行
政
固
有
の
目
的
を
追
求
す
る
た
め
の
権
限
で
あ
る
と
率
直
に
承

認
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
違
法
是

正
の
あ
り
方
に
関
し
て
、
裁
判
官
よ
り
も
行
政
の
役
割
が
重
視
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、

一
九
九
五
年
の
行
政
訴

訟
改
革
に
つ
づ
く
裁
判
官
の
権
限
拡
大
傾
向
（
判
決
の
履
行
措
置
な
ど

の
命
令
権
限
、
違
法
判
断
の
基
準
時
、
理
由
の
差
替
、
判
決
の
遡
及
効
制

（

m）
 

限
）
は
、
行
政
に
対
す
る
裁
判
官
の
存
在
感
が
増
し
て
い
る
こ
と
を
示

（

m）
 

し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
違
法
是
正
に
お
け
る
裁
判
官
の
優
位
が
前

提
と
さ
れ
た
上
で
、
行
政
閲
有
の
役
割
は
限
定
的
に
承
認
さ
れ
た
に
留

ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
黙
示
の
承
認
決
定
の
職
権
取
消
を
定
め
る

D
C
R
A法

を
コ
ン
セ
イ
ユ

・
デ
タ
は
無
視
し
て
、

二
元
的
な
制
度
を
招
来
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
が
、
職
権
取
消
権
の
基
礎
づ
け
を
困
難
に
し
て
い
る
。
ゴ

ド
ウ
メ
は
、
こ
こ
に
は

一
七
九

O
年
八
月

一
六
｜
二
四
日
の
法
律

一一一

研

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
権
取
消
（
三
・
完
）
凶
九 （

捌

）
条
が
禁
じ
た
は
ず
の
法
規
的
判
決

2
3含
号
『
静
岡
町

g
g円
）
の
過
ち
が

あ
り
、

重
要
判
決
な
ど
で
は
な
く
、
新
た
な
立
法
を
促
す
に
過
ぎ
な
い

（

術

）

と
批
判
す
る
。
実
際
に
も
、
法
の
簡
素
化
に
関
す
る
こ
0
0
四
年

一二

（

m）
 

月
九
日
の
法
律
は
、
二
条
に
お
い
て
、
「
簡
素
化
と
法
的
安
定
性
を
目

的
と
し
て
、
行
政
行
為
の
職
権
取
消
に
関
す
る
規
範
を
調
整
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
」
に
つ
き
政
府
に
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
制
定

を
授
権
し
た
。
だ
が
、
何
ら
の
措
置
も
講
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
理
論
上

も
制
度
上
も
、
職
権
取
消
権
に
は
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
取
消
制
限
法
理
の
論
理
構
成
に
つ
い
て
も
課
題
が
残
さ
れ
て

い
る
。
コ
ン
セ
イ
ユ

・
デ
タ
は
権
利
形
成
的
行
為
の
概
念
を
維
持
し
て

い
る
が
、
取
消
期
間
と
出
訴
期
間
が
分
離
さ
せ
ら
れ
た
結
果
、
か
か
る

行
為
は
、
出
訴
期
間

（二
ヶ
月
間
）
の
経
過
に
よ
っ
て
裁
判
上
の
取
消

は
免
れ
る
が
、
取
消
期
間
（
四
ヶ
月
間
）
内
で
あ
れ
ば
行
政
に
よ
っ
て

取
り
消
さ
れ
う
る
（
あ
る
い
は
、
第
三
者
の
出
訴
期
間
が
な
お
経
過
し
て

い
な
い
場
合
に
は
、
取
消
期
間
後
に
お
い
て
裁
判
上
取
り
消
さ
れ
う
る
）。

す
る
と
、
出
訴
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
「
確
定
的
に
取
得
さ
れ
た
権

利
」
に
な
る
と
い
う
従
来
の
意
味
に
お
け
る
既
得
権
の
理
論
に
よ
っ
て

（

m）
 

は
、
職
権
取
消
の
制
限
を
正
当
化
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
昨
今

で
は
、
撤
回
論
に
お
い
て
、
出
訴
期
間
と
の
関
係
を
離
れ
た
「
既
得
権

（

m）
 

の
多
様
な
色
彩
」
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
問
題
点
の

指
摘
に
留
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、
何
れ
に
し
て
も
、
テ
ル
ノ
ン
判
決
後

（
第
∞
∞
巻
第
十
号
）

五



石f
向h唱E
7し

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
務
取
消

さ
で

完）

五
O

も
な
お
、
取
消

・
撤
回
の
制
限
法
理
に
お
い
て
既
得
権
の
概
念
が
否
定

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
の
再
構
成
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

