
　

タイトル
戦後府県の組織編成とその「正当化」 : 局部組織制

度の形成過程と編成過程の変遷に着目して

著者 稲垣, 浩; INAGAKI, Hiroshi

引用 北海学園大学法学研究, 50(2): 313-338

発行日 2014-09-30



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

論

説
・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

戦
後
府
県
の
組
織
編
成
と
そ
の
「
正
当
化
」

｜
｜
局
部
組
織
制
度
の
形
成
過
程
と
編
成
過
程
の
変
遷
に
着
目
し
て
｜
｜

稲

垣

浩

０．

課
題
の
設
定

近
年
、
多
く
の
府
県
に
お
い
て
知
事
の
直
近
下
位
に
位
置
す
る
組
織
（
以
下
、
局
部
組
織
と
す
る
）
の
改
革
・
再
編
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。
本
稿
は
こ
う
し
た
局
部
組
織
の
制
度
に
つ
い
て
、
歴
史
的
な
沿
革
や
府
県
に
お
け
る
編
成
過
程
の
変
遷
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
構
造
的
な
特
徴
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
戦
後
の
府
県
に
お
け
る
局
部
組
織
を
め
ぐ
っ
て
は
、
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
地
方
自
治

１
）

官
庁
の「
規
制
」、
あ
る
い
は
機
関

委
任
事
務
や
補
助
金
、
出
向
人
事
な
ど
を
通
じ
て
府
県
の
関
係
部
局
と
つ
な
が
り
を
持
つ
省
庁
（
以
下
、
個
別
省
庁
と
す
る
）
の
反
対
な

ど
、「
国
に
よ
る
制
約
」に
よ
っ
て
府
県
が
自
由
に
編
成
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
ま
た
府
県
間
で
の
画
一
性
も
高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
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た
（
久
世
一
九
七
一
、
大
杉
二
〇
〇
九
）。
こ
う
し
た
「
国
に
よ
る
制
約
」
が
、
地
方
自
治
法
の
改
正
や
地
方
分
権
の
進
展
に
よ
っ
て
緩
和

さ
れ
、
現
在
で
は
府
県
の
「
自
由
な
発
想
」
に
よ
っ
て
「
地
域
の
事
情
に
応
じ
た
」「
多
様
性
に
富
む
も
の
」
へ
と
組
織
編
成
は
変
化
し
て

い
る
と
さ
れ
る
（
稲
継
二
〇
一
〇
、
石
原
・
山
之
内
二
〇
一
一
）。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
「
国
に
よ
る
制
約
」
を
重
視
す
る
見
方
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
地
方
自
治

法
の
規
定
（
第
一
五
八
条
）
は
、
府
県
に
よ
る
自
主
的
な
組
織
編
成
を
完
全
に
組
織
編
成
を
「
規
制
」
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
制
度

上
、
府
県
が
事
情
に
応
じ
て
任
意
に
組
織
を
設
置
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
お
り
、
全
府
県
に
お
い
て
必
ず
し
も
法
律
の
規
定
通
り
に
組

織
が
設
置
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
も
な
い（
今
村
一
九
八
四
）。
ま
た
、
地
方
自
治
法
上
、
府
県
の
組
織
編
成
に
対
し
て
関
与
で
き
る
省
庁
は

地
方
自
治
官
庁
の
み
で
あ
り
、
個
別
省
庁
が
府
県
に
対
し
て
圧
力
を
か
け
れ
ば
、
府
県
の
み
な
ら
ず
「
越
権
行
為
」
と
し
て
、
地
方
自
治

官
庁
の
反
発
を
受
け
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、「
国
に
よ
る
制
約
」
が
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
「
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
」
組
織
が
選
択
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と

も
考
え
ら
れ
よ
う
（
砂
原
二
〇
一
一：

二
）。
森
田
（
一
九
八
七
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
組
織
編
成
と
は
、
政
策
を
実
施
す
る
手
段
、
組

織
の
効
率
的
な
管
理
、
あ
る
い
は
組
織
を
通
じ
た
政
治
的
な
影
響
力
の
拡
大
等
、
多
様
な
目
的
や
視
点
が
複
雑
に
絡
み
合
う
過
程
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
全
て
の
側
面
に
お
い
て
機
能
合
理
的
な
組
織
を
編
成
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
組
織
改
革
を
め
ぐ
っ
て
混
乱
や
対

立
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
改
革
は
限
定
的
な
も
の
と
な
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
（K

a
u
fm
a
n 1971 ：

73
79

）。

毛
（
一
九
九
七：

一
二
八
）
に
よ
れ
ば
、
行
政
に
お
け
る
組
織
改
革
は
、
行
政
組
織
を
取
り
巻
く
様
々
な
条
件
や
、
組
織
編
成
に
つ
い

て
の
経
験
的
な
蓄
積
の
影
響
を
大
き
く
受
け
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
ま
た
、
マ
ー
チ
と
オ
ル
セ
ン
は
、
ア
ク
タ
ー
が
、
そ
の
場
に
お
い

て
何
が
「
適
切
な
」
行
動
で
あ
る
か
を
基
準
に
し
た
「
適
切
さ
の
論
理
」
に
よ
っ
て
組
織
改
革
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（M
a
rch a

n
d O

lsen 1989

）。
さ
ら
に
マ
イ
ヤ
ー
ら
は
、
サ
イ
モ
ン
（S

im
o
n 1945

）
の
指
摘
し
た
「
限
定
合
理
性
」
の
中
で
選
択
が

論 説
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行
わ
れ
る
結
果
、
社
会
に
実
際
に
存
在
す
る
様
々
な
組
織
は
、
非
合
理
的
・
非
効
率
的
な
も
の
で
あ
る
場
合
が
多
い
と
す
る
。
ま
た
、
こ

う
し
た
組
織
の
非
合
理
性
は
、
必
ず
し
も
目
的
に
応
じ
て
効
率
性
の
高
い
組
織
が
選
択
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、「
儀
式
的
に
採
用
」さ
れ

た
「
制
度
化
さ
れ
た
ル
ー
ル
」
に
基
づ
い
て
選
択
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
す
る
（M

ey
er a

n
d R

o
w
a
n 1977

）。

こ
う
し
た
一
連
の
指
摘
か
ら
す
れ
ば
、
戦
後
府
県
に
お
い
て
は
、
そ
の
置
か
れ
た
環
境
や
状
況
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
何
ら
か
の
ル
ー

ル
や
手
続
き
に
よ
っ
て
「
正
当
」
と
認
め
ら
れ
た
組
織
が
編
成
さ
れ
て
き
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
（cf.

早
川
二
〇
一
二：

七
七
｜
八

三
）。
例
え
ば
、
滋
賀
県
に
お
け
る
「
琵
琶
湖
環
境
部
」
の
設
置
過
程
を
分
析
し
た
谷
畑
（
二
〇
〇
三
）
に
よ
れ
ば
、
中
央
省
庁
に
よ
る
直

接
的
な
統
制
が
な
く
と
も
、
府
県
側
に
お
い
て
中
央
省
庁
へ
の
配
慮
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
「
中
央
省
庁
統
制
の
幻
」
が
そ
の
過
程
に
お

い
て
観
察
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
省
庁
に
「
配
慮
」
す
る
こ
と
が
、
府
県
に
お
け
る
組
織
編
成
の
「
正
当
性
」
を
確
保
す

る
「
ル
ー
ル
」
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
よ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
視
点
を
占
領
期
か
ら
現
在
に
ま
で
拡
げ
、
こ
の
間
府
県
が
置
か
れ
て
き
た
諸
条
件
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
こ
う
し
た

組
織
編
成
を
「
正
当
化
」
す
る
「
ル
ー
ル
」
と
そ
の
変
容
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

以
下
で
は
、
次
の
よ
う
に
叙
述
が
進
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、「
国
に
よ
る
制
約
」と
し
て
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
、
明
確
な
国
に
よ
る
府
県
の

組
織
編
成
に
対
す
る
「
規
制
」
は
な
か
っ
た
一
方
で
、
局
部
組
織
制
度
の
構
造
が
府
県
に
よ
る
組
織
編
成
の
不
確
実
性
を
高
め
て
き
た
こ

と
を
、
占
領
期
か
ら
「
逆
コ
ー
ス
」
期
に
至
る
戦
後
地
方
制
度
の
形
成
過
程
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
、
こ
う
し
た
制
度
的
な
不
確
実

性
の
下
で
、
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
組
織
が
編
成
さ
れ
て
き
た
の
か
、
主
に
高
度
成
長
期
か
ら
安
定
成
長
期
に
お
け
る
府
県
で
の
組
織
編

成
過
程
の
実
態
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。
続
い
て
、
地
方
自
治
法
に
お
け
る
局
部
組
織
制
度
が
改
正
さ
れ
、
局
部
組
織
の
編
成
を
め
ぐ
る
国

と
府
県
の
関
係
が
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
府
県
に
お
け
る
組
織
編
成
に
つ
い
て
概
観
し
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か

に
す
る
。
最
後
に
、
組
織
編
成
が
持
つ
「
象
徴
」
と
し
て
の
機
能
を
め
ぐ
る
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
戦
後
府
県
に
お
け
る
組
織
編
成
の
構
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造
的
な
特
徴
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

１．

制
度
の
構
造
と
「
正
当
化
」

１．

１

局
部
組
織
制
度
の
形
成
過
程
と
三
つ
の
「
正
統
性
」

戦
後
長
く
府
県
の
局
部
組
織
を
規
定
し
て
き
た
旧
地
方
自
治
法
第
一
五
八
条
（
以
下
、
局
部
組
織
制
度
と
す
る
）
で
は
、
都
道
府
県
の

