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調
査
・
行
政
部
門

こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
こ
の
二
年
間
、
部
落
解
放
基
本

法
の
制
定
に
向
け
た
肯
定
的
な
事
態
が
進
展
し
て
き
て
い
る
が
、

何
よ
り
も
注
目
さ
れ
る
点
は
、
「
草
の
根
運
動
」
が
盛
り
上
が
っ
て

き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
宮
崎
、
大
分
、
徳
島
、
香

川
、
愛
媛
、
山
口
、
島
根
、
鳥
取
、
広
島
、
岡
山
、
兵
庫
、
大
阪
、

た
だ
、
関
係
方
面
か
ら
強
く
求
め
ら
れ
て
い
た
、
「
未
指
定
地
域
」

の
実
態
調
査
は
実
施
さ
れ
て
い
な
い
。

昨
年
実
施
さ
れ
た
一
連
の
調
査
の
中
間
集
計
は
、
今
年
の
九
月

に
は
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
「
地
対
財
特
法
」
五

年
延
長
期
限
後
の
法
律
の
あ
り
方
も
含
め
て
、
今
後
の
部
落
問
題

解
決
に
向
け
た
取
り
組
み
を
ど
う
す
る
か
の
論
議
が
、
こ
の
調
査

結
果
が
発
表
さ
れ
て
か
ら
、
本
格
的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

さ
ら
に
、
昨
年
八
月
、
三
八
年
ぶ
り
に
本
格
的
な
政
権
交
代
が

誕
生
し
た
が
、
安
定
政
権
が
誕
生
す
る
ま
で
、
当
分
の
間
、
事
態

は
流
動
を
続
け
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

従
っ
て
、
従
来
、
部
落
解
放
基
本
法
に
賛
同
し
て
い
た
曰
本
社

会
党
、
公
明
党
、
民
社
党
等
だ
け
で
な
く
、
広
く
各
党
に
働
き
か

け
を
行
う
と
と
も
に
、
個
々
の
国
会
議
員
に
対
す
る
働
き
か
け
を

重
視
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

「
地
対
財
特
法
」
が
五
年
延
長
さ
れ
て
二
年
が
経
過
し
た
。
こ

の
二
年
間
を
総
括
し
、
残
さ
れ
た
期
間
を
い
か
に
活
用
し
て
い
く

か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
二
年
間
を
振
り
返
っ
た
と
き
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
点
は
、

昨
年
三
月
一
曰
付
け
で
地
域
改
善
対
策
協
議
会
の
委
員
が
新
し
く

任
命
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

「
例
外
な
き
総
入
れ
替
え
」
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
と
お
り
、
政
府

関
係
以
外
か
ら
選
ば
れ
た
一
○
名
の
委
員
は
、
す
べ
て
新
人
と
な

っ
た
。

部
落
解
放
基
本
法
実
行
委
員
会
や
同
和
問
題
の
現
状
を
考
え
る

連
絡
会
議
な
ど
か
ら
要
請
さ
れ
て
い
た
国
際
人
権
法
や
憲
法
の
専

二
条
例
・
宣
一
一
一
一
巨
制
定
あ
い
つ
ぐ

地
方
の
時
代
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の
動
き

条
例
・
宣
言
制
定
運
動
の
意
義

滋
賀
、
和
歌
山
、
京
都
、
奈
良
、
三
重
、
愛
知
、
岐
阜
、
静
岡
、

東
京
、
長
野
、
埼
玉
、
茨
城
な
ど
で
部
落
解
放
基
本
法
の
内
容
を

踏
ま
え
た
宣
一
一
一
一
口
や
条
例
が
採
択
さ
れ
て
き
て
い
る
。

ま
た
、
企
業
や
労
働
組
合
、
さ
ら
に
は
宗
教
団
体
な
ど
で
、
部

落
解
放
基
本
法
の
制
定
を
求
め
た
宣
一
一
一
一
口
や
決
議
が
採
択
さ
れ
て
き

て
い
る
。

部
落
解
放
基
本
法
実
行
委
員
会
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
本
年
七
月

