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皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た

早
川
で
す
。
ざ
っ
と
見
回
し
ま
す
と
、
色
ん
な
世
代
の
方
が
い
ら
し

て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
で
、
本
当
に
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
鳥
取
県
で
は
、
昨
年
、「
県

立
公
文
書
館
在
り
方
検
討
会
議
」
と
い
う
の
が
設
置
さ
れ
ま
し
て
、

若
輩
者
で
は
あ
り
ま
す
が
、
公
文
書
管
理
で
す
と
か
、
公
文
書
館
制

度
と
い
う
も
の
を
専
門
分
野
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
座
長
を
拝
命

い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
関
係
で
、
昨
年
は
四
回
、
鳥
取
に
参
り
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら

し
ば
ら
く
間
が
あ
い
て
、
今
日
ま
た
久
し
ぶ
り
に
参
っ
た
と
こ
ろ
で

ご
ざ
い
ま
す
。

実
は
私
、
鳥
取
と
は
別
の
御
縁
も
あ
り
ま
す
。

と
い
う
の
が
、随
分
前
に
な
り
ま
す
が
、二
年
間
、鳥
取
市
民
だ
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
の
父
親
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
勤
務
し
て
お
り
ま
し

て
、
父
の
転
勤
で
、
寮
が
あ
っ
た
鳥
取
市
寺
町
に
移
り
住
み
ま
し
た
。

当
時
私
は
小
学
生
で
し
た
の
で
、
袋
川
沿
い
の
日
進
小
学
校
に
二
年

間
在
学
し
ま
し
た
。
残
念
な
こ
と
に
、
四
年
生
の
二
学
期
か
ら
六
年

生
の
一
学
期
ま
で
し
か
い
な
か
っ
た
の
で
、
卒
業
し
て
い
な
い
の
で

す
。
も
う
鳥
取
と
は
縁
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
っ
て
い
た
の

で
す
が
、
ウ
ン
十
年
の
時
を
経
て
鳥
取
の
た
め
に
仕
事
が
で
き
た
こ

と
を
、
大
変
光
栄
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
鳥
取
時
代
の
思
い
出
話
は

た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
が
、
時
間
に
限
り
が
あ
る
の
で
本
題
の
方
に

移
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
本
日
お
話
を
す
べ
き
内
容
は
、
お
手
元
の
資
料
の
と
お
り

で
す
。
こ
う
い
っ
た
内
容
で
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
、
結
構

あ
り
ま
し
て
、
先
週
は
埼
玉
県
で
講
演
を
行
い
、
今
週
は
鳥
取
県
、
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来
週
は
新
潟
県
に
参
り
ま
す
。
大
学
で
は
普
通
の
授
業
も
や
っ
て
お

り
ま
す
の
で
、
自
分
が
何
を
し
て
い
る
人
間
な
の
か
分
か
ら
な
く
な

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
さ
て
、
講
演
を
す
る
時
は
、
会
場
の
皆
さ
ん

に
挙
手
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
鳥
取
で
は
平
成

二
一
年
に
講
演
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
は
県
、
市
町
村

職
員
が
対
象
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
時
に
も
挙
手
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
今
日
も
何
回
か
挙
手
し
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
指
名

は
致
し
ま
せ
ん
の
で
、
安
心
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

先
ほ
ど
副
知
事
さ
ん
が
、
よ
く
見
た
顔
が
た
く
さ
ん
い
る
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ま
ず
所
属
を
聞
い
て
み
ま
し
ょ
う
か
。

県
の
職
員
の
方
、
は
い
は
い
。
お
お
、
圧
倒
的
多
数
。

市
町
村
職
員
の
方
、
は
い
は
い
。

県
民
の
方
、
は
い
。

手
を
挙
げ
て
い
な
い
方
、
は
い
。

こ
れ
で
全
員
が
手
を
挙
げ
ら
れ
た
は
ず
な
ん
で
す
が
…
。

ち
な
み
に
県
職
員
、
市
町
村
職
員
の
方
で
、
県
民
（
と
い
う
所
属
）

で
手
を
挙
げ
な
か
っ
た
方
。
も
ち
ろ
ん
県
外
に
お
住
ま
い
で
あ
れ
ば

県
民
で
手
を
挙
げ
な
く
て
も
正
し
い
の
で
す
が
、
県
職
員
だ
け
ど
県

民
だ
っ
た
り
市
町
村
職
員
だ
け
ど
県
民
だ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。

こ
う
い
う
場
所
に
い
る
と
、
自
分
は
ど
こ
か
一
つ
に
所
属
し
て
い
る

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
が
ち
で
す
が
、
本
来
は
色
ん
な
立
場
を
お

持
ち
な
わ
け
で
す
。
今
回
話
を
す
る
文
書
を
、
歴
史
的
に
重
要
な
公

文
書
・
古
文
書
と
い
う
よ
う
に
分
け
ま
す
と
、
公
文
書
は
公
務
員
、

県
職
員
と
か
市
町
村
職
員
の
立
場
、
古
文
書
と
い
う
と
公
務
員
の
立

場
か
ら
す
れ
ば
自
分
た
ち
と
は
関
係
が
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
思
わ

れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
る
と
県
民
の

立
場
も
あ
る
わ
け
で
す
。

一
方
、
県
民
か
ら
の
立
場
で
あ
っ
て
も
、
古
文
書
だ
け
が
自
分
た

ち
に
影
響
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
公
文
書
に
も

す
ご
く
影
響
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
ど
こ
に
ど
の
よ

う
な
公
共
施
設
を
作
る
か
。
私
が
鳥
取
に
住
ん
で
い
た
時
は
、
こ
の

建
物
（
と
り
ぎ
ん
文
化
会
館
等
）
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
は
こ

ん
な
立
派
な
施
設
が
で
き
て
い
る
。
実
は
、
こ
の
建
物
を
作
る
た
め

に
は
様
々
な
書
類
＝
公
文
書
が
作
ら
れ
、
そ
れ
を
執
行
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
こ
の
建
物
が
で
き
上
が
っ
た
わ
け
で
す
。
道
路
一
本
通
す
に

も
公
文
書
が
存
在
す
る
わ
け
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
公
文
書
・
古
文
書
と
い
う
言
葉
で
は
別
々
に
見
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
県
や
市
町
村
の
職
員
に
と
っ
て
も
県
民
に

と
っ
て
も
、
両
方
と
も
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ご
理
解
い
た
だ

け
る
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
記
憶
と
記
録
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。
で

は
、「
問
」
で
す
。
一
昨
日
の
朝
御
飯
に
何
を
食
べ
た
か
言
え
る
人
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は
い
ま
す
か
。
一
昨
日
で
す
よ
、
昨
日
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
。
あ
っ
、

結
構
す
ば
ら
し
い
で
す
ね
。
中
に
は
毎
朝
同
じ
も
の
を
食
べ
て
い
る

と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
「
問
」
を

作
っ
た
私
自
身
も
、
急
に
言
わ
れ
た
と
き
に
す
ぐ
言
え
る
か
と
い
う

と
、
あ
れ
？
と
い
う
感
じ
で
す
ね
。
ま
た
、
こ
れ
を
食
べ
た
と
思
っ

て
も
、
か
み
さ
ん
に
言
わ
せ
る
と
、
そ
れ
は
食
べ
て
な
い
と
か
言
わ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
わ
け
で
す
。
過
去
の
こ
と
、
一
昨
日
で
す
ら
自

分
の
記
憶
が
違
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
す
。
記
憶
と
い
う

の
は
、
か
な
り
危
う
い
も
の
で
す
。
さ
ら
に
、
我
々
は
記
憶
に
上
塗

り
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
を
記
録
に
残
し
て
お
く
と
、
以
前
、
レ
コ
ー
デ
ィ

ン
グ
・
ダ
イ
エ
ッ
ト
と
い
う
、
と
り
あ
え
ず
食
べ
た
も
の
を
手
帳
に

付
け
る
と
痩
せ
る
と
い
う
ダ
イ
エ
ッ
ト
法
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す

が
、そ
れ
を
や
っ
て
い
れ
ば
、一
昨
日
の
朝
御
飯
の
こ
と
は
記
憶
じ
ゃ

な
く
て
記
録
に
な
り
ま
す
。
相
当
の
確
実
さ
で
そ
れ
を
食
べ
た
で
あ

ろ
う
と
い
う
こ
と
が
、
推
測
で
き
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

こ
と
が
記
憶
で
し
か
残
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
内
容
が
ど

ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
く
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
一
昨
日
の
朝
御
飯
で