内
部
組
織
の
う
ち
、
局
部
組
織
の
名
称
、
事
務
分
掌
、
設
置
数
が
規
定
さ
れ
、
ま
た
過
去
数
度
に
わ
た
っ
て
改
正
さ
れ
て
き
た
（
礒
崎
・

金
井
・
伊
藤
二
〇
一
一：

七
四
）。
こ
の
よ
う
に
、
局
部
組
織
制
度
が
規
定
さ
れ
た
理
由
は
、「
都
道
府
県
の
担
当
す
る
行
政
の
相
当
部
分

が
国
の
機
関
委
任
事
務
」（
山
崎
一
九
九
〇：

二
六
六
）
で
あ
る
こ
と
等
、
国
（
個
別
省
庁
）
と
の
関
係
が
深
い
「
複
雑
な
二
重
の
性
格
」

（
長
野
一
九
五
二
ａ：

二
五
）
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
都
道
府
県
の
行
政
機
構
が
あ
ま
り
に
も
区
々
に
な
る
こ
と
は
、
国
と
の
関
係

や
都
道
府
県
相
互
間
に
種
々
の
支
障
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
」
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
局
部
組
織
制
度
は
、
戦
後
府
県
が
国
と
の
間
で
「
融
合
」（
天
川
一
九
八
六
）
的
な
性
格
を
持
つ
こ
と
を
制
度
の
前
提
と
し
て
い

る
と
い
う
点
で
、
い
わ
ゆ
る
「
必
置
規
制
」
と
同
様
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
局
部
組
織
制
度
の
特
徴
と

し
て
、
法
制
度
を
所
管
す
る
官
庁
と
制
度
の
根
拠
と
な
る
事
務
や
政
策
を
所
管
す
る
省
庁
が
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
例

え
ば
、「
必
置
規
制
」の
一
つ
で
あ
る
福
祉
事
務
所
が
、
生
活
保
護
な
ど
厚
生
労
働
省
が
所
管
す
る
事
務
を
執
行
す
る
た
め
に
、
同
省
が
所

管
す
る
社
会
福
祉
法
に
基
づ
い
て
自
治
体
に
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
局
部
組
織
制
度
は
個
別
省
庁
が
所
管
す
る
事

務
を
執
行
す
る
た
め
に
、
地
方
自
治
官
庁
が
所
管
す
る
地
方
自
治
法
に
規
定
さ
れ
、
府
県
が
自
ら
の
判
断
で
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
（
一

九
五
六
年
改
正
時
の
規
定：

図
表
１
）。
ま
た
、
課
や
職
レ
ベ
ル
の
必
置
規
制
と
異
な
り
局
部
組
織
の
規
模
は
大
き
く
、
所
管
す
る
事
務
も

北研50(2・ )32 316
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全
て
国
の
事
務
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
う
し
た
局
部
組
織
制
度
を
め
ぐ
る
関
係
主
体
間
の
構
造
か
ら
す

れ
ば
、
個
別
省
庁
、
地
方
自
治
官
庁
、
府
県
の
三
つ
の
主
体
が
、
そ

れ
ぞ
れ
に
局
部
組
織
の
編
成
に
対
し
て
「
正
統
性
」
を
持
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
制
度
を
運
用
す
る
う
え
で
は
、
こ
の

よ
う
に
多
元
化
さ
れ
た
「
正
統
性
」
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

１．

２

「
正
統
性
の
多
元
化
」
と
局
部
組
織
制
度
の
形
成

こ
の
よ
う
に
、「
正
統
性
」を
め
ぐ
っ
て
局
部
組
織
制
度
が
複
雑
化

し
た
こ
と
は
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
進
ん
だ
内
政
・
地
方
制
度

の
変
化
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。

戦
前
に
お
け
る
内
政
・
地
方
制
度
の
総
轄
官
庁
で
あ
っ
た
旧
内
務

省
は
、
府
県
行
政
に
対
す
る
一
般
的
監
督
権
、
知
事
を
始
め
と
し
た

地
方
官
の
人
事
権
や
府
県
の
組
織
編
成
権
を
行
使
し
て
、
府
県
行
政

の
総
合
調
整
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
戦
前
戦
中
を
通
じ
て
、

府
県
に
お
け
る
行
政
が
多
元
化
・
専
門
化
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ

う
し
た
旧
内
務
省
の
総
轄
官
庁
と
し
て
の
機
能
は
徐
々
に
低
下
す
る

【図表１ 局部組織制度の構造 】
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よ
う
に
な
っ
た
。例
え
ば
、農
林
省
な
ど
個
別
省
庁
か
ら
専
門
的
な
知
識
を
持
っ
た
官
僚
が
府
県
の
幹
部
と
し
て
配
属
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ま
た
、
事
務
の
増
大
や
専
門
化
に
伴
っ
て
組
織
の
増
設
が
進
み
、
人
事
の
問
題
と
合
わ
せ
て
府
県
庁
内
の
縦
割
り
化
・
分
立
化
が
進

む
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
終
戦
直
後
の
地
方
制
度
改
革
に
お
い
て
旧
内
務
省
は
、
改
革
を
通
じ
て
こ
う
し
た
府
県
庁
内
に
お
け
る

分
立
化
を
修
正
し
、
知
事
の
下
で
の
再
統
合
を
進
め
よ
う
と
し
た
。

一
方
で
、
個
別
省
庁
は
府
県
知
事
が
公
選
・
公
吏
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
府
県
に
お
け
る
関
係
事
務
が
適
切
に
実
施
さ
れ
な
く
な
る

こ
と
を
恐
れ
、
府
県
か
ら
出
先
機
関
に
関
係
事
務
を
引
き
上
げ
る
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
旧
内
務
省
は
、
個
別

省
庁
に
対
し
て
府
県
を
通
じ
て
事
務
を
執
行
す
る
よ
う
求
め
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
の
が
、
各
省
大
臣
が
個
別
に
府
県
知
事
を

指
揮
監
督
す
る
機
関
委
任
事
務
制
度
で
あ
っ
た
。
こ
の
機
関
委
任
事
務
を
行
う
組
織
を
府
県
庁
内
に
設
置
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

旧
内
務
省
は
局
部
組
織
の
名
称
や
事
務
分
掌
を
地
方
自
治
法
に
規
定
し
、
府
県
に
設
置
を
義
務
付
け
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
（
局
部
法

定
制
）。

こ
の
よ
う
に
、
局
部
組
織
制
度
が
「
地
方
自
治
法
」
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
は
別
の
理
由
も
あ
っ
た
。
旧
内
務
省
は
、
戦
後
に
お
い
て

も
地
方
自
治
制
度
を
所
管
す
る
こ
と
を
通
じ
て
府
県
の
組
織
・
人
事
の
権
限
を
握
る
こ
と
を
考
え
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
各
省
に
よ
る

個
別
の
指
揮
監
督
権
を
牽
制
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
狙
い
も
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
地
方
自
治
法
の

制
定
過
程
に
お
い
て
、
府
県
行
政
に
対
す
る
内
務
大
臣
の
一
般
的
監
督
権
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
国
家
公
務
員
法
・
地
方
公
務

員
法
の
制
定
に
よ
っ
て
人
事
権
も
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
「『
人
治
型
』
集
権
制
」（
黒
澤
二
〇
一
三：

八
）

を
通
じ
た
内
政
の
総
合
調
整
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、
最
終
的
に
は
、「
内
政
の
総
轄
官
庁
」で
あ
っ
た
旧
内
務
省
自
身
が
解
体
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

一
方
で
、
個
別
省
庁
も
局
部
法
定
制
に
不
満
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
法
律
に
規
定
さ
れ
た
組
織
編
成
は
個
別
省
庁
の
編
成
に
完
全
に
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対
応
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
関
係
す
る
局
部
組
織
を
増
や
す
よ
う
法
律
の
改
正
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
分
権
の
観
点
か
ら
、
法
律
で
府
県
の
組
織
編
成
を
規
定
す
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
地
方
行
政
調
査
委
員
会

議
（
神
戸
委
員
会
）
は
「
行
政
事
務
再
配
分
に
関
す
る
第
二
次
勧
告
」
に
お
い
て
、
府
県
の
局
部
組
織
を
総
務
部
、
社
会
部
、
経
済
部
、

土
木
部
を
標
準
と
し
て
法
定
し
、
六
部
以
内
に
お
い
て
「
自
主
的
」
に
組
織
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る

（
地
方
行
政
調
査
委
員
会
議
編
一
九
五
二：

三
六
｜
三
七
）。

こ
れ
に
対
し
て
地
方
自
治
官
庁
は
、
こ
う
し
た
個
別
省
庁
や
「
分
権
化
」
の
要
求
を
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

当
時
地
方
自
治
官
庁
は
、「
内
務
省
の
嫡
流
」
と
し
て
、
占
領
改
革
に
よ
っ
て
「
機
能
的
集
権
化
」（
市
川
一
九
九
一
｜
一
九
九
三
）
が
進

ん
だ
内
政
を
再
統
合
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
府
県
庁
内
に
お
け
る
分
立
化
が
進
み
か
ね
な
い
個
別
省
庁
の
要
求
を
認
め

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
地
方
自
治
官
庁
と
し
て
は
、
可
能
な
限
り
組
織
編
成
権
に
関
与
す
る
仕
組
み
を
残
し
て
お
く
こ
と
で
、
個
別

省
庁
や
府
県
の
動
き
を
牽
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
き
た
か
っ
た
。
し
か
し
、
個
別
省
庁
や
「
分
権
化
」
の
要
求
を
無
視
す

る
こ
と
は
で
き
ず
、
地
方
自
治
官
庁
は
法
律
の
改
正
作
業
を
進
め
た
。

そ
の
結
果
、
一
九
五
二
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
お
い
て
、
府
県
の
自
主
的
な
組
織
編
成
権
に
配
慮
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
で
設
置