一
五
曰
現
在
、
宣
一
一
一
一
口
を
採
択
し
た
自
治
体
は
五
二
八
、
条
例
を
採

択
し
た
自
治
体
は
七
四
に
の
ぼ
っ
て
い
る
（
資
料
参
照
）
。

採
択
さ
れ
た
、
宣
言
を
見
る
と
、
部
落
差
別
の
完
全
撤
廃
を
求

め
る
宣
言
と
、
人
権
全
般
の
確
立
を
求
め
る
宣
一
一
一
一
口
と
の
二
種
類
に

大
別
さ
れ
る
。

条
例
の
方
は
、
①
部
落
差
別
調
査
等
規
制
等
条
例
、
②
部
落
差

別
撤
廃
擁
護
条
例
、
③
部
落
差
別
撤
廃
・
人
権
擁
護
条
例
、
④
あ

ら
ゆ
る
差
別
撤
廃
条
例
、
⑤
人
権
条
例
の
五
種
類
に
分
類
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

部
落
差
別
調
査
等
規
制
等
条
例
は
大
阪
府
で
一
九
八
五
年
に
実

現
し
て
い
る
し
、
現
在
福
岡
県
で
も
制
定
を
め
ざ
し
た
取
り
組
み

が
精
力
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

部
落
差
別
撤
廃
条
例
の
典
型
と
し
て
は
、
三
重
県
伊
賀
町
で
制

定
さ
れ
た
条
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
部
落
差
別
撤
廃
・

人
権
擁
護
条
例
の
典
型
と
し
て
は
徳
島
県
下
の
阿
南
市
を
始
め
と

門
家
、
女
性
の
委
員
の
任
命
は
実
現
し
た
が
、
当
事
者
の
代
表
を

複
数
選
任
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
一
名
に
と
ど
ま
っ
た
。

「
地
対
協
」
は
、
こ
の
間
、
定
期
的
に
開
催
さ
れ
て
き
て
お
り
、

昨
年
七
月
に
は
学
識
経
験
者
を
中
心
に
総
括
部
会
が
設
置
さ
れ
、

部
落
の
実
態
視
察
を
実
施
し
た
り
、
関
係
各
省
庁
か
ら
現
状
の
説

明
を
う
け
て
お
り
、
五
月
に
は
運
動
団
体
や
研
究
機
関
か
ら
の
意

見
聴
取
を
行
っ
て
い
る
。

次
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
政
府
に
よ
る
実
態
調
査
が
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
昨
年
六
月
に
は
、
主
と
し
て
行
政
が
保
有

す
る
デ
ー
タ
ー
を
も
と
に
し
た
「
概
況
調
査
」
が
実
施
さ
れ
た
。

二
月
に
は
お
よ
そ
五
世
帯
に
一
世
帯
の
抽
出
で
「
部
落
の
生

活
実
態
調
査
」
が
、
ま
た
、
同
じ
時
期
に
、
沖
縄
か
ら
北
海
道
ま

で
、
全
国
を
対
象
に
し
た
「
国
民
の
部
落
問
題
や
人
権
問
題
に
関

す
る
意
識
調
査
」
が
実
施
さ
れ
た
。
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い
く
最
も
強
力
な
取
り
組
み
と
な
る
。

こ
の
他
、
条
例
や
宣
一
一
一
一
口
を
採
択
し
て
い
く
運
動
の
持
つ
意
義
は

大
き
い
。

何
よ
り
も
、
「
地
方
の
時
代
」
と
い
う
時
代
の
流
れ
を
う
け
た
取

り
組
み
で
あ
る
し
、
多
様
な
部
落
の
実
態
を
反
映
し
た
、
き
め
細

か
い
取
り
組
み
の
根
拠
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。ま
た
、
国
レ
ベ
ル
の
不
透
明
な
政
局
を
見
た
と
き
、
部
落
解
放

の
た
め
の
確
固
た
る
根
拠
を
地
元
に
築
い
た
上
で
、
国
に
働
き
か

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
義
も
あ
る
。

条
例
や
宣
言
を
獲
得
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
各
地
の
取
り
組
み

を
見
た
と
き
、
今
後
の
取
り
組
み
に
役
立
つ
い
く
つ
か
の
教
訓
が

あ
る
。

第
一
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
ご
と
の
差
別
の
実
態
（
生
活
実
態

の
み
で
な
く
差
別
事
件
や
差
別
意
識
の
実
態
を
含
む
）
を
ま
と
め
、

条
例
や
宣
一
一
一
一
口
の
採
択
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
を
、
多
く
の
人
に
理
解

し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
点
で
あ

る
。第
二
は
、
部
落
内
は
も
と
よ
り
、
全
市
町
村
民
的
な
盛
り
上
が

し
た
一
連
の
条
例
が
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
差
別
撤
廃
条
例
の
典
型
と
し
て
は
、
大
阪
府
泉
佐
野