何
を
食
べ
た
か
と
い
う
の
は
個
人
的
な
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
記

録
化
さ
れ
る
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
私
個
人
で
は
な

く
て
、
地
域
に
と
っ
て
、
鳥
取
県
に
と
っ
て
影
響
が
あ
る
こ
と
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
が
記
憶
だ
け
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
く
こ
と
は
危
険
で

す
。
日
本
の
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
見
て
い
く
と
、
自
分
に
と
っ
て

都
合
の
い
い
こ
と
だ
け
を
国
民
に
伝
え
て
い
て
、
都
合
の
悪
い
情
報

は
一
切
出
さ
な
い
、
記
録
で
す
ら
本
当
の
こ
と
を
示
し
て
い
な
い
こ

と
が
あ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。

こ
の
講
演
の
次
に
行
う
鼎
談
で
は
、
戦
時
下
の
記
録
を
題
材
に
し

ま
す
。
戦
争
の
記
録
は
、
残
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
例
え

ば
大
本
営
発
表
は
正
し
か
っ
た
の
か
。
そ
の
内
容
が
本
当
に
事
実
を

伝
え
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
記
録
で
す
ら
危

う
い
わ
け
で
す
。
記
憶
の
み
な
ら
ず
記
録
も
危
う
い
と
な
る
と
、
ど

う
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
幸
い
に
し

て
記
録
に
つ
い
て
は
、
一
人
だ
け
で
は
な
く
複
数
の
記
録
が
残
っ
て

い
れ
ば
、
ず
れ
が
出
て
き
た
ら
ど
ち
ら
か
が
間
違
っ
て
い
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
一
つ
の
記
録
と
五
〇
個
の
記
録
で
ず

れ
が
あ
っ
た
ら
、
五
〇
個
の
方
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推

測
も
成
り
立
ち
ま
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
記
憶
を
記
録
と
し
て
残

し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
に
向
か
っ
て
、
将
来
の
人
々
が
過

去
を
振
り
返
る
と
き
の
材
料
と
し
て
利
用
で
き
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。お

手
元
の
資
料
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
の
、
記

録
管
理
に
関
す
る
も
の
（JIS X

 0902-1:2005

）
で
す
。
細
か
く
は

お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
が
、
例
え
ば
、
行
政
的
な
話
で

言
え
ば
、
①
番
目
、「
説
明
責
任
が
果
た
せ
る
方
法
で
業
務
を
管
理
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す
る
」
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
⑥
番
目
、「
災
害
発

生
時
の
業
務
の
継
続
性
を
保
つ
」
た
め
に
は
、
口
頭
だ
け
で
は
な
く

文
書
の
形
で
様
々
な
業
務
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
⑥
以
降
に
も
色
々
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
先
ほ
ど
副
知
事
が

お
っ
し
ゃ
っ
た
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
立
す
る
こ
と
」
は
、

⑫
番
目
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
も
、
記
録
を
作
っ
て
残
し

て
お
く
こ
と
の
重
要
性
が
あ
る
程
度
見
え
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
記
録
を
残
す
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
熱
心
に
な
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
我
が
国
の
全
国
的
な
状
況
で
す
。
都
道

府
県
や
市
町
村
も
、
こ
の
こ
と
を
あ
ま
り
意
識
し
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
し
か
し
、
昭
和
六
二
（
一
九
八
七
）
年
に
公
文
書
館
法
が
で
き

ま
し
た
。
鳥
取
県
に
は
公
文
書
館
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
法
律
は
、

公
文
書
館
が
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
法
律
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

第
三
条
を
見
て
い
た
だ
く
と
、「
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
歴

史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
保
存
及
び
利
用
に
関
し
、
適
切

な
措
置
を
講
ず
る
責
務
を
有
す
る
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
鳥
取
県

内
で
言
う
と
、
県
立
の
公
文
書
館
は
あ
り
ま
す
が
市
町
村
立
は
な
い

わ
け
で
す
。
で
は
市
町
村
は
、
歴
史
的
な
資
料
は
残
さ
な
く
て
い
い

の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
国
及
び
地
方
公
共
団

体
は
」
で
あ
っ
て
、「
公
文
書
館
が
あ
る
地
方
公
共
団
体
は
」、
と
は

書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、公
文
書
館
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
保
存
、
利
用
に
つ
い
て
適
切

な
措
置
を
講
ず
る
責
務
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
こ
は
、法
律
の
嫌
ら
し
い
と
こ
ろ
と
言
え
ま
す
が
、

義
務
で
は
な
く
「
責
務
」
と
書
い
て
あ
る
こ
と
を
考
え
な
い
と
い
け

ま
せ
ん
。
義
務
と
い
う
の
は
果
た
さ
な
い
と
違
法
に
な
り
ま
す
。
大

体
の
場
合
に
は
、
罰
が
付
い
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
責
務
と
い

う
の
は
義
務
で
は
な
い
の
で
、
果
た
さ
な
く
て
も
罰
が
科
さ
れ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
に
は
、
責
務
を
定
め
て
い
る
法
律
が
相
当
数
あ
り
ま
す
。
さ

ら
に
、
そ
の
中
に
「
国
民
の
責
務
」
と
書
い
て
あ
る
法
律
が
五
〇
本

ぐ
ら
い
あ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
は
「
国
民
の
責
務
」
と
書
か
れ
た
法

律
を
よ
く
知
ら
な
い
で
す
し
、
ま
た
、
そ
の
責
務
が
果
た
さ
れ
て
い

な
い
法
律
も
結
構
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、歯
医
者
に
行
き
ま
し
ょ
う
、

と
い
う
責
務
が
書
い
て
あ
る
法
律
が
あ
り
ま
す
。
行
く
よ
う
に
努
め

る
と
い
う
の
が
「
国
民
の
責
務
」
と
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
歯
医

者
に
行
く
に
越
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
法
律
な
ど
は
、

責
務
と
い
う
の
は
、
知
ら
な
く
て
も
果
た
さ
な
く
て
も
大
き
な
問
題

に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
と
す
れ
ば
、
鳥
取

県
内
の
市
町
村
が
、「
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
責
務
」
を
果
た
さ
な

く
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
歴
史
的
な
資
料

で
あ
る
公
文
書
・
古
文
書
を
残
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
の
生

活
に
大
き
な
影
響
が
出
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
先
ほ
ど
の
話
で

少
し
お
分
か
り
い
た
だ
け
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
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次
は
、「
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
「
公
文
書
管

理
法
」）
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。
こ
の
法
律
が
で
き
る
一
番
大
き

な
き
っ
か
け
は
、
消
え
た
年
金
記
録
問
題
で
し
た
。
こ
の
問
題
が
発

覚
し
た
当
時
、
五
〇
九
五
万
件
の
年
金
記
録
が
特
定
の
個
人
と
紐
づ

い
て
い
な
い
、
つ
ま
り
、
保
険
料
を
支
払
っ
た
と
い
う
記
録
か
ら

支
払
っ
た
本
人
を
特
定
で
き
な
い
と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
わ
け
で

す
。
一
カ
月
分
で
も
保
険
料
を
払
っ
て
い
な
い
と
満
額
の
年
金
が
支

給
さ
れ
ま
せ
ん
。「
こ
れ
だ
け
年
金
が
支
給
さ
れ
る
は
ず
だ
」
と
い

う
こ
と
に
関
わ
る
記
録
が
、
全
国
で
五
〇
九
五
万
件
も
、
宙
に
浮
い

て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
衆
議
院
内
閣
委
員
会
で
の
公
文
書
管
理
法

案
の
提
案
理
由
で
は
、「
行
政
機
関
に
お
い
て
不
適
切
な
文
書
管
理

事
案
が
発
生
す
る
な
ど
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
消
え
た
年

金
記
録
問
題
が
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。
記
録
、
こ

こ
で
は
公
文
書
で
す
が
、
公
文
書
を
し
っ
か
り
残
し
て
お
か
な
い
こ

と
が
私
た
ち
の
生
活
を
脅
か
す
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を

し
っ
か
り
さ
せ
る
た
め
に
法
律
を
作
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
考
え
方

を
、
よ
う
や
く
国
が
持
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
法
律
の
第
一
条
に
は
「
国
及
び
独
立
行
政
法
人
等
の
諸
活
動