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
名
称
と
事
務
分
掌
の
規
定
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
標
準
」
の
「
例
示
」（
標
準
局
部
例
）
と
し
、
知
事
は
国
に
届

け
出
た
う
え
で
、
必
要
に
応
じ
て
こ
れ
ら
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

３
）

し
た
。
た
だ
し
、
変
更
す
る
際
は
、
国
や
他
府
県
の
行
政

組
織
と
の
「
権
衡
を
失
し
な
い
よ
う
に
」
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
（
権
衡
規
定
）。
ま
た
、
こ
の
権
衡
規
定
で
は
、
あ
く
ま

で
も
国
の
省
庁
と
の
権
衡
が
優
先
さ
れ
て
お
り
、
全
国
の
府
県
が
国
の
省
庁
と
の
権
衡
に
配
慮
し
て
組
織
を
設
置
す
れ
ば
、
結
果
と
し
て

府
県
間
の
権
衡
も
達
成
さ
れ
る
と
地
方
自
治
官
庁
は
考
え
て
い
た（
長
野
一
九
五
二
ｂ：

一
〇
三
｜
一
〇
四
）。
こ
れ
に
よ
り
、
個
別
省
庁

の
要
求
に
配
慮
し
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
届
出
制
で
は
、
実
質
的
に
地
方
自
治
官
庁
が
府
県
の
組
織
編
成
を
統
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
一
九
五
六
年
の
改
正

で
、
法
定
の
設
置
数
を
超
え
て
局
部
を
設
置
す
る
際
に
、
事
前
に
内
閣
総
理
大
臣
（
自
治
省
設
置
後
は
自
治
大
臣
）
と
協
議
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
る
「
協
議
制
」
を
導
入
し
た
。
こ
の
協
議
を
通
じ
て
、
地
方
自
治
官
庁
は
府
県
の
組
織
編
成
に
関
与
し
、
府
県
や
個
別
省

庁
の
動
き
を
牽
制
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
事
前
協
議
は
、
実
際
に
は
地
方
自
治
官
庁
と
府
県
の
間
で
行
わ
れ
る
た
め
に
、
政
策
や
事
務
の
面
か
ら
「
正
統
性
」
を

持
つ
個
別
省
庁
の
関
与
を
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
協
議
」の
結
果
に
よ
っ
て
は
府
県
が
自
由
に
組
織
を
編
成
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
る
恐
れ
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
府
県
の
自
治
組
織
権
と
い
う
「
正
統
性
」
に
も
反
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

地
方
自
治
官
庁
が
協
議
制
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
理
由
と
し
て
、
以
下
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

ま
ず
、
府
県
の
自
治
組
織
権
と
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
「
協
議
」
で
あ
り
地
方
自
治
官
庁
に
よ
る
「
許
認
可
」
や
「
規
制
」

で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。
加
え
て
、
当
時
問
題
に
な
っ
て
い
た
地
方
財
政
の
悪
化
に
引
き
つ
け
、
地
方
行
財
政
を
所
管
す
る
官
庁
と

し
て
の
立
場
か
ら
、
組
織
の
膨
張
を
抑
制
さ
せ
る
こ
と
も
制
度
の
目
的
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
府
県
の
自
治
組
織
権
と
い
う
「
正
統

性
」
に
反
す
る
こ
と
な
く
、
地
方
自
治
官
庁
が
組
織
編
成
に
関
与
す
る
こ
と
が
「
正
当
化
」
さ
れ
た
。
次
に
、
個
別
省
庁
の
持
つ
「
正
統

性
」
と
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
当
時
自
治
庁
が
総
理
府
の
外
局
で
あ
っ
た
た
め
に
、「
内
閣
総
理
大
臣
」
が
「
窓
口
」
と
な
っ
て
「
中
央
各

省
」
を
代
表
し
て
協
議
を
行
う
と
い
う
形
式
を
と
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
結
果
と
し
て
個
別
省
庁
が
持
つ
事
務
や
政
策
に
よ
る
「
正
統

性
」
と
地
方
自
治
官
庁
の
持
つ
地
方
行
財
政
制
度
の
面
か
ら
の
「
正
統
性
」
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

１．

３

制
度
の
不
確
実
性
と
「
正
当
化
」

こ
の
よ
う
に
、
地
方
自
治
法
に
お
け
る
局
部
組
織
制
度
は
、
一
九
五
六
年
の
改
正
に
よ
っ
て
三
者
の
「
正
統
性
」
の
問
題
を
克
服
し
た
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も
の
の
、「
協
議
」
制
や
「
標
準
」
の
「
例
示
」
な
ど
、
特
に
組
織
を
実
際
に
編
成
す
る
府
県
に
と
っ
て
極
め
て
わ
か
り
に
く
い
制
度
と
な
っ

た
。
そ
の
結
果
、
府
県
に
よ
る
局
部
組
織
の
編
成
は
、
名
称
や
事
務
分
掌
が
明
確
に
法
律
に
よ
っ
て
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
時
代
よ
り
も
、

と
り
わ
け
国
と
の
関
係
に
お
い
て
「
不
確
実
性
」（
長
瀬
一
九
九
九：

一
三
五
）
の
高
い
も
の
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
国
と
の
関
係
に
お
け

る
不
確
実
性
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
地
方
自
治
官
庁
と
の
関
係
に
お
け
る
不
確
実
性
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
例
示
」
さ
れ
た
「
標
準
」
は
必
ず
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
、
府
県
の
個
別
の
状
況
に
合
わ
せ
て
ど
こ
ま
で
変
え
て
良
い
の
か
、
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、「
協
議
」
制
と
い
え
ど
も
、

ど
の
よ
う
な
組
織
編
成
で
あ
れ
ば
地
方
自
治
官
庁
は
認
め
る
の
か（
同
意
す
る
の
か
）、
こ
れ
に
つ
い
て
も
明
確
な
基
準
は
存
在
し
な
か
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
局
部
組
織
制
度
を
め
ぐ
る
地
方
自
治
官
庁
の
判
断
は
不
明
確
で
あ
り
、
府
県
に
と
っ
て
不
確
実
性
の
高
い
状
況
に
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、
個
別
省
庁
と
の
関
係
に
お
け
る
不
確
実
性
で
あ
る
。
個
別
省
庁
は
、
組
織
編
成
に
対
し
て
直
接
的
に
府
県
に
介
入
す
る
権
限

を
持
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
も
と
も
と
個
別
省
庁
は
、
補
助
金
な
ど
を
通
じ
て
府
県
行
政
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
一

方
で
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
こ
う
し
た
「
影
響
」
に
よ
る
不
利
益
を
被
る
の
か
、
あ
る
い
は
被
ら
な
い
の
か
は
不
明
確
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
同
じ
「
国
」
の
機
関
で
あ
っ
て
も
、
地
方
自
治
官
庁
と
個
別
省
庁
の
意
向
が
同
じ
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
個
別
省

庁
と
府
県
と
の
関
係
も
、
不
確
実
性
の
高
い
状
況
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
組
織
編
成
を
め
ぐ
る
不
確
実
性
は
府
県
の
内
部
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
府
県
に
お
け
る
組
織

編
成
権
は
、
基
本
的
に
知
事
に
あ
る
と
さ
れ
て

４
）

き
た
が
、
局
部
組
織
は
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
条
例
設
置
で
あ
る
た
め
、
議
会
が「
拒

否
権
」（
ツ
ェ
ベ
リ
ス
二
〇
〇
九
）を
行
使
す
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
庁
内
に
お
け
る
各
部
局
や
そ
の
関
係
団
体
が
反
対
す
る
可
能
性
も

あ
り
、
こ
う
し
た
要
素
も
大
き
く
影
響
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
知
事
に
よ
る
局
部
組
織
の
編
成
に
は
、
そ
の
制
度
的
環
境
に
基
づ
く
不
確
実
性
が
存
在
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
不
確
実

性
を
抱
え
な
が
ら
も
、
組
織
は
ど
の
よ
う
に
改
革
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
一
九
五
六
年
の
改
正
以
降
の
府
県
に
お
け

る
組
織
改
革
で
の
「
正
当
化
」
の
問
題
に
着
目
し
て
、
そ
の
歴
史
的
な
変
化
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

２．

組
織
改
革
の
歴
史
と
変
化

２．

１

高
度
経
済
成
長
前
期
に
お
け
る
組
織
改
革

一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
六
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
府
県
に
よ
る
局
部
組
織
の
編
成
に
対
す
る
国
の
関
与
が
多
く
み
ら
れ
た
。

ま
ず
地
方
自
治
官
庁
は
、
一
九
五
六
年
に
地
方
自
治
法
が
改
正
さ
れ
る
と
、
直
ち
に
全
国
の
府
県
に
局
部
組
織
を
整
理
合
理
化
す
る
よ

う
通
達
を
出
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
法
定
設
置
数
の
超
過
は
一
部
の
み
認
め
る
が
、
こ
れ
を
超
え
て
い
る
場
合
は
、
法
改
正
か
ら
六

カ
月
以
内
に
統
合
す
る
よ
う
府
県
に
要
請
し
た
。
た
だ
し
、
地
方
自
治
官
庁
の
指
示
は
、
単
に
組
織
の
規
模
縮
小
の
み
を
目
的
と
し
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
地
方
自
治
官
庁
は
、
こ
の
通
達
に
お
い
て
、
局
部
組
織
だ
け
で
な
く
、
局
部
組
織
に
属
し
て
い
な
い
が
局
部
に
準
じ

る
組
織
も
整
理
統
合
の
対
象
と
し
た
。
こ
う
し
た
「
局
部
に
準
じ
る
組
織
」
と
は
、
多
く
の
場
合
、
当
時
府
県
で
設
置
さ
れ
て
い
た
企
画