終

章

フ
ラ
ン
ス
職
権
取
消
法
理
に
は
、
職
権
取
消
の
可
能
な
期
間
を
短
期

に
制
限
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
取
消
期
間
は
、
初

め
は
出
訴
期
間
お
よ
び
訴
訟
継
続
中
（
カ
シ
エ
夫
人
判
決
）
、
判
例
変
更

に
よ
っ
て
処
分
後
四
ヶ
月
間
と
さ
れ
た

（テ
ル
ノ
ン
判
決
）。

こ
れ
に
対

し
て
、
日
本
法
で
は
、
例
え
ば
宗
教
法
人
法
人

O
条

一
項
は
認
証
の
職

権
取
消
を

一
年
間
に
限
定
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
規
定
は
僅
か
で
あ

る
。
最
高
裁
判
例
で
も
、
原
処
分
の
維
持
に
対
し
て
第
三
者
が
現
実
的

な
利
益
を
も
っ
場
合
に
は
法
秩
序
の
安
定
性
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
あ

（
仰
）

る
が
、
処
分
後
五
年
や
八
年
を
超
え
て
の
取
消
が
許
容
さ
れ
る
例
も
あ

（
幼
）

る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
や
は
り
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
取
消
期
間
は
相
当

に
短
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
行
政
が
過
去
を
覆
す
こ

と
の
例
外
性
が
強
く
意
識
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
ド
イ
ツ
連

邦
行
政
手
続
法
四
八
条
四
項
は
、

二
疋
の
授
益
処
分
に
つ
い
て
、

官
庁

が
取
消
を
是
認
す
る
事
実
を
知
っ
た
と
き
か
ら

一
年
間
と
い
う
取
消
期

間
を
設
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

職
権
取
消
の
例
外
性
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
が
、
そ
の
問
題
を
ク
法
と
時

（第∞∞
巻

第
十
号
）

－ ム

ノ、

問
。
と
い
う
観
点
か
ら
議
論
し
て
き
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
よ
う

に
恩
わ
れ
る
。
職
権
取
消
は
、
民
事
法
に
お
け
る
法
の
時
間
的
抵
触
問

（矧）

題
（
時
際
法
）
に
淵
源
を
も
っ

。行
政
行
為
の
時
間
的
適
用
。
の
問
題

（

m）
 

と
し
て
、
あ
る
い
は
、

「一

方
的
行
政
行
為
と
時
間
」
と
の
表
題
の
下

（
却
）

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

主
に
、
行
政
行
為
の
効
力
発

生
と
消
滅
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
背
後
で
は
、

法
関
係
の
時
間

的
進
展
が
意
識
さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
。
既
得
権
の
理
論
を
再
構
成
し

よ
う
と
す
る
学
説
（
と
く
に
ヤ
ナ
コ
プ
ロ
ス
）
は
こ
の
こ
と
を
明
確
に

自
覚
し
て
、
権
利
形
成
的
行
為
と
は

一
度
の
行
使
で
処
分
権
限
が
尽
き

て
法
効
果
が
完
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て

一
定
期
間
の
経
過
に
よ

っ
て
権
利
が
確
定
的
に
取
得
さ
れ
て
法
関
係
が
結
晶
化
す
る
結
果
と
し

て
、
職
権
取
消
が
制
限
さ
れ
る
と
理
解
し
た
。
法
関
係
の
進
展
と
行
政

権
限
の
帰
趨
は
相
関
的
な
の
で
あ

っ
て、

要
す
る
に
、

「あ
ら
ゆ
る
権

限
は
時
間
的
要
素
を
含
ん
で
お
り
、
権
限
は
、
必
然
的
に
限
ら
れ
た
時

（矧）

問
で
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」。
こ
う
し
て
み
る
と
、
ヤ
ナ
コ
プ
ロ
ス

が
「
既
得
権
概
念
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
：
：
：
権
利
や
法
関
係
の
形
成
の

（邸）

あ
り
方
と
性
質
に
つ
い
て
の
掘
下
げ
を
前
提
と
し
て
い
る
」
と
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
既
得
権
を
媒
介
と
し
た
期
開
設
定
に
よ
る
取
消
制
限
に

は
、
行
政
法
関
係
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
本
質
的
な
理
解
が
潜
ん
で
い