や
歴
史
的
事
実
の
記
録
で
あ
る
公
文
書
等
」
と
あ
り
ま
す
。「
公
文

書
等
」
の
中
に
は
、
役
所
の
文
書
だ
け
で
は
な
く
て
、
古
文
書
や
個

人
が
所
蔵
す
る
文
書
も
入
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
「
健
全
な
民
主
主

義
の
根
幹
を
支
え
る
国
民
共
有
の
知
的
資
源
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
文
書
を
皆
が
残
し
て
、
皆
が

使
え
る
よ
う
に
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
が
初
め
て
示
さ
れ
た
わ
け

で
す
。
た
だ
、
第
一
条
に
は
「
国
及
び
独
立
行
政
法
人
等
」
と
書
い

て
あ
り
ま
す
の
で
、
国
の
組
織
、
あ
る
い
は
独
立
行
政
法
人
等
を
主

と
し
た
法
律
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

公
文
書
管
理
法
は
、
都
道
府
県
、
市
町
村
に
は
直
接
適
用
さ
れ
な

い
わ
け
で
す
が
、
都
道
府
県
や
市
町
村
が
作
る
文
書
も
重
要
だ
と
い

う
こ
と
で
、
鳥
取
県
の
よ
う
に
「
鳥
取
県
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す

る
条
例
」
を
制
定
し
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
鳥
取
県
で
は

も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
、「
鳥
取
県
に
お
け
る
歴
史
資
料
と
し
て
重

要
な
公
文
書
等
の
保
存
等
に
関
す
る
条
例
」
を
こ
の
四
月
に
施
行
し

ま
し
た
。
こ
の
中
で
も
、
歴
史
公
文
書
等
を
適
切
に
保
存
し
て
利
用

を
図
る
こ
と
、
開
か
れ
た
県
政
の
推
進
や
鳥
取
県
の
学
術
及
び
文
化

の
発
展
に
資
す
る
こ
と
、
と
い
っ
た
目
的
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

で
は
、
鳥
取
県
内
の
市
町
村
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
公
文
書
管
理

に
関
す
る
条
例
を
制
定
し
た
市
町
村
は
あ
り
ま
せ
ん
。
公
文
書
管
理

法
は
、
市
町
村
に
は
直
接
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
先
ほ
ど
お
話
し
し

た
よ
う
に
、
公
文
書
館
法
は
市
町
村
に
も
公
文
書
等
の
保
存
、
利
用

に
つ
い
て
の
責
務
が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
古
い
資
料
を

残
す
と
い
う
法
律
等
を
他
に
探
し
て
み
る
と
、
文
化
財
保
護
法
と
か

文
化
財
保
護
条
例
に
行
き
当
た
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
法
律
の
趣
旨

は
、
指
定
を
し
た
文
化
財
を
残
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
指
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定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
や
条
例
の
網
は
か

か
り
ま
せ
ん
。
文
化
財
の
指
定
は
、
条
件
等
の
ハ
ー
ド
ル
が
す
ご
く

高
い
の
で
、
地
域
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
が
指
定
さ
れ
な
い
ま
ま
失

わ
れ
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
県
の
指
定
に
は
な
ら
な
い

が
、
町
内
会
に
と
っ
て
す
ご
く
重
要
な
文
書
が
あ
っ
た
と
し
ま
す
。

こ
れ
が
失
わ
れ
て
も
い
い
か
と
い
う
と
、そ
う
で
は
な
い
は
ず
で
す
。

残
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
町
内
会
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

が
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
公
文
書
に
関
し
て
言
え
ば
、

公
文
書
管
理
条
例
を
制
定
し
て
い
れ
ば
一
応
大
丈
夫
で
す
が
、
未
制

定
の
市
町
村
に
関
し
て
は
、
心
も
と
な
い
状
況
が
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
民
間
や
個
人
が
所
蔵
す
る
文
書
も
、
文
化
財
保
護
法

と
か
文
化
財
保
護
条
例
で
し
か
扱
え
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
ん

な
わ
け
で
、
市
町
村
や
民
間
・
個
人
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
残
っ
て

い
れ
ば
ラ
ッ
キ
ー
と
い
う
の
が
実
情
で
す
。

さ
て
、
私
は
普
段
、
大
学
で
行
政
法
や
地
方
自
治
法
を
教
え
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
行
政
法
的
な
話
に
な
り
ま
す
が
、
公
文
書
や
古
文
書

を
法
的
に
見
る
と
ど
う
な
る
か
。
公
文
書
と
い
う
言
葉
は
い
ろ
ん
な

意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
国
と
か
都
道
府
県
、
市
町
村
が
作

成
・
取
得
し
た
文
書
は
、
公
の
目
的
の
た
め
に
所
持
し
て
い
る
も
の

な
の
で
、「
公
物
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
文
書
と
い
う
と
紙
の
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
で
す
が
、
例
え
ば
電
子
メ
ー
ル
で
あ
っ
て
も
何
ら
か
の
記

録
媒
体
に
く
っ
つ
い
て
い
ま
す
。
ク
ラ
ウ
ド
の
よ
う
に
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
の
ど
こ
か
の
サ
ー
バ
ー
、
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
の
中
に
あ
る

わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
電
子
的
な
記
録
で
あ
っ
て
も
、
何
ら
か
の
物

に
く
っ
つ
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
有
体
物
と
言
い
ま
す
。
一
方
で
無

体
物
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
ア
イ
デ
ィ
ア
な
ん
か
が
そ
う
で
す

ね
。
公
文
書
の
場
合
は
、
文
書
化
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
有
体
物

に
な
り
ま
す
。

公
文
書
は
「
公
物
」
に
該
当
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
は
、
①

公
用
の
物
（
公
用
物
）
と
、
②
公
共
用
の
物
（
公
共
用
物
）
と
い
う

二
種
類
が
あ
り
ま
す
。
公
用
物
は
、
役
所
の
庁
舎
が
そ
う
で
す
が
、

基
本
的
に
は
公
務
員
が
使
う
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
公

務
員
の
ル
ー
ル
で
管
理
し
て
い
け
ば
い
い
と
い
う
考
え
方
に
な
り
ま

す
。
一
般
に
、
庁
舎
の
管
理
規
則
は
、
条
例
の
形
で
は
定
め
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
対
し
て
公
共
用
物
は
、
県
民
や
市
民
が
利
用
す

る
も
の
で
す
。
体
育
館
や
プ
ー
ル
、
こ
の
施
設
も
名
前
は
「
と
り
ぎ

ん
文
化
会
館
」
で
す
が
、
県
有
施
設
で
す
ね
。
皆
が
使
う
も
の
が
、

公
共
用
物
で
す
。

で
は
、
公
務
員
が
職
務
上
作
成
・
取
得
し
た
文
書
は
、
公
用
物
と

公
共
用
物
の
ど
ち
ら
に
該
当
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
か
つ
て
は
公
用

物
と
い
う
考
え
方
で
し
た
。
公
務
員
が
使
う
も
の
だ
か
ら
で
す
。
し

か
し
、
今
日
で
は
住
民
が
利
用
で
き
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
を
可
能
に
し
た
の
が
、
情
報
公
開
制
度
で
す
。
情
報
公
開
制
度
に

よ
っ
て
住
民
が
公
文
書
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
公
文
書
は
公



― 7 ―

用
物
で
あ
る
と
と
も
に
公
共
用
物
に
も
な
っ
た
わ
け
で
す
。
公
共
用

物
は
、
住
民
か
ら
す
れ
ば
、
権
利
の
客
体
で
す
。
例
え
ば
、
使
用
料

等
を
支
払
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
施
設
を
借
り
る
権
利
を
住

民
は
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
県
の
都
合
で
好
き
勝

手
に
作
っ
た
り
潰
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
開
館
時
間
や

利
用
時
間
等
は
条
例
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
地
方
自
治
法
で

は
「
公
の
施
設
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
法
律
は
、
公
の
施
設

の
設
置
と
管
理
に
関
す
る
事
項
は
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。
公
共
用
物
は
住
民
の
た
め
に
あ
る
の
で
、
住
民
を
代
表
す
る
議

会
が
作
っ
た
条
例
に
の
っ
と
っ
て
、
設
置
場
所
、
利
用
の
あ
り
方
等

を
決
め
る
と
い
う
考
え
方
を
と
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
も
う
一
度
戻