担
当
部
局
で
あ
っ
た
。

こ
の
企
画
担
当
部
局
と
は
、
当
時
府
県
に
と
っ
て
最
大
の
課
題
で
あ
っ
た
復
興
開
発
を
所
管
す
る
組
織
で
あ
っ
た
。
復
興
開
発
は
そ
の

政
策
や
事
務
が
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
関
係
部
局
や
省
庁
と
の
総
合
調
整
が
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
当
選
し
た

ば
か
り
の
公
選
知
事
の
中
に
は
、
そ
れ
ま
で
府
県
に
お
け
る
勤
務
経
験
が
な
か
っ
た
も
の
が
少
な
く
な
く
、
彼
ら
は
自
身
を
補
佐
し
庁
内

の
「
司
令
塔
」
と
な
る
組
織
と
し
て
、
企
画
担
当
部
局
を
設
置
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
企
画
担
当
部
局
は
地
方
自
治
法
に
規
定
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さ
れ
て
お
ら
ず
、
局
部
と
し
て
の
位
置
付
け
が
不
明
確
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
同
じ
総
括
部
局
で
あ
る
総
務
部
と
の
間
で
開
発
予
算
の

配
分
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
、
あ
る
い
は
農
林
部
や
経
済
部
等
と
の
間
で
産
業
政
策
な
ど
へ
の
統
制
や
調
整
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
こ
で
、
府
県
（
公
選
知
事
）
は
企
画
担
当
部
局
を
法
定
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
う
し
た
他
部
局
へ
の
統
制
や
調
整
の
権
限

を
法
律
で
明
確
化
し
、
府
県
庁
内
で
の
同
部
局
の
位
置
付
け
を
「
正
当
化
」
す
る
よ
う
地
方
自
治
官
庁
に
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
（
稲
垣

二
〇
〇
六
）。

し
か
し
、
地
方
自
治
官
庁
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
企
画
担
当
部
局
を
法
定
化
す
れ
ば
、
公
選
知
事
を
強
化
す
る
こ
と
に
繫
が
り
、
場
合
に

よ
っ
て
は
地
方
自
治
官
庁
の
い
う
こ
と
を
聞
か
な
く
な
る
可
能
性
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
公
選
知
事
と
企
画
担
当
部
局
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ

た
復
興
開
発
は
、
過
大
な
計
画
や
天
災
等
の
た
め
に
失
敗
し
、
莫
大
な
赤
字
を
も
た
ら
す
場
合
が
多
か
っ
た（
新
川
一
九
九
五
）。
こ
の
た

め
、
地
方
自
治
官
庁
は
、
地
方
自
治
法
の
改
正
を
通
じ
て
府
県
の
企
画
担
当
部
局
を
廃
止
・
縮
小
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
地
方
自
治
官
庁
は
府
県
に
対
し
て
半
ば
強
制
的
に
組
織
の
整
理
統
合
を
指
示
し
た
が
、
当
時
、
府
県
の
側
に
お
い
て
も

組
織
の
整
理
統
合
を
進
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、
大
き
な
問
題
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
府
県
で
は
、
そ
れ
ま
で
開
発
を
進
め
て
き
た
知
事
が

落
選
・
引
退
し
、
行
政
改
革
を
公
約
に
掲
げ
て
当
選
し
た
新
し
い
知
事
に
よ
っ
て
、
組
織
改
革
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
地
方
自
治
官
庁
の

指
示
は
、
こ
う
し
た
新
し
い
知
事
が
組
織
の
整
理
合
理
化
を
通
じ
て
前
知
事
が
設
置
し
た
企
画
担
当
部
局
を
廃
止
、
縮
小
す
る
場
合
な
ど

に
、
改
革
を
府
県
内
部
で
「
正
当
化
」
す
る
上
で
有
効
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
個
別
省
庁
は
、
関
係
部
局
を
維
持
・
拡
充
す
る
よ
う
府
県
に
直
接
働
き
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
多
く
の
府

県
で
は
財
政
悪
化
に
伴
う
組
織
整
理
の
た
め
、
厚
生
省
と
の
関
係
が
深
い
衛
生
部
と
民
生
部
を
統
合
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
厚

生
省
は
補
助
金
の
減
額
を
示
唆
す
る
な
ど
、
府
県
に
対
し
て
圧
力
を
か
け
る
こ
と
で
こ
れ
を
覆
そ
う
と
し
た
。
こ
の
結
果
、
一
旦
は
統
合

し
た
も
の
の
元
に
戻
す
府
県
が
続
出
し
た
（
久
世
一
九
七
一
）。
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一
方
、
一
九
六
〇
年
代
に
入
り
高
度
経
済
成
長
が
本
格
化
す
る
と
、
こ
う
し
た
状
況
に
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
個
別
省
庁

は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
地
域
開
発
政
策
を
立
案
す
る
よ
う
に
な
り
、
府
県
が
そ
う
し
た
政
策
の
地
域
指
定
等
を
通
じ
て
個
別
省
庁
と
結
び
つ
く

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
国
・
府
県
を
通
じ
た
開
発
政
策
の
多
元
化
は
、
第
一
次
臨
時
行
政
調
査
会
（
第
一
次
臨
調
）
に
お
い
て
も
問

題
と
な
っ
た
。
第
一
次
臨
調
は
、
中
央
政
府
に
総
合
開
発
庁
を
置
き
、
地
方
に
こ
れ
の
出
先
機
関
と
し
て
調
整
官
事
務
所
を
設
置
す
る
こ

と
を
検
討
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
第
一
次
臨
調
の
案
で
は
開
発
を
国
が
直
轄
化
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、「
地
方
自
治
」の
所
管

官
庁
で
あ
る
地
方
自
治
官
庁
は
、
開
発
行
政
に
関
与
で
き
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
同
案
に
強
く
反
対
し
た
。

も
と
も
と
地
方
自
治
官
庁
は
、
早
い
段
階
か
ら
自
ら
開
発
政
策
を
立
案
し
、
開
発
行
政
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
で
開
発
政
策
を
主
導
し

よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
前
述
の
よ
う
に
府
県
に
縮
小
さ
せ
て
い
た
企
画
担
当
部
局
を
、
地
方
自
治
官
庁
の
開
発
政
策
を
所
管
す

る
部
局
と
し
て
位
置
づ
け
た
う
え
で
拡
充
さ
せ
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
地
方
自
治
官
庁
は
地
方
自
治
法
を
改
正
し
、
企

画
担
当
部
局
を
地
方
自
治
官
庁
の
開
発
政
策
を
所
管
す
る
部
局
と
し
て
法
定
化
し
よ
う
と
し
た
。
府
県
側
も
、
景
気
の
回
復
に
伴
っ
て
開

発
行
政
の
事
務
が
多
く
な
っ
て
お
り
、
企
画
担
当
部
局
の
拡
充
や
法
定
化
を
望
ん
で
い
た
。
そ
こ
で
地
方
自
治
官
庁
は
、
法
定
化
に
先
行

し
て
、
府
県
に
対
し
て
、
企
画
担
当
部
局
を
府
県
が
「
任
意
」
に
設
置
す
る
「
部
」
と
し
て
設
置
す
る
よ
う
呼
び
か
け
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

地
方
自
治
法
上
の
「
部
」
と
し
て
企
画
担
当
部
局
を
設
置
す
る
府
県
が
急
増
し
、
局
部
数
も
増
加
す
る
こ
と
に

５
）

な
っ
た
。

し
か
し
、
企
画
担
当
部
局
の
法
定
化
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
地
方
自
治
法
上
の
事
務
分
掌
の
規
定
を
改
正
す
る
場
合
に
は
、
既
存
の
部

局
と
企
画
担
当
部
局
と
の
間
で
の
、
事
務
の
再
配
分
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
事
務
の
再
配
分
を
行
え
ば
、
個
別
省
庁
か
ら
の

反
発
を
ま
ね
く
可
能
性
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
地
方
自
治
官
庁
内
で
も
こ
の
問
題
を
主
導
し
た
大
臣
官
房
企
画
室
と
局
部
組
織
制
度
を
所
管

す
る
行
政
局
の
間
で
意
見
が
ま
と
ま
ら
ず
、
企
画
担
当
部
局
の
法
定
化
は
見
送
ら

６
）

れ
た
。
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２

高
度
経
済
成
長
後
期
か
ら
安
定
成
長
期
に
お
け
る
組
織
改
革

一
九
六
〇
年
代
の
終
わ
り
か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
、
景
気
の
低
迷
や
地
方
財
政
の
悪
化
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
と
、
地
方
自
治

官
庁
は
府
県
に
対
し
て
高
度
成
長
期
を
通
じ
て
膨
張
が
進
ん
だ
行
政
組
織
の
統
廃
合
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。ま
た
地
方
自
治
官
庁
は
、

府
県
に
対
し
て
標
準
局
部
例
や
権
衡
規
定
等
の
規
定
に
と
ら
わ
れ
ず
、
自
由
に
組
織
の
名
称
や
事
務
分
掌
の
変
更
を
行
う
よ
う
呼
び
か
け

て
い
る（
秋
田
一
九
六
七：
一
四
七
、
古
居
一
九
七
七：

一
〇
七
）。
た
だ
し
地
方
自
治
官
庁
は
、
こ
の
よ
う
に
自
由
な
編
成
を
呼
び
掛
け

る
も
の
の
、制
度
を
廃
止
あ
る
い
は
改
正
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。そ
の
理
由
は
、幾
度
も
制
度
の
見
直
し
が
提
起
さ
れ
る
も
の
の「
い
っ

た
ん
手
を
つ
け
る
と
各
省
庁
等
の
意
見
が
ま
と
ま
ら
な
い
た
め
に
、
従
前
の
古
い
規
定
の
ま
ま
温
存
さ
れ
」（
久
世
一
九
七
一
）た
た
め
で