市
、
奈
良
県
三
郷
町
、
長
野
県
御
代
田
町
な
ど
で
制
定
さ
れ
た
条

例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
権
条
例
と
し
て
は
、
大
阪
府
島
本
町
で
制
定
さ
れ
た
条
例
を

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
種
類
の
条
例
の
中
で
も
、
部
落
差
別
撤
廃
・
人
権
擁
護
条
例

と
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
撤
廃
条
例
の
二
種
類
が
多
く
な
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
中
に
基
本
的
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
条
項
は
次
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

①
条
例
の
目
的
、
②
市
（
町
村
）
民
の
責
務
、
③
市
（
町
村
）

の
責
務
と
施
策
、
④
啓
発
活
動
の
充
実
、
⑤
実
態
調
査
の
定
期
的

実
施
、
⑥
総
合
計
画
の
策
定
、
⑦
行
政
組
織
の
整
備
、
⑧
審
議
会

の
設
置
な
ど
。

ま
た
、
い
く
つ
か
の
条
例
に
は
格
調
高
く
前
文
が
設
け
ら
れ
て

い
る
も
の
も
あ
る
し
、
差
別
の
防
止
や
救
済
に
関
し
た
条
項
を
設

け
て
い
る
条
例
も
あ
る
。

部
落
解
放
基
本
法
の
制
定
を
実
現
し
て
い
く
う
え
で
、
自
治
体

レ
ベ
ル
で
条
例
や
宣
一
一
一
一
口
を
採
択
し
て
い
く
こ
と
は
極
め
て
重
要
な

四
こ
れ
か
ら
の
取
り
組
み
に
む
け
て

一
一
一
地
方
の
時
代
－
条
例
・
吉
一
一
一
一
一
】
制
定
の
意
義

り
を
作
り
出
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
地
域
別

集
会
や
パ
ネ
ル
展
を
開
催
す
る
と
と
も
に
、
個
人
署
名
は
も
と
よ

り
団
体
署
名
活
動
な
ど
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

第
三
は
、
市
町
村
の
理
事
者
に
対
す
る
働
き
か
け
を
強
化
し
、

条
例
や
宣
言
の
必
要
性
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
採
択
さ
れ
た
条
例
や
宣
言
の
中
に
は
理
事
者
提
案

で
あ
る
も
の
が
多
い
こ
と
を
見
た
と
き
、
こ
の
点
は
重
要
で
あ
る
。

第
四
は
、
市
町
村
議
員
へ
の
働
き
か
け
の
重
要
性
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
こ
れ
ま
で
採
択
さ
れ
た
条
例
や
宣
一
一
一
一
口
の
中
に
は
議
員
提
案

に
基
づ
く
も
の
も
少
な
く
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
た
と
え
理
事

者
提
案
の
条
例
や
宣
一
一
一
一
口
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
最
終
的
に
は
議
会

を
通
過
し
な
け
れ
ば
実
現
し
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
明
ら

か
で
あ
る
。

第
五
は
、
審
議
会
や
検
討
委
員
会
に
条
例
や
宣
言
の
採
択
が
必

要
か
ど
う
か
諮
問
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
機
関
が
設
置
さ
れ
た
な
ら
ば
、
こ
こ
に
対
し
て
も
効
果
的
な

働
き
か
け
が
必
要
と
な
る
。

一
部
の
政
党
や
団
体
か
ら
、
条
例
や
宣
一
一
一
一
口
の
採
択
に
反
対
す
る

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
対
す
る
若
干
の

取
り
組
み
で
あ
る
。

そ
の
理
由
の
第
一
は
、
部
落
解
放
運
動
の
伝
統
を
踏
ま
え
る
こ

と
に
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
一
九
六
五
年
八
月
の
内
閣
同
和
対

策
審
議
会
答
申
や
、
一
九
六
九
年
の
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法

は
、
文
字
ど
お
り
「
草
の
根
運
動
」
の
獲
得
し
た
成
果
で
あ
る
。

ま
ず
、
部
落
の
中
で
盛
り
上
が
り
を
作
り
、
市
町
村
や
都
府
県

に
働
き
か
け
、
部
落
解
放
運
動
と
地
方
自
治
体
と
が
一
体
と
な
っ

て
国
に
働
き
か
け
た
結
果
、
「
答
申
」
や
「
法
律
」
が
制
定
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