り
ま
す
が
、
公
用
物
と
公
共
用
物
と
い
う
性
格
を
併
せ
持
つ
と
い
う

の
が
、
今
日
の
公
文
書
の
位
置
付
け
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
公
文
書
館
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
で
も
情
報
公
開
条

例
を
有
し
て
い
る
以
上
、
住
民
が
利
用
す
る
こ
と
を
考
え
な
い
と
い

け
ま
せ
ん
。

一
方
、
古
文
書
に
関
し
て
は
、
民
間
や
個
人
が
所
有
し
て
い
る
も

の
に
限
定
す
る
と
、
こ
れ
も
物
と
し
て
の
性
質
を
持
ち
ま
す
。
物
に

対
す
る
権
利
を
定
め
て
い
る
の
は
民
法
で
す
。
典
型
的
な
物
に
対
す

る
権
利
が
所
有
権
で
す
が
、
所
有
権
は
、
法
令
の
制
限
内
に
お
い
て

自
分
の
物
を
自
分
で
使
っ
て
い
い
権
利
（
使
用
）、
自
分
の
物
を
人

に
貸
し
て
お
金
を
取
る
権
利
（
収
益
）、
自
分
の
物
を
壊
し
て
も
捨

て
て
も
売
っ
て
も
い
い
権
利
（
処
分
）
と
い
う
三
つ
の
権
利
を
含
ん

で
い
ま
す
。
も
う
一
方
で
、
古
文
書
は
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
も

の
と
い
う
性
質
も
持
ち
ま
す
。
例
え
ば
、
日
記
を
書
く
と
著
作
権
が

発
生
し
ま
す
。
思
想
と
か
感
情
を
創
作
的
に
表
現
し
て
い
れ
ば
、
全

て
に
著
作
権
が
発
生
す
る
と
い
う
の
が
、我
が
国
の
著
作
権
法
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
学
校
で
児
童
、
生
徒
に
作
文
を
書
か
せ
る
と
、
著
作
権

は
児
童
、
生
徒
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
著
作
者
は
公
表
す
る
、
し
な

い
を
決
め
る
権
利
を
持
っ
て
い
ま
す
。
県
の
文
集
に
載
せ
て
あ
げ
た

ら
喜
ぶ
だ
ろ
う
と
思
っ
て
勝
手
に
掲
載
す
る
と
、
著
作
者
本
人
の
公

表
権
を
侵
害
す
る
可
能
性
が
出
て
き
ま
す
。古
文
書
等
に
関
し
て
も
、

そ
の
よ
う
な
権
利
問
題
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
古
い
写
真

を
例
に
と
る
と
、
古
い
写
真
は
人
気
が
あ
る
の
で
、
利
用
者
が
閲
覧

し
た
り
、
展
示
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
も

撮
影
し
た
人
に
著
作
権
が
あ
り
ま
す
し
、
写
っ
て
い
る
人
の
肖
像
権

と
か
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
も
出
て
き
ま
す
。

公
文
書
や
古
文
書
と
い
う
も
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
の
客
体
と

し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
如
何
に
保
存
し
、
如
何

に
利
活
用
し
て
い
く
の
か
、こ
れ
が
問
題
で
す
。
レ
ジ
ュ
メ
の
四「
公

文
書
管
理
法
」
に
公
文
書
等
の
定
義
が
出
て
き
ま
す
。
国
は
、
三
種

類
の
文
書
を
こ
の
法
律
で
管
理
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
一
つ
目

は
「
行
政
文
書
」。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
公
文
書
の
一
般
的
イ
メ
ー
ジ

で
す
。
公
務
員
が
日
々
作
成
・
取
得
し
た
文
書
で
す
。
二
つ
目
は「
法
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人
文
書
」。
国
に
は
独
立
行
政
法
人
や
国
立
大
学
法
人
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
が
作
成
・
取
得
し
た
文
書
が
、
法
人
文
書
で
す
。
地
方
で
い

え
ば
地
方
独
立
行
政
法
人
や
指
定
管
理
者
が
あ
り
ま
す
ね
。
例
え

ば
、
こ
の
施
設
（
と
り
ぎ
ん
文
化
会
館
）
は
指
定
管
理
の
よ
う
で
す

が
、
県
が
作
っ
た
建
物
だ
と
し
て
も
、
実
際
の
管
理
は
指
定
管
理
者

が
行
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
県
民
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
は

県
の
仕
事
で
す
。
県
が
直
接
運
営
し
て
い
な
く
て
も
、
県
有
施
設
の

管
理
だ
か
ら
県
の
仕
事
と
な
る
。
だ
か
ら
、
不
適
切
な
使
い
方
を
さ

せ
て
い
る
と
か
、
指
定
管
理
者
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
人
に
は
貸
す

け
れ
ど
、
そ
う
で
な
い
人
に
は
貸
さ
な
い
、
と
い
っ
た
こ
と
を
し
て

い
た
ら
、
こ
れ
は
問
題
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
の
記
録
を
残
し
て
閲
覧

で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
三

つ
目
は
「
特
定
歴
史
公
文
書
等
」、
今
日
の
話
で
言
え
ば
歴
史
的
な

文
書
に
あ
た
り
ま
す
。

公
文
書
管
理
法
の
性
質
は
、
普
通
の
法
律
と
少
し
違
い
ま
す
。
条

例
も
そ
う
で
す
が
、
法
律
や
条
例
は
多
く
の
場
合
、
国
民
や
住
民
の

権
利
を
制
限
し
た
り
、
義
務
を
課
し
た
り
す
る
た
め
に
作
り
ま
す
。

税
条
例
を
例
に
と
る
と
、
そ
の
条
例
が
で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
払
う

税
金
が
決
ま
っ
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
法
定
外
目
的
税
と
か
、
新
た

な
税
が
賦
課
さ
れ
た
り
し
ま
す
。
し
か
し
、
公
文
書
管
理
法
は
、「
公

文
書
等
の
管
理
を
し
ま
す
」
と
い
う
法
律
な
の
で
、
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
国
民
や
住
民
の
側
で
は
な
く
て
役
所
の
側
に
な
り
ま

す
。
誰
に
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
第
一
は
行
政
機
関

の
職
員
、
第
二
は
行
政
機
関
の
長
、
第
三
は
内
閣
総
理
大
臣
、
第
四

は
独
立
行
政
法
人
等
、
第
五
は
国
立
公
文
書
館
等
の
長
、
第
六
は
国

立
公
文
書
館
と
な
り
ま
す
。
国
立
公
文
書
館
等
の
長
に
は
、
歴
史
公

文
書
等
の
う
ち
国
立
公
文
書
館
等
が
保
存
す
る
、
い
わ
ゆ
る
特
定
歴

史
公
文
書
等
の
永
久
保
存
義
務
が
課
さ
れ
て
い
ま
す
。

利
用
者
の
義
務
と
い
う
の
は
、
レ
ジ
ュ
メ
の
第
七
に
書
か
れ
て
い

ま
す
。
利
用
者
の
義
務
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
利
用
す
る
と
き

に
手
数
料
を
納
め
る
と
い
う
だ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
公
文
書
管

理
法
は
、
大
半
が
公
の
側
の
人
た
ち
に
義
務
を
課
し
て
い
る
わ
け
で

す
。
普
通
の
法
律
や
条
例
が
国
民
や
住
民
に
何
か
し
な
さ
い
、
と
い

う
の
に
対
し
て
、こ
れ
は
圧
倒
的
に
公
の
側
に「
し
な
さ
い
」、と
言
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
法
律
を
作
っ
た
か
ら
う
ま
く
い
っ
た
か

な
と
い
う
と
、
ど
う
も
そ
う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
お
分
か
り
の
方
も

あ
る
よ
う
で
す
が
、
森
友
学
園
問
題
に
し
ま
し
て
も
、
交
渉
記
録
を

短
期
間
で
廃
棄
し
て
構
わ
な
い
の
か
？
と
い
う
感
じ
で
す
。
築
地
の

市
場
が
豊
洲
に
移
転
す
る
に
あ
た
っ
て
、
有
識
者
会
議
は
盛
り
土
と

言
っ
て
い
た
の
に
、
な
ぜ
か
地
下
空
間
に
変
わ
っ
て
い
た
わ
け
で
す

ね
。
自
衛
隊
に
よ
る
Ｐ
Ｋ
Ｏ
（
国
連
平
和
維
持
活
動
）
も
そ
う
で
す
。

ス
ー
ダ
ン
の
Ｐ
Ｋ
Ｏ
活
動
に
つ
い
て
も
、
日
報
が
廃
棄
さ
れ
て
い
た

と
言
っ
て
い
た
の
に
、
後
か
ら
出
て
き
た
り
し
て
、
一
体
ど
う
な
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
一
般
国
民
か
ら
す
る
と
怪
し
い
こ
と
ば
か
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り
で
す
。
森
友
学
園
へ
の
国
有
地
の
売
買
は
、
交
渉
の
経
緯
が
あ
る