あ
っ
た
。

一
方
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
る
と
、
高
度
経
済
成
長
の
終
焉
と
と
も
に
、
知
事
の
交
代
が
全
国
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
彼
ら
の

多
く
が
行
政
改
革
を
公
約
に
掲
げ
て
当
選
し
た
。
し
か
し
、
法
律
の
規
定
は
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
個
別
省
庁
と
の
間
の
不
確
実
性
も
解
消

さ
れ
な
い
中
で
は
、
地
方
自
治
官
庁
の
言
う
よ
う
に
自
由
に
組
織
を
再
編
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。「
改
革
」
を
進
め
た
い
も
の
の
、

そ
れ
に
伴
う
混
乱
や
対
立
を
回
避
す
る
こ
と
も
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
府
県
は
二
つ
の
方
針
の
下
に
改
革
を

進
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ひ
と
つ
は
、
国
と
の
関
係
へ
の
「
配
慮
」
で

７
）

あ
る
。
例
え
ば
山
梨
県
で
は
、
山
林
に
お
け
る
土
木
行
政
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
土
木
林
務
部
を
設
置
す
る
こ
と
が
内
部
で
検
討
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
案
に
対
し
て
、
知
事
や
議
会
は
、
土
木
林
務
部
が
建
設
省
と
林

野
庁
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
省
庁
と
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
た
め
に
問
題
で
あ
る
と
考
え
、
最
終
的
に
設
置
が
見
送
ら
れ
た
（
山
梨
県
一

九

８
）

七
〇
）。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
個
別
省
庁
へ
の「
配
慮
」は
、
個
別
省
庁
に
よ
る
強
制
や
指
導
に
よ
っ
て
発
生
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
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山
梨
県
の
場
合
も
、
建
設
省
・
林
野
庁
共
に
特
段
の
反
対
の
意
思
表
示
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
山
梨
県
か
ら
可
能
か
ど
う
か
照
会
し

た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
「
配
慮
」
は
地
方
自
治
官
庁
と
の
間
に
お
い
て
も
観
察
さ
れ
る
。
当
時
の
組
織
改
革
で
は
、

改
革
過
程
に
お
い
て
地
方
自
治
官
庁
の
官
僚
を
招
致
し
、
協
議
に
お
い
て
ど
こ
ま
で
組
織
改
革
が
認
め
ら
れ
る
の
か
情
報
を
収
集
し
よ
う

と
す
る
場
合
が
見
ら
れ
た
（
福
島
県
総
務
部
人
事
課
一
九
七
八
）。

も
う
ひ
と
つ
は
、
府
県
間
の
「
相
場
」
に
基
づ
い
て
組
織
を
編
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
地
方
自
治
官
庁
は
国
や
他
府

県
と
の
「
権
衡
」
に
配
慮
す
る
必
要
は
無
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
が
、
法
律
か
ら
規
定
が
削
除
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
府
県
は

こ
う
し
た
権
衡
規
定
を
「
順
守
」
す
る
形
で
、
他
府
県
の
動
向
を
参
照
し
て
組
織
を
編
成
す
る
よ
う
に

９
）

な
っ
た
。

他
の
府
県
で
す
で
に
「
実
績
」
が
あ
る
改
革
案
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、
国
や
府
県
内
部
と
の
関
係
に
お
い
て
、
組
織
改
革
を
「
正
当

化
」
す
る
上
で
重
要
で
あ
っ
た
（cf.
伊
藤
二
〇
〇
二
、D

iM
a
g
g
io a

n
d P

o
w
ell 1991

）。
と
り
わ
け
、
組
織
編
成
を
め
ぐ
っ
て
意
見
が

対
立
し
た
場
合
等
、
最
終
的
な
判
断
を
導
く
上
で
他
府
県
の
動
向
は
重
要
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
福
島
県
で
は
、
総
務
部
を
舞
台
に
し
た
汚

職
事
件
の
影
響
で
人
事
あ
る
い
は
財
政
の
い
ず
れ
か
を
企
画
担
当
部
局
と
統
合
す
る
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
い
た
が
、
他
府
県
で
の
事
例
調

査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
企
画
と
財
政
・
人
事
の
統
合
は
、「
四
七
都
道
府
県
中
三
府
県
（
埼
玉
、
愛
知
、
京
都
）
に
そ
の
実
例
を
見
て
い
る

に
過
ぎ
」
な
い
と
す
る
知
事
の
判
断
に
よ
り
見
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
福
島
県
総
務
部
人
事
課
一
九
七
八
）。

こ
の
よ
う
に
、
府
県
は
、
国
や
他
府
県
の
動
向
と
い
っ
た
府
県
の
外
部
に
「
正
統
性
」
を
求
め
る
こ
と
で
、
国
と
の
関
係
に
お
け
る
不

確
実
性
を
低
く
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
国
か
ら
不
利
益
を
被
る
可
能
性
を
低
下
さ
せ
、
他
府
県
で
の
「
実
績
」
を
強
調
す
る
こ
と
で
、

府
県
の
内
部
に
お
け
る
改
革
に
対
す
る
合
意
を
形
成
し
、
改
革
を
「
正
当
化
」
し
た
の
で
あ
る
（cf.

吉
村
二
〇
〇
六：

九
三
）。
さ
ら
に
言

え
ば
、
高
度
成
長
前
期
の
よ
う
に
国
か
ら
の
直
接
的
な
統
制
が
な
く
と
も
、
府
県
は
自
ら
改
革
の
範
囲
を
制
約
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
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２．

３

一
九
九
〇
年
代
以
降
の
局
部
組
織
改
革

２．

３．

１

局
部
組
織
改
革
の
活
発
化
と
そ
の
背
景

一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
府
県
に
お
け
る
局
部
組
織
の
改
革
が
再
び
活
発
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
時
期
に
、
府
県
の
局
部
組

織
改
革
が
進
展
し
た
要
因
と
し
て
、
以
下
の
三
点
が
指
摘
で
き
る
。

第
一
に
、
局
部
組
織
制
度
の
改
革
が
進
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
に
入
り
、
規
制
緩
和
が
行
政
改
革
の
一
環
と
し
て
議
論
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
一
九
九
一
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
よ
っ
て
「
標
準
局
部
例
」
が
削
除
さ
れ
、
設
置
部
数
の
改
正
が
行
わ
れ
た
（
法

定
局
部
数
制
）。
さ
ら
に
、
一
九
九
六
年
に
地
方
自
治
官
庁
と
の
事
前
協
議
制
が
事
後
届
出
制
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
制
度
的
に
地
方

自
治
官
庁
に
配
慮
し
て
組
織
を
編
成
す
る
必
要
が
無
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
二
〇
〇
三
年
に
は
法
定
局
部
数
制
が
、
二
〇
一
一
年
に
は
事
前

届
出
制
が
廃
止
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
（
山
之
内
・
石
原
二
〇
〇
八：

二
四
）。

第
二
に
、
多
く
の
府
県
に
お
い
て
知
事
の
交
代
が
進
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
一
九
九
五
年
の
統
一
地
方
選
挙
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
相
乗

り
」
知
事
が
引
退
し
、
多
く
の
府
県
で
新
し
い
知
事
へ
の
交
代
が
す
す
ん
だ
（
礒
崎
・
金
井
・
伊
藤
二
〇
〇
七
）。
こ
う
し
た
一
九
九
〇
年

代
に
入
っ
て
当
選
し
た
知
事
の
多
く
は
、「
改
革
派
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
積
極
的
に
組
織
改
革
を
進
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

第
三
に
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
の
地
方
自
治
を
め
ぐ
る
社
会
環
境
の
変
化
で
あ
る
。
当
時
は
、
地

方
分
権
改
革
の
最
中
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
分
権
後
の
新
た
な
制
度
や
環
境
へ
対
応
を
理
由
と
し
て
、
行
政
改
革
・
組
織
改
革
を
行
う

必
要
性
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
一
九
九
九
年
に
、
局
部
組
織
の
全
面
的
な
機
構
改
革
を
行
っ
た
岐
阜
県
の
梶
原
知
事

は
「
二
〇
世
紀
の
古
い
革
袋
を
刷
新
」
す
る
た
め
に
「
本
庁
の
機
構
改
革
に
本
格
的
に
取
り
組
ん
で
い
き

11
）

た
い
」
と
述
べ
、
県
民
ニ
ー
ズ

の
多
様
化
な
ど
の
「
社
会
経
済
の
変
化
」
に
対
応
す
る
た
め
に
、
ま
た
「
地
方
分
権
」
が
進
展
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
護
送
船
団
方
式
」
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か
ら
「
自
己
責
任
」「
地
域
間
競
争
」
へ
と
変
化
す
る
た

め
に
、
組
織
改
革
が
必
要
で
あ
る
と
し
て

12
）

い
る
。

府県名 調査年 知事名 任期

群 馬 1997 小寺 弘之 2

埼 玉 1997 土屋 義彦 2

熊 本 1997 福島 譲二 2

広 島 1998 藤田 雄山 2

高 知 1998 橋本大二郎 2

沖 縄 1998 大田 昌秀 2

茨 城 1999 橋本 昌 2

神奈川 1999 岡崎 洋 2

栃 木 1996 渡辺 文雄 3

兵 庫 1996 貝原 俊民 3

香 川 1996 平井 城一 3

滋 賀 1997 稲葉 稔 3

愛 媛 1998 伊賀 貞雪 3

岐 阜 1999 梶原 拓 3

佐 賀 2000 井本 勇 3

長 崎 1996 高田 勇 4

山 口 1996 平井 龍 5

大 分 1997 平松 守彦 5

千 葉 2000 沼田 武 5

府県名 調査年 知事名 任期

山 形 1996 高橋 和雄 1

新 潟 1996 平山 征夫 1

石 川 1996 谷本 正憲 1

大 阪 1996 山田 勇 1

和歌山 1996 西口 勇 1

青 森 1997 木村 守男 1

岩 手 1997 増田 寛也 1

静 岡 1997 石川 嘉延 1

三 重 1998 北川 正恭 1

岡 山 1998 石井 正弘 1

福 岡 1998 麻生 渡 1

滋 賀 1999 国松 善次 1

長 崎 1999 金子原二郎 1

秋 田 2000 寺田 典城 1

愛 知 2000 神田 真秋 1

大 阪 2000 太田 房枝 1

愛 媛 2000 加戸 守行 1

鹿児島 2000 須賀 龍郎 1

鹿児島 1996 土屋 佳照 2

【図表２ 局部組織の改革 を行った府県の知事（1996-2000）】
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２．