第
二
の
理
由
は
、
一
九
八
五
年
以
来
の
二
期
に
及
ぶ
「
基
本
法
」

制
定
運
動
の
成
果
を
踏
ま
え
、
欠
陥
を
克
服
す
る
こ
と
か
ら
導
き

出
さ
れ
た
取
り
組
み
だ
か
ら
で
あ
る
。

二
期
に
及
ぶ
運
動
の
中
で
、
全
国
的
に
都
府
県
段
階
の
み
な
ら

ず
、
市
町
村
段
階
で
も
「
基
本
法
」
の
制
定
を
求
め
た
実
行
委
員

会
が
結
成
さ
れ
た
。
ま
た
、
’
三
六
○
に
達
す
る
自
治
体
で
、
「
基

本
法
」
な
ど
の
制
定
を
求
め
た
議
会
決
議
が
獲
得
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
は
、
二
期
に
及
ぶ
運
動
の
成
果
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

な
に
が
な
ん
で
も
国
に
「
基
本
法
」
の
制
定
を
迫
っ
て
い
く
地
域

か
ら
盛
り
上
が
り
を
持
っ
た
運
動
に
は
な
り
き
っ
て
い
な
か
っ
た

と
い
う
欠
陥
を
持
っ
て
い
た
。

そ
の
点
で
は
、
条
例
や
宣
言
の
採
択
は
、
そ
れ
こ
そ
必
死
の
取

り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
し
、
国
に
「
基
本
法
」
の
制
定
を
求
め
て

五
反
対
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
へ
の
反
論
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部
落
解
放
基
本
法
を
実
現
す
る
こ
と
の
意
義
は
、
何
よ
り
も
ま

ず
、
部
落
問
題
の
根
本
的
な
解
決
に
役
立
つ
こ
と
に
あ
る
。

第
四
に
は
、
国
際
人
権
規
約
の
国
内
で
の
具
体
化
、
人
種
差
別

撤
廃
条
約
の
早
期
批
准
と
国
内
で
の
具
体
化
を
求
め
て
い
く
こ
と

で
あ
る
。

第
五
に
は
、
各
政
党
、
各
級
議
員
、
と
り
わ
け
国
会
議
員
へ
の

働
き
か
け
を
強
め
、
「
部
落
差
別
撤
廃
・
人
権
確
立
議
員
連
盟
」
（
仮

称
）
の
結
成
を
求
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

い
る
。

企
業
や
労
働
組
合
、
宗
教
団
体
や
市
民
団
」

決
議
を
採
択
し
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
に
は
、
審
議
の
テ
ー
マ
に
部
落
問
題
の
根
本
的
な
解

決
を
い
か
に
し
て
実
現
し
て
い
く
か
を
含
む
こ
と
、
当
事
者
を
は

じ
め
と
し
た
広
範
な
関
係
者
と
の
対
話
を
強
化
す
る
こ
と
を
求
め

て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

第
三
に
は
、
「
草
の
根
運
動
」
を
一
層
強
化
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
。
こ
の
た
め
に
は
、
条
例
や
宣
一
一
一
一
口
の
採
択
を
さ
ら
に
拡
大
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
す
で
に
条
例
が
採
択
さ
れ
た
自
治
体
に
お
い
て
は
、
早

急
に
審
議
会
の
委
員
を
任
命
し
活
動
を
開
始
す
る
と
と
も
に
、
新

た
な
部
落
解
放
総
合
計
画
を
策
定
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

反
論
を
加
え
て
お
こ
う
。

こ
れ
ら
の
反
対
意
見
は
、
部
落
解
放
基
本
法
の
制
定
を
求
め
て

き
た
こ
れ
ま
で
の
運
動
の
中
で
、
す
で
に
出
さ
れ
て
き
た
も
の
の

蒸
し
返
し
に
す
ぎ
な
い
。

例
え
ば
、
「
差
別
の
実
態
は
基
本
的
に
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
、

い
ま
さ
ら
条
例
や
宣
言
は
必
要
が
な
い
」
、
「
条
例
や
宣
一
一
一
一
口
を
制
定

さ
せ
て
、
い
つ
ま
で
も
事
業
を
や
ら
せ
よ
う
と
狙
っ
て
い
る
し
、

市
町
村
民
の
人
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
」
、
「
条
例
や
宣
言
を

つ
く
れ
ば
差
別
を
固
定
化
す
る
」
な
ど
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
、
以
前
と
比
べ

た
と
き
部
落
差
別
の
実
態
は
部
分
的
に
改
善
さ
れ
て
き
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
生
活
や
労
働
、
教
育
面
の
実
態
に
は
明
ら
か
に
格
差