か
ら
あ
の
値
段
に
な
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
が
わ
か
る
文
書

は
保
存
期
間
満
了
だ
か
ら
廃
棄
し
た
と
か
。
保
存
期
間
が
一
年
未
満

だ
か
ら
廃
棄
し
た
で
は
済
ま
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
防

ぐ
た
め
に
も
、
し
っ
か
り
と
残
し
て
、
し
っ
か
り
と
使
わ
せ
る
と
い

う
こ
と
が
確
立
し
て
い
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
公
文
書
管
理
法
は
、
地
方
公
共
団
体
に
は
直

接
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
法
律
の
趣
旨
に
の
っ
と
っ
て
そ
の
保

有
す
る
文
書
の
適
正
な
管
理
に
関
し
て
必
要
な
施
策
を
策
定
し
、
こ

れ
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
努
力
義
務

が
、
地
方
公
共
団
体
に
は
課
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
「
趣
旨
」
に
つ

い
て
は
、
レ
ジ
ュ
メ
に
載
せ
て
お
き
ま
し
た
の
で
、
お
読
み
い
た
だ

け
れ
ば
大
丈
夫
か
と
思
い
ま
す
。
要
は
、
公
文
書
を
公
用
物
と
し
て

役
所
の
ル
ー
ル
で
管
理
す
る
の
で
は
な
く
、
公
共
用
物
と
し
て
管
理

し
、
住
民
の
同
意
を
得
た
ル
ー
ル
の
も
と
で
き
ち
ん
と
管
理
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
も
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
努
力
す

る
と
い
う
の
が
第
一
義
と
い
う
こ
と
で
す
。
鳥
取
県
は
、
そ
れ
を
受

け
る
形
で
「
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
」
を
制
定
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
、
そ
の
内
容
も
よ
く
で
き
た
条
例
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
条
例
の
中
で
は
第
一
章
（
第
一
条
～
第
三
条
）
に
、
実
施
機
関

と
し
て
公
安
委
員
会
、
警
察
本
部
長
が
入
っ
て
い
ま
す
。
公
文
書
管

理
条
例
を
定
め
て
い
る
地
方
公
共
団
体
が
全
国
で
二
〇
程
度
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
を
入
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
は
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
公

安
委
員
会
や
警
察
本
部
長
の
文
書
も
情
報
公
開
条
例
の
対
象
に
な
っ

て
い
る
の
で
、
公
文
書
管
理
条
例
に
入
れ
て
は
だ
め
と
い
う
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。他
の
自
治
体
が
な
ぜ
入
れ
て
い
な
い
の
か
と
い
う
と
、

文
書
管
理
を
条
例
で
定
め
る
と
、
最
終
的
に
公
開
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
公
安
委
員
会
や
警
察
本
部
長
の
側
と
し
て
は
そ
の
点
が
気

が
か
り
で
、
で
き
る
だ
け
入
れ
て
欲
し
く
な
い
と
い
う
よ
う
気
持
ち

が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
鳥
取
県
は
し
っ

か
り
と
管
理
の
対
象
の
中
に
入
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

警
察
関
係
で
は
、
現
在
国
会
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
共
謀
罪
関
係

の
法
案
（
改
正
組
織
犯
罪
処
罰
法
）
が
も
し
成
立
す
る
と
、
そ
れ
に

伴
っ
て
、
不
要
な
捜
査
、
例
え
ば
共
謀
罪
関
係
と
し
て
捜
査
を
始
め

た
が
共
謀
関
係
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
文
書
が
残
る
と
問
題

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
き
る
だ
け
文
書
は
残
し
た
く
な
い
と
い

う
こ
と
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

次
に
、
歴
史
公
文
書
等
の
定
義
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ア

か
ら
オ
ま
で
五
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
見
て
い
く
と
、

県
が
作
成
・
取
得
し
た
公
文
書
だ
け
が
対
象
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
要
は
、
歴
史
的
に
重
要
な
文
書
で
あ
れ
ば
、
県
が

作
成
・
取
得
し
た
も
の
以
外
で
あ
っ
て
も
対
象
と
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
す
。
民
間
や
個
人
の
文
書
で
あ
っ
て
も
、全
て
対
象
と
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
を
全
て
管
理
す
る
と
い
う
の
は
無
理
な
の
で
、
そ
の
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中
で
特
定
さ
れ
た
も
の
を
県
が
管
理
し
て
い
く
と
い
う
形
を
と
る
わ

け
で
す
。
こ
の
「
特
定
」
と
い
う
の
は
、
簡
単
に
言
う
と
、
公
文
書

館
の
管
理
下
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
公
文
書
館
で

し
っ
か
り
と
残
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
を
と
る
わ
け
で
す
。逆
に
、

公
文
書
館
の
管
理
下
に
入
っ
て
こ
な
い
文
書
は
、
こ
の
条
例
の
適
用

が
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
個
人
の
家
に
あ
る

文
書
は
個
人
の
も
の
で
す
。
た
だ
、
個
人
の
家
に
あ
る
文
書
は
失
わ

れ
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
よ
く
言
わ
れ
る
の
が
、
引
っ
越
し
と
か

建
て
替
え
と
か
、
あ
と
世
代
交
代
と
か
が
き
っ
か
け
で
す
。
私
も
、

家
を
取
り
壊
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
、
何
か
ぼ
ろ
ぼ
ろ
で
汚
く

て
読
め
な
い
字
の
文
書
が
出
て
き
た
ら
、
捨
て
て
も
い
い
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
れ
に
は
、
地
域

に
と
っ
て
大
変
重
要
な
内
容
が
書
い
て
あ
る
か
も
し
れ
な
い
わ
け
で

す
。
そ
う
い
っ
た
も
の
を
預
け
る
場
所
が
な
け
れ
ば
、
捨
て
る
と
い

う
選
択
肢
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
ど
こ
か
が
し
っ
か
り
と
残
し

て
い
か
な
け
れ
ば
、
す
で
に
お
話
し
し
た
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
に
あ
っ
た
、

地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
立
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
説
明

責
任
を
果
た
す
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
が
一
切
で
き
な
く
な
っ
て
し

ま
う
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
鳥
取
県
で
は
新
た
な
条
例
を
作
る

と
い
う
流
れ
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。私
が
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、

副
知
事
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
県
議
さ
ん
か
ら
の
質
問
に
対

し
て
知
事
が
お
答
え
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
よ
う
で

す
ね
。
レ
ジ
ュ
メ
に
は
、
そ
の
時
の
議
事
録
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か

ら
引
っ
張
っ
て
き
ま
し
た
が
、「
一
定
の
ポ
リ
シ
ー
に
基
づ
い
て
、

こ
の
文
書
は
必
要
だ
と
い
う
も
の
を
い
わ
ば
収
集
す
る
権
能
と
い
う

も
の
も
は
っ
き
り
と
見
せ
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
」と
い
う
平
井
知
事
の
ご
発
言
が
あ
り
、最
後
の
と
こ
ろ
で
は
、「
志

あ
る
公
文
書
館
と
し
て
の
魂
を
入
れ
る
こ
と
を
改
め
て
や
る
必
要
が

あ
る
」
と
結
ば
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
受
け
て
、鳥
取
県
は
「
県
立
公
文
書
館
在
り
方
検
討
会
議
」