３．

２

組
織
改
革
の
「
正
当
化
」
と
そ
の
限
界

こ
の
よ
う
に
、
地
方
自
治
法
の
改
正
と
い
う
「
規
制
緩
和
」
あ
る
い
は
「
地
方
分
権
」
を

背
景
に
進
め
ら
れ
た
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
組
織
改
革
で
は
、
知
事
が
「
自
治
組
織
権
」
を

行
使
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
組
織
改
革
を
「
正
当
化
」
し
よ
う
と
す
る

場
合
が
多
く
見
ら

14
）

れ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
組
織
改
革
は
、
知
事
の
交
代
や
議
会
の
反
対

な
ど
に
よ
っ
て
容
易
に
覆
さ
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。

例
え
ば
、
前
述
の
梶
原
知
事
が
主
導
し
た
岐
阜
県
の
組
織
改
革
で
は
、
課
や
室
単
位
で
事

務
配
分
が
一
つ
一
つ
再
検
討
さ
れ
、政
策
体
系
を
組
み
直
し
た
う
え
で
改
革
が
行
わ
れ
た（
図

表
３
）。
し
か
し
、
こ
う
し
た
大
規
模
か
つ
包
括
的
な
改
革
も
、
二
〇
〇
五
年
に
梶
原
知
事
が

退
任
す
る
と
、
直
ち
に
一
九
九
九
年
以
前
の
編
成
に
近
い
形
に
再
び
改
革
さ
れ
た
。
群
馬
県

で
も
、
小
寺
知
事
の
下
で
二
年
間
に
わ
た
る
庁
内
で
の
議
論
と
検
討
の
末
、
理
事
制
お
よ
び

局
制
が

15
）

導
入
さ
れ
た
が
、
県
議
会
で
は
与
党
で
あ
る
自
民
党
が
強
く
反
発

16
）

し
た
。
結
果
と
し

て
組
織
再
編
は
行
わ
れ
た
が
、
自
民
党
の
県
議
会
議
員
か
ら
立
候
補
し
た
大
澤
知
事
に
代
わ
る
と
、
わ
ず
か
一
カ
月
で
部
制
に
戻
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
田
中
康
夫
県
政
下
の
長
野
県
で
は
、
経
営
戦
略
局
の
拡
充
や
局
制
の
導
入
を
始
め
と
し
た
組
織
改
革
が
数
度
に

わ
た
っ
て
議
会
で
否
決
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
場
合
、
議
会
は
、
必
ず
し
も
組
織
改
革
案
の
機
能
合
理
性
を
判
断
し
て
、
賛
否
を
決
定
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
例
え
ば
、
群
馬
県
議
会
は
理
事
制
・
局
制
の
導
入
に
批
判
的
な
態
度
を
示
し
た
が
、
そ
の
理
由
は
「
県
民
に
わ
か
り
く
い
の
で

は
な
い
か
」
と
い
っ
た
印
象
論
や
、「
職
員
の
意
見
を
反
映
し
た
の
か
」、
あ
る
い
は
「
過
去
の
組
織
の
検
証
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
」
と

【図表３ 岐阜県における局部組織の改革 】

1998年度 1999年度 2005年度

総務部 経営管理部 総務部

企画部 地域県民部 総合企画部

民生部 健康福祉環境部 環境生活部

衛生環境部 農林商工部 健康福祉部

商工労働部 基盤整備部 産業労働部

農政部 農政部

林政部 林政部

土木部 県土整備部

都市建築部
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い
っ
た
手
続
き
合
理
性
に
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
へ
の
批
判
等
で
あ
っ
た
。

一
方
、
安
定
成
長
期
ま
で
の
改
革
と
同
様
に
、「
改
革
」の
内
容
が
、
府
県
間
で
類
似
す
る
場
合
は
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
三
重
県
で

初
め
て
設
置
さ
れ
た
「
県
土
整
備
部
」
は
、
数
年
の
う
ち
に
半
数
以
上
の
府
県
に
波
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
分

野
で
あ
る
衛
生
部
門
と
民
生
部
門
の
統
合
は
、
一
九
九
四
年
に
島
根
県
が
社
会
福
祉
部
と
環
境
保
健
部
を
統
合
し
た
の
を
嚆
矢
と
し
て
二

〇
〇
〇
年
ま
で
に
三
三
府
県
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
。

ま
た
、
組
織
名
称
の
変
更
な
ど
、「
改
革
」
が
「
浅
い
変
化
」（
真
渕
一
九
九
九
）
に
止
ま
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
前
述
の

県
土
整
備
部
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
名
称
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
同
じ
国
土
交
通
省
（
旧
建
設
省
）
が
所
管
す
る
土
木
行
政
部

門
と
建
築
行
政
部
門
を
統
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
過
去
に
も
見
ら
れ
た
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
農
林
水
産
部
門
の
統
合

に
よ
る
農
林
水
産
部
の
新
設
、
商
工
労
働
部
か
ら
産
業
労
働
部
へ
の
名
称
変
更
、
あ
る
い
は
企
画
部
や
企
画
調
整
部
を
生
活
・
県
民
部
等

と
統
合
し
た
地
域
振
興
部
や
総
合
政
策
部
等
、
こ
れ
ま
で
に
も
見
ら
れ
て
き
た
改
革
パ
タ
ー
ン
が
、
名
前
を
変
え
て
現
れ
る
場
合
が
多
く

見
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
近
年
で
は
、
改
革
の
「
手
続
き
」
が
再
び
重
要
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（cf.

大
森
一
九
八
六
）。
例
え
ば
、
前
述
の

群
馬
県
の
小
寺
知
事
や
岐
阜
県
の
梶
原
知
事
に
よ
る
組
織
改
革
は
、
知
事
が
主
導
し
た
も
の
の
、
一
方
的
に
組
織
編
成
案
を
提
示
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
両
県
と
も
に
、
組
織
編
成
案
そ
の
も
の
は
、
庁
内
の
Ｐ
Ｔ
や
組
織
担
当
課
と
各
部
局
と
の
調
整
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
。
ま
た
岐
阜
県
で
は
、
現
在
の
古
田
知
事
が
、
梶
原
知
事
時
代
の
組
織
を
改
革
す
る
際
、
一
旦
梶
原
知
事
時
代
の
政
策
の
総
点
検
を
実

施
し
た
う
え
で
組
織
改
革
を
行
っ
て
い
る
。
秋
田
県
に
お
い
て
も
、
佐
竹
前
知
事
の
就
任
後
、
寺
田
元
知
事
が
主
導
し
て
設
置
し
た
知
事

公
室
を
廃
止
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
知
事
公
室
に
対
し
て
自
ら
組
織
の
問
題
点
や
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
さ
せ
て
い
る
。

ま
た
、
長
野
県
で
は
、
村
井
知
事
の
下
で
社
会
部
と
衛
生
部
が
統
合
さ
れ
、
健
康
福
祉
部
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
社
会
部
と
衛
生
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部
の
統
合
は
、
田
中
知
事
時
代
に
も
検
討
さ
れ
た
が
実
現
し
て
い
な
か
っ
た
。
村
井
知
事
の
下
で
開
か
れ
た
長
野
県
行
政
機
構
改
革
審
議

会
に
参
加
し
、
両
部
の
統
合
に
つ
い
て
検
討
し
た
大
西
委
員
（
大
西
雄
太
郎：

長
野
県
医
師
会
会
長
）
は
、
田
中
知
事
時
代
に
実
現
し
な

か
っ
た
理
由
と
し
て
、
医
師
会
か
ら
の
意
見
表
出
の
機
会
が
無
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て

17
）

い
る
。

一
方
、
こ
う
し
た
審
議
会
等
を
通
じ
た
組
織
改
革
は
、
実
質
的
な
変
化
が
期
待
で
き
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
広
島
県
で
は
、

二
〇
〇
七
年
に
「
広
島
県
行
政
シ
ス
テ
ム
改
革
推
進
懇
話
会
（
懇

18
）

話
会
）」
を
設
置
し
、
同
懇
話
会
で
の
議
論
を
元
に
、
部
制
に
代
え
て
新

し
く
局
制
を
導
入
す
る
等
の
組
織
改
革
を
実
施
し
た
。
し
か
し
同
懇
話
会
で
の
審
議
で
は
、
他
府
県
の
動
向
を
重
視
し
、
あ
ま
り
具
体
的

な
組
織
の
統
廃
合
を
打
ち
出
さ
ず
、
結
果
と
し
て
既
存
の
部
の
編
成
と
新
し
い
局
の
編
成
に
大
き
な
違
い
は
な

19
）

か
っ
た
。

結
語

「
象
徴
」
と
し
て
の
組
織
編
成
と
「
正
当
化
」

政
治
に
お
け
る
「
象
徴
」
作
用
に
つ
い
て
分
析
し
た
エ
ー
デ
ル
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
行
政
組
織
は
行
政
サ
ー
ビ
ス
や
規
制
を
行
う
手
段
と