る
よ
う
に
も
恩
わ
れ
る
。

ま
た
、
よ
り
原
理
的
に
は
、
法
的
安
定
性
の
要
請
が
過
去
の
法
秩
序



の
安
定
化
を
導
い
た
の
で
あ
っ
た
。
「
ま
さ
に
法
の
概
念
は
、

（制
）

体
、
静
態
的
な
概
念
で
あ
る
」。
と
こ
ろ
で
、
法
の
存
在
は
そ
れ
自
体

に
お
い
て

「法
に
よ
る
安
定
」

を
目
的
と
す
る
が
、

。法
的
安
定
性
。

（初
）

の
文
脈
で
は
、

「法
自
体
の
安
定
性
」
が
問
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、

職
権
取
消
論
に
お
い
て
は
、
法
秩
序

一
般
の
安
定
性
と
と
も
に
、
受
益

者
個
人
の
違
法
な
状
態
の
静
態
性

（国E
t－－志
）
が
問
題
と
な
る
。
こ
こ

で
は
、

実
際
に
は
正
義
と
不
正
義
が
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
正

義
を
貫
く
こ
と
で
既
存
の
秩
序
が
損
な
わ
れ
得
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、

「無
秩
序
よ
り
も
不
正
義
の
方
が
よ
い
」（
M
・
ワ
リ
1
ヌ
）
と
解
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
正
確
に
は
二
者
択

一
で
は
な
く
、
む
し

ろ
、
正
義
や
公
益
と
い
え
ど
も
適
時
に
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
無
時
間
的
正
義
よ
り
も
適
時
の
安
定
化
が

望
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、

「法
が
、

自
身
に
本
来
的
な
安
定

化
と
い
う
役
割
に
の
み
専
念
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
は
、
社
会
が
求
め

る
改
革
を
妨
げ
、
あ
る
い
は
変
化
の
圧
力
を
受
け
て
廃
れ
て
し
ま
う
で

（紛）

あ
ろ
う
」
（
シ
ュ
ミ
ッ
ト
1

ア
ス
マ
ン
）
。
そ
こ
で
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、

安
定
性
に
時
間
の
要
素
を
加
え
て
観
念
す
る
こ
と
で
、
安
定
化
の
程
度

や
範
囲
が
時
間
と
の
関
係
で
画
定
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

（悶
）

時
間
を
組
み
込
ん
だ
「
よ
り
動
態
的
な
法
的
安
定
性
」
の
観
念
は
、

実

際
、
現
代
社
会
の
要
求
で
も
あ
る
。
「
時
間
に
は
価
格
が
あ
り
、
さ
ら

に
は
コ
ス
ト
が
と
も
な
う
。
経
済
生
活
を
お
く
る
者
に
と
っ
て
は
、
経

そ
れ
自

石f

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
権
取
消
（
三
・
完
）
五

済
的
変
動
が
そ
れ
を
増
し
て
い
る
。
確
か
に
、
行
政
と
国
家
の
時
間
は

経
済
の
時
間
で
は
な
い
が
、
行
政
活
動
は
、
か
か
る
変
動
を
完
全
に
は

（制
）

無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
」。

翻
っ
て
、
日
本
法
で
は
、
行
政
過
程
論
が
行
政
活
動
の
時
間
的
・

空

間
的
展
開
を
意
識
し
て
動
態
的
考
察
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
が
、
時
間

的
展
開
の
観
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
認
可
処
分
や
租
税
な
ど
限
ら
れ
た
領
域
で
は
過
去
の
安
定

（加
）

性
を
考
慮
す
る
判
例
も
み
ら
れ
る
が
、
一
般
に
、
時
間
そ
れ
自
体
で
は

な
く
そ
の
間
に
起
こ
っ
た
出
来
事
が
考
慮
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
例
え

ば、

三
年
間
が
経
過
し
て
い
て
も
、

「
事
実
上
法
律
上
の
状
態
に
は
ほ

と
ん
ど
変
動
は
な

〔
い
こ

場
合
、
職
権
取
消
に
よ
る
不
利
益
よ
り
も

（

m）
 

そ
の
公
孫
上
の
必
要
性
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
約
二
七
年
間
の

勤
務
継
続
の
後
に
な
さ
れ
た
公
務
員
の
失
職
（
国
家
公
務
員
法
七
六
条
）

に
つ
い
て
も
、

最
高
裁
で
は
、
「
失
職
事
由
発
生
の
事
実
を
隠
し
通
し

て
事
実
上
勤
務
を
継
続
」
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
適
法
と
の
判
断
を