（
以
下
「
検
討
会
議
」）
を
発
足
さ
れ
ま
し
た
。
検
討
会
議
の
運
営
要

綱
に
は
、
五
つ
の
検
討
課
題
と
と
も
に
学
識
経
験
者
（
二
名
）、
市

町
村
職
員
（
二
名
）、
県
立
図
書
館
職
員
（
一
名
）
の
五
名
の
委
員

と
事
務
局
等
（
四
名
）
が
構
成
員
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、

事
務
局
等
は
、
県
総
務
部
（
二
名
）、
県
立
博
物
館
（
一
名
）、
公
文

書
館
（
一
名
）
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
は
特

徴
的
で
す
。
そ
れ
は
、
公
文
書
館
の
こ
と
だ
け
を
議
題
に
す
る
と
い

う
考
え
方
を
し
て
い
な
い
こ
と
で
す
。
鳥
取
県
は
、
元
々
時
代
区
分

と
資
料
の
性
格
に
応
じ
て
、
こ
れ
は
図
書
館
、
こ
れ
は
博
物
館
、
こ

れ
は
公
文
書
館
と
い
う
よ
う
に
保
存
主
体
を
分
け
る
方
法
を
取
っ
て

い
た
の
で
、
そ
の
考
え
方
を
検
討
会
議
で
も
踏
襲
し
た
わ
け
で
す
。

公
文
書
館
、図
書
館
、博
物
館
と
い
う
三
つ
を
、俗
に
Ｍ
Ｌ
Ａ（
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
、ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
）と
言
っ
た
り
し
ま
す
が
、



― 11 ―

こ
の
三
館
の
職
員
が
入
っ
て
検
討
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
検
討
の

結
果
は
「
県
立
公
文
書
館
在
り
方
検
討
会
議
報
告
書
」
と
し
て
取
り

ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
鳥
取
県
が
ど
の
よ
う
に
公
文
書
管
理
に

取
り
組
ん
で
い
る
か
と
い
う
現
状
と
課
題
を
把
握
し
た
上
で
、
今
後

公
文
書
館
が
ど
の
よ
う
な
役
割
や
機
能
を
果
た
し
て
い
く
べ
き
か
と

い
う
検
討
を
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

レ
ジ
ュ
メ
に
は
報
告
書
の
抜
粋
と
い
う
形
で
い
く
つ
か
掲
載
し
て

お
り
ま
す
。
ま
ず
、
歴
史
的
な
文
書
を
残
す
と
き
の
基
本
的
な
考
え

を
紹
介
し
ま
す
。
例
え
ば
、
お
金
で
あ
れ
ば
家
に
残
し
て
お
く
と
怖

い
の
で
銀
行
に
預
け
る
と
い
う
考
え
方
に
な
り
ま
す
。
で
は
、
地
域

の
資
料
は
ど
う
か
。
個
人
の
家
に
置
い
て
お
く
と
処
分
さ
れ
る
危
険

性
が
あ
る
の
で
、
全
て
を
公
文
書
館
に
預
け
る
と
い
う
考
え
方
も
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
利
用
し
た
い
時
に
わ
ざ
わ
ざ
公
文
書
館
ま
で
来

る
の
か
と
い
う
話
に
な
る
わ
け
で
す
。
地
域
の
文
書
は
地
域
に
根
づ

い
て
い
る
も
の
な
の
で
、
と
り
わ
け
利
用
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
基

本
的
に
は
地
域
に
残
す
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。レ
ジ
ュ
メ
で
は
、

「
基
本
的
な
考
え
方
」
の
部
分
で
す
。
各
自
治
体
や
地
域
が
そ
れ
ぞ

れ
責
任
を
持
っ
て
原
本
を
保
存
し
て
地
域
の
財
産
と
し
て
将
来
に
引

き
継
い
で
い
く
こ
と
、
こ
れ
が
基
本
の
①
で
す
。
た
だ
、
そ
の
地
域

の
文
書
が
、
県
と
し
て
も
保
存
す
べ
き
内
容
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
現
物
で
は
な
く
、

複
製
物
を
公
文
書
館
の
側
が
持
っ
て
お
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
れ

が
基
本
の
②
で
す
。
さ
ら
に
、
歴
史
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
及
び

活
用
は
、
公
文
書
館
だ
け
で
な
く
、
保
存
主
体
で
あ
る
市
町
村
や
県

民
（
民
間
団
体
・
個
人
）
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
実
現
す
る
と
い
う

こ
と
を
明
記
し
ま
し
た
。
県
だ
け
の
仕
事
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が

役
割
を
果
た
す
。
ど
う
に
も
な
ら
な
い
時
に
は
、
県
の
公
文
書
館
が

何
か
を
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
を
示
し
た
わ
け
で

す
。次

に
、「
公
文
書
館
と
博
物
館
、
図
書
館
の
役
割
・
連
携
」
で
す
が
、

鳥
取
県
で
は
、
公
文
書
館
以
外
に
図
書
館
や
博
物
館
が
し
っ
か
り
と

任
務
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
資
料
の
所
蔵
に
つ
い
て
は
、

「
ど
こ
が
持
つ
べ
き
か
を
議
論
す
る
よ
り
、
ど
こ
が
何
を
保
存
し
て

い
る
の
か
を
整
理
・
把
握
す
る
ほ
う
が
重
要
」
で
あ
る
と
し
て
い
ま

す
。
こ
の
資
料
は
図
書
館
、こ
の
資
料
は
公
文
書
館
と
い
う
の
で
は
、

縄
張
り
意
識
が
働
い
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
県
民
の
立
場
か

ら
す
れ
ば
、
ど
こ
に
あ
っ
て
も
問
題
な
い
は
ず
で
す
。
ど
こ
で
も
い

い
か
ら
き
ち
ん
と
残
し
て
、
使
わ
せ
て
く
れ
と
い
う
気
持
ち
で
し
ょ

う
。
県
民
が
資
料
を
探
し
て
い
る
時
に
、
図
書
館
、
博
物
館
、
公
文

書
館
が
連
携
し
て
い
れ
ば
、
例
え
ば
図
書
館
に
調
べ
も
の
に
行
っ
た

と
き
に
、
そ
れ
は
公
文
書
館
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
れ
ば
、
た

ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
体
制
を
し
っ
か

り
作
っ
て
お
け
ば
、
不
利
益
は
生
じ
な
い
と
い
う
考
え
方
を
し
て
い

ま
す
。
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災
害
時
の
こ
と
も
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の

時
も
そ
う
で
す
し
、
東
日
本
大
震
災
の
時
も
そ
う
で
し
た
。
私
た
ち

は
そ
れ
を
目
の
当
た
り
に
し
た
わ
け
で
す
。
こ
の
二
月
に
、
私
は
釜

石
市
に
調
査
に
行
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
釜
石
市
役
所
で
は
、
津

波
の
た
め
に
文
書
が
流
さ
れ
た
り
、「
ぐ
っ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
」
に
な
っ

た
り
し
た
わ
け
で
す
。
い
ま
だ
に
そ
の
文
書
を
使
え
る
よ
う
に
す
る

た
め
の
作
業
を
続
け
て
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
水
濡
れ
に
あ
っ
た
文

書
と
い
う
と
、
茨
城
県
常
総
市
の
事
例
が
あ
り
ま
す
。
鬼
怒
川
が
決

壊
し
て
、
約
一
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
ま
で
役
所
が
浸
水
し
ま
し
た
。

川
の
水
と
海
の
水
、
ど
ち
ら
の
方
が
紙
の
文
書
を
復
元
す
る
時
に

楽
だ
と
思
い
ま
す
か
。
二
択
で
す
。
川
の
水
だ
と
思
う
人
、
は
い
。

海
の
水
だ
と
思
う
人
、
は
い
。
こ
れ
は
、
東
日
本
大
震
災
ま
で
そ
う

い
う
事
例
が
な
く
、
文
書
の
復
元
方
法
も
分
か
ら
な
か
っ
た
よ
う
で

す
が
、
海
の
水
の
方
が
圧
倒
的
に
い
い
そ
う
で
す
。
ま
ず
カ
ビ
が
生

え
に
く
い
。
カ
ビ
が
生
え
る
と
、
紙
と
紙
が
く
っ
つ
い
て
剥
が
せ
な

く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
あ
と
、
普
通
の
水
で
く
っ
つ
い
た
だ
け
で
も

本
は
ペ
ー
ジ
が
め
く
り
に
く
く
な
り
ま
す
ね
。
で
も
、
海
水
が
入
っ

て
い
る
と
、
塩
が
結
晶
と
な
り
ペ
ー
ジ
の
間
に
残
る
の
で
開
き
や
す

く
な
る
よ
う
で
す
。
カ
ビ
の
点
で
も
開
き
や
す
さ
の
点
で
も
、
実
は

海
の
水
の
方
が
い
い
と
い
う
、
そ
ん
な
こ
と
が
世
の
中
に
は
あ
る
の

で
す
ね
。
話
し
を
戻
し
ま
す
が
、災
害
時
に
つ
い
て
も
公
文
書
館
が
、

依
頼
を
受
け
れ
ば
救
助
に
行
く
体
制
を
と
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い