が
あ
る
。
悪
質
な
差
別
事
件
は
続
発
し
て
い
る
し
、
差
別
意
識
も

依
然
根
強
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
差
別
の
実
態
を
直
視
し
た

と
き
、
部
落
問
題
の
根
本
的
な
解
決
に
役
立
つ
条
例
や
宣
言
の
必

要
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。

同
和
事
業
の
永
続
化
を
狙
っ
て
い
る
と
の
批
判
が
あ
る
が
、
こ

れ
も
悪
意
に
満
ち
た
も
の
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

条
例
や
宣
一
一
一
一
口
の
採
択
を
求
め
て
い
る
運
動
関
係
者
の
間
に
お
い
て

も
、
部
落
の
完
全
解
放
の
立
場
か
ら
同
和
事
業
の
点
検
・
改
革
を

し
て
い
く
方
向
を
明
確
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
市
町
村
民
の
人
権
を
侵
害
す
る
も
の
と
の
批
判
も
、
ま
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と
同
時
に
、
部
落
解
放
基
本
法
の
実
現
は
、
曰
本
に
存
在
す
る

あ
ら
ゆ
る
差
別
の
撤
廃
と
人
権
確
立
に
も
連
動
す
る
重
要
な
課
題

で
も
あ
る
。
こ
の
点
は
、
昨
年
二
月
二
○
曰
、
部
落
解
放
研
究

所
よ
り
発
行
し
た
『
曰
本
の
人
権
政
策
に
関
す
る
提
一
一
一
一
こ
の
中
で

詳
し
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

雑
誌
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ラ
イ
ッ
』
一
九
九
四
年
一
月
号
で
、
総
務

庁
の
炭
谷
室
長
が
、
「
曰
本
と
い
え
ば
人
権
と
い
う
よ
う
に
世
界
か

ら
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
な

に
よ
り
も
ま
ず
同
和
問
題
を
解
決
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
」
と
い

う
趣
旨
の
抱
負
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
筆
者
も
全
く
同
感
で
あ

る
。
二
一
世
紀
に
む
け
た
、
歴
史
的
な
転
換
期
に
あ
っ
て
、
「
基
本

法
」
の
実
現
を
達
成
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

八
追
記
Ｖ
地
方
自
治
体
に
お
け
る
条
例
、
宣
言
の
採
択
状
況
は
一

九
九
四
年
九
月
二
六
曰
現
在
、
条
例
に
つ
い
て
は
八
九
（
大
阪
府

含
む
）
、
宣
一
一
一
一
口
に
つ
い
て
は
五
六
八
（
三
重
県
含
む
）
と
な
っ
て
い

る
。 最
後
に
、
部
落
解
放
基
本
法
の
制
定
を
め
ざ
し
た
、
今
後
の
基

本
課
題
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

ま
ず
第
一
に
は
、
今
曰
時
点
の
部
落
差
別
の
実
態
を
明
ら
か
に

し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
昨
年
政
府
の
実
施
し
た

一
連
の
実
態
調
査
結
果
を
批
判
的
に
分
析
し
、
不
十
分
点
を
補
っ

て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
「
末
指
定
地
域
」
の
実

態
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

第
二
に
は
、
「
地
対
協
」
の
審
議
を
可
能
な
限
り
審
議
会
的
な
も

の
と
す
る
よ
う
働
き
か
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

っ
た
く
的
を
え
て
い
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
’

九
八
五
年
に
大
阪
府
で
制
定
さ
れ
た
部
落
差
別
調
査
等
規
制
等
条

例
の
実
施
状
況
を
見
て
も
、
こ
の
条
例
の
た
め
に
府
民
の
人
権
が

侵
害
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
ひ
と
つ
を
み
て
も
明

ら
か
で
あ
る
。

な
お
、
「
条
例
や
宣
言
を
つ
く
れ
ば
差
別
を
固
定
化
す
る
」
と
の

批
判
で
あ
る
が
、
真
実
は
逆
で
、
条
例
や
冑
｜
言
を
採
択
し
、
思
い

切
っ
た
取
り
組
み
を
実
施
す
れ
ば
か
え
っ
て
部
落
問
題
の
解
決
が

早
く
な
る
し
、
真
に
差
別
が
な
く
な
れ
ば
条
例
や
宣
言
を
廃
止
す

れ
ば
良
い
。六
転
換
の
時
代
Ｉ
「
基
本
法
」
の
実
現
を

■
０
－
０
●
犯
Ｕ
Ｄ
Ｃ
‐
０
低
■
１
．
５
●
Ｉ
‐
〃