（加
）

示
し
て
お
り
、
時
間
の
経
過
そ
れ
自
体
は
、
基
本
的
に
法
の
問
題
で
は

な
く
事
実
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
学
説
の
職
権
取
消
論
で

は
、
時
間
は
職
権
取
消
に
よ
る
不
利
益
を
評
価
す
る
際
の

一
要
素
と
位

（制
）

置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

基
本
的
は
、

信
頼
保
護
の
観
点
か
ら

事
例
ご
と
の
利
益
考
量一
に
よ
る
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
解
決
が
採
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
行
政
過
程
の
動
態
的
考
察
に
お
い
て
は
、
本
来
、

（第

∞∞
巻

第

十
号
）
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研

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
戦
権
取
消
（
三
・
完
）
五

時
間
の
要
素
は
重
要
な
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、

取
消
と
撤
回
と
で
「
時
間
的
要
素
を
区
別
の
基
準
と
し

て
い
る
」

こ
と
は

一
般
に
意
識
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
時
間
の
要
素

は
、
取
消
・
撤
回
事
由
の
発
生
時
点
や
効
果
の
遡
及
性
の
有
無
に
関
わ

る
だ
け
で
は
な
い
。
遠
藤
博
也
教
授
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

「時

間
的
要
素
は
、

：
：
：
原
処
分
根
拠
規
定
、
撤
回

〔あ
る
い
は
取
消
〕
事

由
の
内
容
や
前
提
に
あ
る
権
利
自
由
を
ふ
く
め
て
、
個
別
実
定
法
の
構

（泌）

造
に
即
し
て
、

考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
実
際
、
処
分
要
件

自
体
が
す
で
に
時
間
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
（
過
去
に
お
け
る
免
許
取

得
や
疾
病
等
の
事
実
、
現
在
に
お
け
る
生
活
保
護
の
必
要
、
将
来
に
お
い
て

予
定
し
て
い
る
事
業
の
目
的
や
内
容
の
適
正
さ
な
ど
）
。
し
た
が

っ
て
、
例

え
ば
、
将
来
に
向
か

っ
て
継
続
的
な
法
関
係
を
形
成
す
る
処
分
で
あ
っ

て
も
、
過
去
や
現
在
の
完
結
的
事
実
が
処
分
要
件
で
あ
る
場
合
（
年
金

な
と
の
継
続
的
金
銭
給
付
、
各
種
免
許
の
付
与
、
公
務
員
の
任
命
な
ど
て

職
権
取
消
や
撤
回
を
認
め
る
こ
と
は
、

要
件
事
実
は
確
定
し
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
処
分
時
に
そ
れ
を

一
度
審
査
し
た
は
ず
の
行
政
庁
が

（純）

再
稼
査
す
る
こ
と
を
許
し
て
し
ま
う
。
行
政
が
過
去
に
固
執
す
べ
き
で

は
な
い
と
し
て
も
、
再
’
審
査
が
い
つ
ま
で
も
可
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E

E－
E

P

E

P
－印

W
E－－
NCEu

。
曲
目
c
p
岡山内口・司・

ωω
グ円巾
A
－ロ
oNhxvqmv
一河町り白血回目－

Noo
kr
司
∞
由
N

（
別
）
ピ
ア
ソ
ン
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
法
的
安
定
性
に
は
三
つ
の
要
素
、

す
な
わ
ち
、
ア
ク
セ
ス
可
能
性
、
静
態
性
、
予
測
可
能
性
が
あ
る
。

そ
の
中
で
静
態
性
は
、
主
に
法
の
不
変
性
や
継
続
性
を
意
味
し
て
い

る
（
HJYOB即
日
苫
〉
N
N
O
Z－
F白
凹
昨
円
ロ
ユ
尽
〕
ロ
ユ
品
目
』
去
ν
ロ
巾
片
品
口
0
2・

NCC市

YHV司
N申・
ω印）
。

（加）

河
口
開
店
戸
戸
口
o
z・0
司
・
門
戸
七
－

S
一
g
・

2
5
7
5
3

（
第
∞
∞
巻
第
十
号）
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p. 7 
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cit., p. 18. 
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八
頁
。