ま
す
。

さ
て
、
検
討
会
議
で
示
し
た
考
え
方
を
基
に
、
新
条
例
「
鳥
取
県

に
お
け
る
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
保
存
等
に
関
す
る

条
例
」
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
条
例
は
全
国
的
に
も
例
を
見
な
い
も

の
で
す
。
内
容
的
に
は
、「
鳥
取
県
立
公
文
書
館
の
設
置
及
び
管
理

に
関
す
る
条
例
」
を
作
り
直
す
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
普
通
は
公
文

書
館
の
設
置
・
管
理
条
例
が
あ
る
の
で
す
が
、
一
般
の
方
か
ら
見
れ

ば
何
す
る
の
？
と
い
う
感
じ
の
名
前
で
す
ね
。
そ
も
そ
も
公
文
書
館

に
は
行
っ
た
こ
と
も
な
い
し
…
…
と
い
う
こ
と
も
多
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
保
存
等
に
関
す

る
条
例
」
と
い
う
名
称
で
あ
れ
ば
、
何
を
や
る
の
か
分
か
り
や
す
い

で
す
ね
。
条
文
を
見
て
い
く
と
、
公
文
書
館
が
出
て
く
る
と
い
う
構

造
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
条
例
の
「
全
国
初
」
と
言
っ
て
も
い
い
と
こ
ろ
は
、

県
の
責
務
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
市
町
村
の
役
割
、
さ
ら
に
は
県

民
等
の
役
割
を
全
て
書
い
た
点
で
す
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
の
検
討
会
議

の
報
告
書
か
ら
も
推
測
は
で
き
た
と
思
い
ま
す
が
、
県
、
市
町
村
、

県
民
等
の
三
者
に
、
各
々
お
任
せ
と
い
う
の
が
一
般
的
で
す
。
他
県

等
の
公
文
書
館
で
、
民
間
や
個
人
の
文
書
の
調
査
を
し
て
残
す
と
い

う
活
動
を
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
。
鳥
取
県
も
や
っ
て
い

ま
し
た
。
た
だ
、そ
れ
を
条
例
に
明
記
し
た
の
は
こ
れ
が
最
初
で
す
。

オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
条
例
と
し
て
、こ
れ
は
誇
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
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ま
た
、
災
害
時
に
お
け
る
措
置
と
い
う
先
ほ
ど
も
お
話
し
し
た
こ
と

な
ど
も
、
こ
の
条
例
に
し
っ
か
り
と
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
条
例
に
は
限
界
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
の

一
七
ペ
ー
ジ
で
す
が
、
条
例
を
制
定
す
る
時
に
は
、
意
見
募
集
（
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
を
行
い
ま
す
。
そ
れ
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

「
全
て
の
条
文
が
努
力
規
定
に
な
っ
て
お
り
、
制
定
へ
の
本
気
度
が

伝
わ
っ
て
こ
な
い
。『
…
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
す
べ
き
で
あ
る
」

と
い
う
ご
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
公
文
書
館
が
集
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
か
、
民
間
の
人
た
ち
は
そ
れ
を
捨
て
な
い
で
後
代
に
残
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
思
い
っ
き
り
書
け
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
お
気
持
ち
は
よ
く
分
か
り
ま
す
。
た
だ
、

残
念
な
が
ら
こ
れ
が
条
例
上
の
限
界
で
す
。

ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
と
、
こ
こ
は
面
倒
な
話
に
な
り
ま

す
が
、
ざ
っ
く
り
言
う
と
、
条
例
に
は
で
き
る
こ
と
に
限
界
が
あ
り

ま
す
。
県
の
中
で
は
、
県
の
条
例
が
一
番
強
い
の
で
す
が
、
国
全
体

で
見
る
と
、
条
例
よ
り
も
憲
法
と
か
法
律
の
ほ
う
が
強
い
の
で
す
。

こ
れ
は
考
え
て
み
れ
ば
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
公
職
選
挙

法
と
い
う
法
律
で
国
政
選
挙
が
行
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
県
の
条
例

で
、「
う
ち
の
県
は
人
口
も
少
な
い
こ
と
だ
し
一
人
二
票
に
し
よ
う
」

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
法
律
で
一
人
一
票
と
決
ま
っ

て
い
る
の
で
、
鳥
取
県
だ
け
一
人
二
票
と
い
う
条
例
を
作
っ
て
も
、

そ
の
条
例
は
効
力
を
持
ち
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
条
例
に
は
勝
て
な
い

相
手
が
い
る
の
で
す
。
日
本
国
憲
法
に
は
、「
法
律
の
範
囲
内
で
条

例
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
法
律
の
範

囲
を
超
え
た
条
例
、
さ
っ
き
の
一
人
二
票
を
国
政
選
挙
で
や
っ
て
い

い
と
い
う
条
例
は
、
作
れ
ま
せ
ん
。
作
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
効
力

が
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
同
様
に
、
法
律
で
い
え
ば
、
地
方
自
治

法
は
、「
法
令
に
違
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
…
…
条
例
を
制
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
ま
す
。
法
令
に
違
反
し
た
条
例
は
効

力
を
持
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
市
町
村
や
県
民
等
の
文
書
で
す
。
県

か
ら
見
れ
ば
、
市
町
村
の
文
書
は
市
町
村
の
所
有
物
で
す
。
県
民
の

文
書
に
つ
い
て
は
個
人
の
所
有
物
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
所
有
権
を

持
っ
て
お
り
著
作
権
等
も
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
県
の
条
例
で
、
変

な
話
、
召
し
上
げ
る
み
た
い
な
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
れ
は
県
民

に
と
っ
て
大
事
な
文
書
な
の
だ
か
ら
、
家
の
蔵
に
置
い
て
お
か
な
い

で
、
県
の
公
文
書
館
に
無
理
や
り
持
っ
て
来
て
し
ま
う
と
、
所
有
権

を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
条
例
を
作
れ
ま
す

か
？
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
法

学
的
な
話
に
な
る
の
で
、
参
考
ま
で
に
徳
島
公
安
条
例
事
件
判
決
を

レ
ジ
ュ
メ
に
掲
載
し
て
お
き
ま
し
た
。
あ
と
、
判
決
の
流
れ
が
よ
く

分
か
る
フ
ロ
ー
図
が
あ
っ
た
の
で
資
料
に
掲
載
し
て
お
き
ま
し
た
。

こ
の
図
で
は
、法
律
と
条
例
が
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
時
、

図
の
イ
エ
ス
・
ノ
ー
を
追
っ
て
い
っ
て
、
最
後
の
○
か
×
で
判
断
し
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ま
す
。
○
の
と
こ
ろ
は
条
例
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
、
×
の
と
こ
ろ

は
条
例
を
作
っ
て
も
法
律
に
違
反
す
る
、と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

条
例
で
、
個
人
の
家
に
あ
る
文
書
で
も
県
立
公
文
書
館
が
持
っ
て

行
っ
て
い
い
と
か
、
市
町
村
の
文
書
で
も
県
立
公
文
書
館
が
召
し
上

げ
る
と
規
定
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
に
は
、
私
は
否
定
的
で
す
。
例

え
ば
、
先
ほ
ど
の
文
化
財
保
護
法
で
は
、
個
人
の
家
に
あ
る
資
料
を

動
か
す
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
個
人
の
家
に
あ
る
の
が
原
則
で
、
文

化
財
と
し
て
指
定
す
る
、
補
助
金
を
出
す
、
仮
に
そ
の
資
料
を
移
動

す
る
と
き
に
は
文
化
庁
に
届
け
出
て
も
ら
う
と
い
う
形
に
し
て
い
ま

す
。
文
化
財
保
護
法
と
歴
史
的
な
文
書
を
残
す
条
例
が
同
じ
か
ど
う

か
と
い
う
議
論
は
あ
り
得
る
と
思
い
ま
す
が
、
法
律
よ
り
も
厳
し
い

条
件
を
条
例
で
書
く
こ
と
は
、
違
法
に
な
る
可
能
性
が
高
い
と
私
自

身
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
新
条
例
で
は
努
力
義
務
に
な
っ
て
い
る
の