し
て
の
「
道
具
的
機
能
（in

stru
m
en
ta
l fu

n
ctio

n
）」
だ
け
で
は
な
く
、
政
権
の
変
化
や
前
政
権
と
の
違
い
な
ど
を
、
内
外
に
示
そ
う
と

す
る
政
治
的
な
「
表
現
機
能
（ex

p
ressiv

e fu
n
ctio

n
）」
も
持
つ
と
さ
れ
る
（
エ
ー
デ
ル
マ
ン
一
九
九
八：

八
四
）。
本
稿
で
検
討
し
て

き
た
、
戦
後
府
県
の
局
部
組
織
の
編
成
に
お
け
る
「
正
当
化
」
の
問
題
も
、
こ
う
し
た
「
象
徴
」
の
問
題
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
局
部
組
織
制
度
に
関
係
す
る
、
地
方
自
治
官
庁
や
個
別
省
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
に
局
部
組
織
に
対
す
る
「
正
統
性
」
持
っ

て
い
た
も
の
の
、
必
ず
し
も
各
主
体
が
行
政
活
動
を
行
う
上
で
必
要
な
「
道
具
的
機
能
」
と
し
て
局
部
組
織
の
編
成
を
重
要
な
問
題
と
し

て
捉
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ

20
）

れ
る
。
一
般
的
に
見
て
、「
道
具
的
機
能
」と
し
て
の
合
理
性
が
直
接
問
題
に
な
る
の
は
、
先

に
示
し
た
「
必
置
規
制
」
の
よ
う
に
、
実
際
の
事
務
の
実
施
や
政
策
と
結
び
つ
く
個
別
の
課
や
室
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
の
組
織
で
あ
る
と
考
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え
ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
必
置
規
制
の
問
題
は
各
省
の
抵
抗
に
遭
っ
て
な
か
な
か
進
ん
で
こ
な
か
っ
た
。
逆
に
、
機
関
委
任
事
務
や

補
助
金
制
度
が
定
着
し
「
道
具
的
機
能
」
の
構
築
が
完
了
し
た
高
度
経
済
成
長
後
期
か
ら
安
定
成
長
期
の
改
革
に
お
い
て
、
個
別
省
庁
が
、

府
県
の
局
部
組
織
改
革
に
あ
ま
り
直
接
的
に
関
与
し
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
局
部
組
織
の
編
成
が
「
道
具
的
機
能
」
と
あ
ま
り
関
係
し
な

い
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
た
め
で
あ

21
）

ろ
う
。

む
し
ろ
、
各
主
体
が
局
部
組
織
制
度
に
寄
せ
て
い
た
関
心
と
は
、
個
別
省
庁
や
地
方
自
治
官
庁
が
戦
後
の
府
県
行
政
と
密
接
に
関
係
し

て
い
る
こ
と
を
象
徴
的
に
示
す
「
表
現
機
能
」
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
道
具
的
機
能
」
と
直
接
的
に
関
係
し
な
い
た
め
に
、
制

度
が
「
空
文
化
」
し
て
い
た
と
し
て
も
「
改
革
」
に
至
ら
な
か
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
「
表
現
機
能
」
と
し
て
の
側
面
と
大
き
く
関
係
し

て
い
た
も
の
と
考
え
ら

22
）

れ
る
。

た
だ
し
、
地
方
自
治
官
庁
や
個
別
省
庁
が
「
表
現
機
能
」
と
「
道
具
的
機
能
」
を
ど
の
よ
う
に
区
別
し
て
い
る
か
、
府
県
は
明
確
に
認

識
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
区
別
は
曖
昧
で
あ
り
、
不
確
実
性
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
府
県
は
局
部
組

織
の
編
成
に
お
い
て
国
と
の
関
係
に
「
配
慮
」
し
つ
つ
、
他
府
県
の
動
向
を
参
考
に
し
て
組
織
改
革
を
行
っ
て

23
）

き
た
。
戦
後
府
県
に
と
っ

て
、
国
か
ら
不
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
知
事
や
議
会
な
ど
、
府
県
内
部
の
改
革
過
程
に
参
加
す
る
ア
ク
タ
ー
間
で
共
通
す
る

利
益
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
国
と
の
関
係
へ
の
「
配
慮
」
と
そ
の
範
囲
内
で
他
府
県
の
動
向
を
参
照
す
る
こ
と
は
、
府
県
内
部
に
お
い
て

改
革
を
「
正
当
化
」
す
る
上
で
有
効
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
こ
う
し
た
「
正
統
性
」
を
外
部
に
求
め
よ
う
と
す
る
改
革
は
、
府
県
に
お
け
る
個
別
の
事
情
と
適
合
し
な
い
可
能
性
が
あ
る
点

で
、
特
に
「
道
具
的
機
能
」
の
面
か
ら
問
題
が
発
生
す
る
可
能
性
は
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
知
事
は
、
こ
の
よ
う
に
外
部
主
体
の
「
正
統

性
」
に
よ
っ
て
組
織
改
革
（
案
）
が
「
正
当
化
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
で
、「
道
具
的
機
能
」
に
つ
い
て
議
論
や
批

判
が
発
生
す
る

24
）

こ
と
を
回
避
し
て
き
た
。
ま
た
、
実
質
面
で
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
ろ
う
と
「
改
革
」
を
実
施
し
た
と
い
う
「
実
績
」
を
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作
る
こ
と
で
、
組
織
改
革
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
「
表
現
機
能
」
と
し
て
の
メ
リ
ッ
ト
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

25
）

あ
る
。

一
方
で
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
法
制
度
の
改
正
や
分
権
改
革
に
よ
り
国
と
の
関
係
が
変
化
し
た
こ
と
で
、
国
の
も
つ
「
正
統
性
」
が

府
県
の
組
織
改
革
を
「
正
当
化
」
す
る
力
は
弱
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
府
県
の
内
生
要
因
に
合
わ
せ
た
改
革
が
進
む
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
も
、
前
述
の
岐
阜
県
の
よ
う
に
、
事
務
の
再
点
検
や
政
策
体
系
の
見
直
し
等
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ

た
編
成
を
と
る
府
県
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
も
と
も
と
個
々
の
府
県
の
状
況
に
合
わ
せ
て
、「
道
具
的
機
能
」と
し
て
合
理
的
な
組
織
編
成
案
を
つ
く
り
出
す
こ
と
は
難
し

い
。
実
際
の
議
会
や
審
議
会
の
議
論
も
、
手
続
き
的
合
理
性
の
問
題
が
重
視
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、「
地
域
の
事
情
に
応
じ
た
」「
道
具
的

26
）

機
能
」

の
「
正
当
性
」
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
判
断
は
回
避
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
例
え
ば
、
田
中
県
政
下
の
長
野
県
や
群
馬
県
の
事
例

で
み
ら
れ
た
よ
う
に
、「
道
具
的
機
能
」の
問
題
と
は
直
接
関
係
の
無
い
政
治
的
な
対
立
や
混
乱
を
背
景
と
し
て
、
組
織
改
革
に
対
す
る
議

会
の
「
拒
否
権
」
が
行
使
さ
れ
る
場
合
は
少
な
く

27
）

な
い
。
一
方
で
、
こ
う
し
た
対
立
や
混
乱
な
く
組
織
改
革
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
他

府
県
の
動
向
を
参
照
す
る
な
ど
、
外
部
か
ら
「
正
統
性
」
を
調
達
し
て
組
織
改
革
を
「
正
当
化
」
す
る
こ
と
は
依
然
と
し
て
重
要
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
前
述
の
審
議
会
等
を
通
じ
た
手
続
き
合
理
性
を
重
視
す
る
組
織
改
革
の
よ
う
に
、
政
治
的
混
乱
の
抑
制
が
重

視
さ
れ
過
ぎ
れ
ば
、
組
織
の
「
道
具
的
機
能
」
の
問
題
が
十
分
に
検
討
さ
れ
な
く
な
り
、
組
織
改
革
が
形
骸
化
し
て
し
ま
う
可
能
性
も
考

え
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、
近
年
の
府
県
に
お
け
る
組
織
改
革
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
こ
う
し
た
改
革
パ
タ
ー
ン
が
、
府
県
間
で
一
定
の
多
様
化
を
見
せ

て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
今
後
、
新
し
い
改
革
に
向
け
た
様
々
な
取
り
組
み
や
そ
の
成
果
が
、
府
県
間
で
相
互
参
照
さ
れ
て
い
く
こ

と
に
よ
り
、
組
織
改
革
の
「
革
新
」（
伊
藤
二
〇
〇
六
）
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
改
革
に
よ
っ
て
発
生
す
る
混
乱

や
対
立
を
避
け
よ
う
と
、
改
革
に
向
け
た
議
論
の
空
洞
化
や
改
革
自
体
の
形
骸
化
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
発
生
し
、
こ
う
し
た
形
式
的
「
改
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革
」
が
「
横
並
び
」
し
て
い
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
（
稲
垣
二
〇
〇
七
）。

【
謝
辞
】
本
論
文
は
、
二
〇
一
二
年
六
月
一
七
日
に
立
命
館
大
学
朱
雀
キ
ャ
ン
パ
ス
（
京
都
市
）
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
、
日
本
公
共
政

策
学
会
に
お
け
る
報
告
論
文
に
大
幅
な
加
筆
・
修
正
を
加
え
た
も
の
で
す
。
当
日
司
会
を
務
め
て
頂
い
た
徳
久
恭
子
先
生（
立
命
館
大
学
）、

討
論
者
と
し
て
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
曽
我
謙
悟
先
生（
神
戸
大
学
）、
そ
の
他
会
場
等
に
て
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
方
々
に
深
く
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
本
文
中
の
誤
り
は
す
べ
て
筆
者
の
責
任
で
す
。

注１
）

本
稿
で
は
、
地
方
自
治
庁
、
自
治
省
な
ど
、
内
務
省
解
体
後
に
地
方
行
財
政
制
度
を
所
管
し
た
官
庁
を
ま
と
め
て
「
地
方
自
治
官
庁
」
と
表
記
す
る
。