（
捌
）
思
巾
『F

E

R

E
－O
吋
B
E
5
2
2・
《
E

E
宮
田
島
市

5
25

「b
p『ヨ
巾
己巴｛凶「
C
一円
白円
四百一口一
回可由民
hv
・
河町】）白血ヨ・

NCC∞－

u・品
N一y
n一円品

目
）
向
。
・
日
内
O
C
∞
戸
百
円
L

田口口忠
O
ロ向日
巾円
。ロ巴口口一円
角川・
島
町田
町民門
出国
巳
号
o－F
F・

出
向
B
巳
S
P
N
O
H
H
・百・

5

（抑）

司
r
EU百四
河
区
富
∞
〉
C
F、円日
NR
Z
BY巾帥巴
『］
担問
bnE『一円土
E
E
E5

巾ロ
巴「口四円白品目

z－∞可国丘町民可白『
H
AU

巳
P
戸のり』－
NCC少司・印（）品・

（制）

J

へ
均
百
戸
F
C
C－
n
c
E・
2
「
白
－

w
n
f
N
ニR
N
OO吋・
ωcnE

回『
巾巴
5
・
3
』
ロ
oN∞印印同日一見回り日）包ヨ－

NOO∞・司
AJ
己

（ロ
o
g
B
E
E
F

百
・
ミ
白
）・
も
っ
と
も
、
国
家
の
時
間
（
民
主
主
義
は
議
論
の
時
間
を

必
要
と
す
る
）
が
経
済
の
時
間
（
市
場
は
即
時
的
な
収
益
を
追
求
し

て
加
速
し
つ
づ
け
て
い
る
）
に
よ
っ
て
席
巻
さ
れ
て
い
る
現
状
に

は
、
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う

（
参
照
、
朝
日
新
聞
二
O
一
二
年
二
月

二
六
日
付
け
朝
刊

一
而

「も
っ
と
速
く
市
場
の
欲
望
」）。

（
制
）
前
掲
注
（
却
）
円
以
判
昭
和
二
八
年
九
月
四
日
判
決
。
租
税
法
規
上

の
地
位
の
遡
及
的
変
更
に
つ
き
、
最
判
平
成
二
三
年
九
月
一
一一
一日

・

岡
三
O
日
（
租
税
判
例
百
選

〔
第
五
版
〕

三
事
件）
。

（
抑
）
円
以
判
昭
和
コ二

年
三
月
二
日
民
集

一
O
巻
三
号

．
四
七
頁
。

（
抑
）
最
判
平
成

一
九
年

一
二
月

一一一一
日
判
時

一
九
九
五
号

一
五
七
頁

（
泉
徳
治
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、
「
無
効
の
要
件
を
具
備
し
た
般
抗

あ
る
行
政
行
為
で
あ
っ
て
も
、
長
年
に
わ
た
り
維
持

・
継
続
さ
れ
る

研

究

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
行
為
の
職
権
取
消
（
一・7
05
五
七

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
相
手
方
の
信
頼
を
裏

切
り
、

法
律
生
活
の
安
定
を
害
す
る
と
か
、
社
会
公
共
の
綴
祉
に
重

大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
」
を
認
め
た
）
。

（
捌
）
芝
池
義

一
『
行
政
法
総
論
議
義
〔
第
四
版
補
訂
版
〕
』
（二
O
O六

年
、
有
斐
閣
）

一
七

O
l
一
七

一
頁
、
宇
賀
克
也

『行
政
法
概
説
I

〔
第
四
版
〕
』
（二
O
一
一
年
、
有
斐
閣
）
三
五
四
頁
。

（
加
）
遠
藤

・
前
掲
注
（
4
）
啓
一

四
三
頁
。

（
鮒
）
阿
部
泰
隆

『行
政
法
解
釈
学
I
』
（二
O
O
八
年
、
有
斐
閣
）
一一一
五

五
l
一一一五
六
頁
は
、
職
権
取
消
と
撤
回
と
の
関
連
で

一
事
不
再
現
に

も
言
及
し
て
い
る
。

（加）

小
早
川
光
郎

「行
政
法
講
義
下
I
」
（二
O
O
二
年
、
弘
文
堂）

四

頁
。
な
お
、
興
津
・
前
掲
注
（

m）
昨
日
は
、
抗
告
訴
訟
の
判
決
効
を

行
政
処
分
の
く
り
返
し

・
や
り
直
し
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
す
る
。

（拙）

HJE2
z
o
出
Z
R
5
3
E
骨
c

－70岳
Z
E
g
F－
H
S
P
3・
5

巾円
ωω
ん
山
寸
．

（
加
）
法
と
時
間
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
千
葉
正
士

『法
と
時
間
』
（二
O

O
三
年、

信
山
社
）（

一
八
六
｜

一
八
八
頁
に
オ
ス
ト
の
前
掲
波

（
拘
）
文
献
の
要
旨
が
あ
る
）
、

小
林
直
樹

「法
の
人
間
学
的
考
祭
』

（二
O
O
三
年
、
岩
波
書
店
）
の
第
三
章
「
法
の
時
間
論
」
（

一一二一

頁
以
下）
。

（
第
四
∞
巻
第
十
号
）

一一