で
す
が
、
法
律
が
変
わ
ら
な
い
限
り
そ
こ
ま
で
し
か
で
き
な
い
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
残
り
時
間
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
ま
と
め
に
入
っ

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
公
文
書
だ
け
で
は
な
く
て
歴
史

的
な
文
書
も
含
め
て
、
そ
の
扱
い
に
つ
い
て
鳥
取
県
は
か
な
り
先
進

性
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
鳥
取
県
の
先
進
性
と
し
て
、
平
成

二
一
年
一
〇
月
、
都
道
府
県
と
し
て
は
一
六
番
目
に
公
文
書
館
を
設

置
し
て
い
ま
す
。
一
六
と
い
う
と
そ
ん
な
早
く
な
い
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ま
だ
都
道
府
県
で
公
文
書
館
を

持
っ
て
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
の
で
一
六
と
い
う
の
は
早
い
と
言

え
ま
す
。
ま
た
、
平
成
二
四
年
に
都
道
府
県
と
し
て
は
全
国
で
三
番

目
の
公
文
書
管
理
条
例
を
整
備
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
市
町
村
も
含

め
て
も
ま
だ
二
〇
個
ぐ
ら
い
し
か
な
い
の
で
、
間
違
い
な
く
早
い
と

言
え
ま
す
。
ま
た
、
本
日
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
す
が
、
平
成
二
八
年
、

全
国
で
初
め
て
、
市
町
村
、
県
民
等
の
努
力
義
務
を
定
め
た
「
鳥
取

県
に
お
け
る
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
保
存
等
に
関
す

る
条
例
」
を
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
間
違
い
な
く
一
番
で
す
。

制
度
的
に
も
内
容
的
に
も
先
進
的
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
条
例
が
あ
る
か
ら
先
進
的
で
す
と
言
っ
て
も
、
あ
る
だ
け

で
は
困
り
ま
す
。
先
進
的
と
い
う
の
は
順
番
の
話
で
は
な
く
、
書
い

て
あ
る
内
容
だ
け
で
も
な
く
、
そ
れ
が
き
ち
ん
と
動
い
て
い
く
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
公
文
書
管
理
法
は
、
制
定

当
時
と
し
て
は
斬
新
な
内
容
を
含
ん
で
い
ま
し
た
が
、
結
局
、
森
友

学
園
問
題
等
が
顕
在
化
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
法
律
や
条
例
を
作
っ

た
ら
良
く
な
る
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
き
ち
ん
と
生
か
し

て
い
く
た
め
に
は
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
一
つ
目
の

ポ
イ
ン
ト
は
、
今
ほ
ど
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
条
例
と
い
う
の
は
制

定
す
る
の
が
目
的
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
何
ら
か
の
必
要
が

あ
っ
て
条
例
を
作
っ
た
わ
け
で
す
の
で
、
そ
の
必
要
性
を
ち
ゃ
ん
と

満
た
せ
る
よ
う
に
動
か
し
て
い
か
な
け
れ
ば
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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二
つ
目
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
県
や
県
民
の
諸
活
動
が
、
記
憶
の
レ
ベ

ル
で
は
な
く
て
、
記
録
と
し
て
ち
ゃ
ん
と
残
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で

す
。
こ
れ
は
、
そ
の
内
容
を
後
々
に
つ
な
い
で
い
け
る
と
い
う
こ
と

に
つ
な
が
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
記
憶
だ
け
で
あ
る
と
、
一
昨
日
の
朝

御
飯
す
ら
危
う
い
私
た
ち
で
あ
り
ま
す
の
で
―
そ
う
じ
ゃ
な
い
方
も

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
―
こ
れ
を
記
録
と
し
て
残
し
て
い
く
こ
と

の
意
味
合
い
と
い
う
の
を
も
う
一
度
再
認
識
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

三
つ
目
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
ど
の
よ
う
な
公
文
書
・
古
文
書
を
将
来

に
引
き
継
ぐ
か
を
決
め
る
の
は
、
現
在
を
生
き
る
我
々
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。
全
部
を
残
す
と
い
う
選
択
も
あ
り
得
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
そ
の
分
の
お
金
が
発
生
す
る
わ
け
で
す
。
置
く
場
所
が
必
要
に

な
り
ま
す
か
ら
。
そ
の
た
め
、
ど
こ
か
で
割
り
切
り
が
必
要
で
す
。

で
も
、
私
た
ち
の
世
代
が
割
り
切
っ
て
捨
て
ち
ゃ
っ
た
も
の
は
、
将

来
に
引
き
継
げ
な
く
な
り
ま
す
。
将
来
の
世
代
が「
そ
れ
、見
た
か
っ

た
の
に
…
…
」
と
い
う
も
の
を
、
残
す
か
残
さ
な
い
か
を
決
め
る
の

は
「
今
」
を
生
き
る
私
た
ち
で
す
。
条
例
自
体
は
廃
止
し
な
い
限
り

残
っ
て
い
き
ま
す
が
、
そ
の
条
例
に
よ
っ
て
残
さ
れ
る
文
書
は
ど
れ

な
の
か
を
決
め
る
の
は
私
た
ち
で
す
。
鳥
取
県
は
役
所
の
文
書
に
つ

い
て
も
、
公
文
書
館
に
あ
る
文
書
に
つ
い
て
も
、
捨
て
る
と
い
う
判

断
を
す
る
と
き
は
県
民
が
意
見
を
言
え
る
仕
組
み
を
ち
ゃ
ん
と
持
っ

て
い
ま
す
。
言
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
「
捨
て
て
い
い
よ
」
と
言
っ

た
の
と
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
の
で
、後
の
世
代
か
ら
、

「
何
で
あ
れ
捨
て
た
ん
だ
よ
！
」
と
言
わ
れ
る
か
も
…
…
と
い
う
状

況
に
、
今
ま
さ
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

四
つ
目
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
の
公
文
書
と
か
古
文
書
を
管
理
し
て

い
く
た
め
の
、
俗
に
言
う
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
で
す
。
公
務
員
の
方

は
皆
さ
ん
耳
に
た
こ
が
で
き
る
ぐ
ら
い
お
聞
き
に
な
っ
て
い
る
や
つ

で
す
け
れ
ど
も
、
計
画
を
立
て
（Plan

）、
行
動
し
（D

o

）、
評
価

し
（Check

）、
改
善
し
て
い
く
（A

ction

）。
こ
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
の
サ

イ
ク
ル
と
い
う
も
の
を
、
ま
ず
は
役
所
の
側
が
し
っ
か
り
回
す
べ

き
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
役
所
が
完
全
に
や
っ
て
く
れ
る
よ
ね
と
い
う

意
識
を
持
っ
て
い
る
と
、
何
遍
も
言
い
ま
す
が
、
森
友
学
園
の
文
書

問
題
は
、「
財
務
省
を
信
用
し
て
い
た
の
に
、
そ
う
だ
っ
た
の
…
…
」

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
わ
け
で
す
の
で
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ

は
県
民
の
側
が
不
断
に
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
。
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
県
の
「
文
書
を
捨
て
る
」
と
い

う
判
断
に
意
見
を
言
え
る
わ
け
で
す
か
ら
、「
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い

ん
じ
ゃ
な
い
？
」
と
思
っ
た
ら
、と
り
あ
え
ず
意
見
を
言
っ
て
み
る
。

そ
こ
か
ら
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
と
い
う
も
の
を
、
県
だ
け
で
は
な
く
て
、
県

民
も
含
め
て
全
体
で
回
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。以

上
、
私
か
ら
は
総
論
的
な
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
後
は
、豊
見
山
和
美
さ
ん（
沖
縄
県
公
文
書
館
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
）、
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喜
多
村
理
子
さ
ん
（
鳥
取
短
期
大
学
非
常
勤
講
師
）
を
交
え
て
、
具

体
的
に
、「
で
は
、
こ
う
い
っ
た
文
書
が
残
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味

合
い
は
、
ど
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
す
か
？
」
と
い
う
と
こ

ろ
を
、
皆
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す

私
か
ら
の
お
話
は
以
上
で
す
。
御
清
聴
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ど
う

も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
二
三
日
に
開
催
し
た
、
歴
史
公
文
書
等
保
存

条
例
制
定
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
公
文
書
・
古
文
書
の
保
存
と
利
活
用
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
？
」（
主
催
：
鳥
取
県
、
県
市
町
村
歴
史
公
文
書
等
保
存
活
用
共
同

会
議
）
の
講
演
録
で
あ
る
。