２
）

筆
者
作
成

３
）

届
出
制
に
切
り
替
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
多
く
の
府
県
で
組
織
の
増
設
が
相
次
い
だ
。

４
）

昭
和
二
八
年
一
月
七
日
、
自
丙
行
発
第
一
号
福
岡
県
議
会
事
務
局
長
宛
行
政
部
長
回
答
で
は
、
組
織
設
置
条
例
の
提
案
権
は
知
事
の
み
に
あ
る
と
さ
れ
た
。

５
）

こ
の
よ
う
に
地
方
自
治
官
庁
が
政
策
を
立
案
し
、
そ
れ
を
府
県
に
お
い
て
実
施
さ
せ
る
た
め
に
、
局
部
組
織
制
度
の
運
用
を
「
緩
和
」
し
て
、
府
県
に
関

係
部
局
の
設
置
を
呼
び
掛
け
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
、
一
九
六
〇
年
代
半
ば
以
降
の
公
害
・
環
境
部
局
の
設
置
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
。

６
）

地
方
自
治
官
庁
に
よ
る
開
発
政
策
も
、
新
産
業
都
市
建
設
促
進
法
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
な
か
っ
た
。

７
）

例
え
ば
、
リ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
中
央
政
府
と
地
方
政
府
の
関
係
に
お
い
て
は
、
相
互
に
密
接
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
の

よ
う
に
自
治
体
側
が
裁
量
を
行
使
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、中
央
政
府
と
の
間
で
齟
齬
が
発
生
し
に
く
い
と
い
う（
リ
ー
ド
一
九
九
〇：

二
五
六
｜
二
六
二
）。

８
）

こ
の
こ
と
は
、
地
元
の
マ
ス
コ
ミ
の
ほ
か
、
学
識
経
験
者
と
し
て
県
に
呼
ば
れ
て
い
た
河
中
二
講
静
岡
大
学
教
授
（
当
時
）
も
、
問
題
で
あ
る
と
指
摘
し

て
い
た
。
こ
う
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
は
、
省
庁
と
の
間
で
問
題
が
発
生
し
得
る
編
成
は
望
ま
し
く
な
い
こ
と
が
、
当
時
の
社
会
に
お
い
て
共
通
に
認
識
さ

れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

９
）

例
え
ば
、
地
方
自
治
官
庁
と
の
協
議
で
は
、
新
組
織
を
設
置
す
る
必
要
性
を
主
張
す
る
際
に
、
他
府
県
で
既
に
採
用
さ
れ
て
い
る
組
織
形
態
で
あ
る
こ
と
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が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

10
）

こ
の
デ
ー
タ
は
、
大
蔵
省
印
刷
局
『
職
員
録
』（
各
年
版
）
を
も
と
に
、
当
年
度
と
前
年
度
を
比
べ
、
前
年
度
に
あ
っ
た
局
部
組
織
の
名
称
が
当
年
度
に
な

く
な
っ
て
い
る
場
合
を
「
廃
止
」、
前
年
度
に
な
か
っ
た
名
称
が
見
ら
れ
た
場
合
を
「
新
設
」
と
し
、
い
ず
れ
か
ど
ち
ら
か
が
あ
っ
た
府
県
を
カ
ウ
ン
ト
し
た

も
の
で
あ
る
（
両
方
行
っ
て
い
る
場
合
も
含
む
）。「
任
期
」
の
欄
は
、
一
期
目
、
二
期
目
な
ど
を
示
す
。

11
）

平
成
一
〇
年
四
月
一
日

梶
原
知
事
記
者
会
見
で
の
発
言
。

12
）

岐
阜
県
行
政
管
理
室
作
成
行
財
政
改
革
推
進
本
部
本
部
員
会
議
資
料
「
本
庁
組
織
・
機
構
の
再
編
整
備
に
つ
い
て
（
案
）」
平
成
一
〇
年
六
月
一
五
日
付
。

13
）

大
蔵
省
印
刷
局
『
職
員
録

下
巻
』
各
年
版
を
も
と
に
筆
者
作
成
。

14
）

こ
う
し
た
場
合
、
地
方
自
治
法
の
規
定
は
「
規
制
」
で
あ
っ
た
方
が
都
合
よ
く
、
個
別
省
庁
に
よ
る
「
圧
力
」
が
存
在
し
て
い
た
方
が
、「
自
治
組
織
権
」

を
行
使
す
る
こ
と
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
大
き
く
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

15
）

こ
の
時
に
採
用
さ
れ
た
局
の
編
成
は
、
従
来
の
部
の
編
成
と
は
所
掌
す
る
分
野
の
配
分
等
で
異
な
る
部
分
が
多
か
っ
た
。

16
）
「
平
成
一
五
年
九
月
定
例
県
議
会

機
構
改
革
調
査
研
究
特
別
委
員
会
審
議
状
況
報
告
」（
一
〇
月
六
日
）（
一
〇
月
二
〇
日
）

群
馬
県
総
務
部
総
務
課
所

蔵
資
料

17
）

大
西
委
員
は
「
両
部
の
合
併
案
が
出
た
前
回
は
な
ぜ
だ
め
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
県
の
や
っ
て
い
る
方
法
で
は
、
ど
う
や
ら
（
医
師
会
の
）
話
を
聞
い
て

く
れ
る
よ
う
な
体
制
に
は
な
っ
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
『
長
野
県
行
政
機
構
審
議
会
（
第
２
回
）
議
事
録
』
平
成
一
九
年
五
月
二
三
日
、
九
頁
。

18
）

広
島
県
行
政
シ
ス
テ
ム
改
革
推
進
懇
話
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
。
広
島
県
で
は
、
一
九
九
八
年
に
企
画
振
興
部
、
農
政
部
、
林
務
部
を
廃
止
し
て
地
域
振
興
部

と
農
林
水
産
部
を
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
総
務
部
、
県
民
生
活
部
を
廃
止
し
て
、
総
務
企
画
部
、
環
境
生
活
部
を
設
置
し
て
い
る
。h

ttp
: //w

w
w
.p
ref.

h
iro
sh
im
a
.lg
.jp
/ca

teg
o
ry
/1189046932391 /in

d
ex
.h
tm
l

19
）

例
え
ば
議
会
で
の
審
議
に
お
い
て
「
既
存
の
組
織
を
局
制
に
合
わ
せ
て
再
配
置
し
た
だ
け
で
は
な
い
か
」
な
ど
と
批
判
さ
れ
た
ほ
か
、「
新
た
な
局
の
下
に

位
置
づ
け
ら
れ
た
環
境
部
門
、
空
港
港
湾
部
門
は
、
わ
ず
か
二
年
前
の
状
況
に
戻
っ
た
だ
け
」
と
の
指
摘
も
あ
っ
た
（
平
成
二
〇
年
二
月
定
例
会
（
第
三
日
）

（
二
〇
〇
八
年
二
月
二
六
日
）
下
原
康
充
議
員
（
自
由
民
主
党
）
質
問
）。

20
）

こ
う
し
た
認
識
は
、
戦
後
す
ぐ
の
時
期
で
は
な
く
、
高
度
成
長
期
な
ど
時
代
が
下
が
っ
て
い
く
に
つ
れ
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

21
）

企
画
担
当
部
局
の
法
定
化
が
実
現
し
な
か
っ
た
の
は
、「
表
現
機
能
」
に
止
ま
ら
ず
「
道
具
的
機
能
」
に
踏
み
込
む
可
能
性
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
た
め
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

22
）

こ
う
し
た
側
面
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
は
、
別
稿
に
譲
り
た
い
。
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23
）

逆
に
、
こ
う
し
た
府
県
の
態
度
は
、
戦
後
地
方
制
度
が
本
来
的
に
も
っ
て
い
た「
制
度
の
限
界
に
挑
戦
す
れ
ば
当
然
生
じ
う
る
国
」（
大
杉
一
九
九
七：

六

二
）
と
地
方
自
治
体
と
の
対
立
を
回
避
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
結
果
と
し
て
制
度
改
革
に
向
け
た
問
題
へ
と
転
化
し
な
い
こ
と
で
、
戦
後
地
方
制
度
の
安

定
化
に
も
寄
与
し
て
き
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

24
）

こ
こ
で
は
、「
道
具
的
機
能
」
の
面
で
欠
陥
が
あ
る
こ
と
へ
の
批
判
だ
け
で
な
く
、「
道
具
的
機
能
」
の
問
題
そ
の
も
の
に
つ
い
て
実
質
的
な
議
論
が
行
わ

れ
る
こ
と
も
含
む
。

25
）

た
だ
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
府
県
内
部
で
の
組
織
編
成
を
め
ぐ
る
「
道
具
的
機
能
」
の
議
論
が
「
空
洞
化
」
し
て
来
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

26
）

局
部
組
織
が
「
表
現
機
能
」
と
し
て
編
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、「
道
具
的
機
能
」
の
問
題
は
永
久
に
回
避
さ
れ
続
け
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
逆

に
「
道
具
的
機
能
」
の
問
題
は
、
課
や
室
と
い
っ
た
、
局
部
組
織
の
下
位
に
位
置
す
る
組
織
（
課
レ
ベ
ル
組
織
）
の
編
成
問
題
と
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

27
）

こ
う
し
た
状
況
か
ら
は
、L

ew
is

（2003

）
に
よ
る
規
制
行
政
機
関
の
組
織
選
択
な
ど
の
よ
う
に
、
行
政
組
織
の
機
能
を
前
提
と
し
た
、
取
引
コ
ス
ト
ア
プ

ロ
ー
チ
の
研
究
に
は
、
一
定
の
限
界
が
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
組
織
の
機
能
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
ア
ク
タ
ー
の
行
動
要
因
が
規
定
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
場
合
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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