
新
し
い
形
態
の
海
面
利
用
に
お
け
る
行
政
法
学
上
の
諸
問
題

村

上

武

員リ

は

じ

め

に

一
広
島
県
公
有
水
面
使
用
条
例
に
つ
い
て

ニ
海
の
管
理
に
お
け
る
固
と
地
方
と
の
関
係

三
条
例
に
管
理
権
限
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
の
意
義

四
新
し
い
海
面
利
用
に
対
す
る
司
法
統
制

お

わ

り

に

新しい形態の海面利用における行政法学上の諸問題

tま

じ

め

今
日
、
「
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
」
と
い
う
言
葉
を
し
ば
し
ば
聞
く
よ
う
に
、
海
面
の
利
用
が
非
常
に
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
来
て

ハ
l
)

い
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
」
と
言
っ
た
場
合
、
海
浜
地
を
め
ぐ
る
議
論
が
非
常
に
多
い
。
し
か
し
私
が
こ
こ
で
検
討
し

た
い
の
は
、
最
近
の
海
の
利
用
形
態
の
中
に
は
、
現
代
の
科
学
技
術
の
進
歩
の
結
果
、
大
き
な
ピ
ル
や
飛
行
場
を
海
面
に
浮
か
べ
た
ま
ま

利
用
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
海
上
浮
体
構
造
物
な
い
し
海
上
浮
体
施
設
に
よ
る
海
面
利
用
が
登
場
し
て
来
て
い
る
が
、
そ
れ

を
め
ぐ
る
行
政
法
学
上
の
法
律
問
題
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
新
し
い
浮
体
構
造
物
に
よ
る
利
用
形
態
は
、
従
来
の
海
の
利
用
形
態
、
す
な

に
異
な
る
利
用
形
態
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
従
来
の
海
の
利
用
は
海
で
な
い
と
利
用
で
き
な
い
、
す
な
わ
ち
海
に
固
有
な
利
用
で
あ
っ

02-4ー785)

わ
ち
船
の
航
行
、
通
常
の
漁
業
の
営
み
、
牡
嘱
や
魚
の
養
殖
、
水
浴
、
海
を
埋
め
立
て
て
の
利
用
、
と
い
っ
た
よ
う
な
利
用
と
は
根
本
的

た
と
思
わ
れ
る
の
に
反
し
て
、
浮
体
構
造
物
に
よ
る
利
用
は
、
海
で
な
く
と
も
陸
の
上
で
十
分
に
行
い
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
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説

も
埋
め
立
て
は
海
に
固
有
な
利
用
で
は
な
い
が
、
浮
体
構
造
物
に
よ
る
利
用
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
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論

右
に
述
べ
た
よ
う
な
浮
体
構
造
物
は
、
海
浜
地
に
限
ら
ず
瀬
戸
内
海
の
ご
と
き
穏
や
か
な
海
洋
だ
っ
た
ら
ど
こ
に
で
も
設
置
で
き
る
だ

ろ
う
か
ら
、

日
本
の
よ
う
な
国
土
の
狭
陸
な
国
に
お
い
て
は
、
海
と
言
っ
た
い
わ
ば
無
限
の
資
源
を
利
用
で
き
る
こ
と
に
な
る
だ
け
に
、

(12-4一786)

非
常
に
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
東
京
湾
の
海
面
利
用
や
瀬
戸
内
海
の
海
面
利
用
の
問
題
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き

た
だ
し
、
両
者
に
お
い
て
は
利
用
の
目
的
に
少
し
ズ
レ
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
に
お
い
て
は
地

て
い
る
所
以
で
あ
る
。

価
の
高
騰
に
よ
る
「
海
へ
の
逃
避
」
が
利
用
の
主
眼
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
に
お
い
て
は
世
界
広
し
と
い
え
ど
も

稀
に
見
る
ほ
ど
美
し
い
自
然
的
景
観
に
着
目
し
た

「
リ
ゾ
ー
ト
施
設
」
の
開
発
が
目
標
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
海
面
利
用
に
お
い
て
は
、
解
決
困
難
な
法
律
問
題
が
た
く
さ
ん
待
ち
構
え
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え

な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
と
り
あ
え
ず
、
海
面
の
管
理
権
の
所
在
の
問
題
、
あ
る
い
は
、
将
来
万
一
の
場
合
に
浮
体
構
造
物
の
設
置

-
管
理
者
が
行
政
上
の
義
務
を
履
行
し
な
い
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
強
制
執
行
等
義
務
履
行
確
保
手
段
の
可
能
性
の
問
題
、

お
よ
び
浮
体
構
造
物
の
設
置
・
管
理
に
地
方
公
共
団
体
が
関
与
す
る
場
合
に
、

そ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
可
法
統
制
を
加
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
に
関
し
て
、
特
に
住
民
訴
訟
及
び
裁
量
統
制
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

(
1
〉
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
の
開
発
に
関
係
す
る
法
律
問
題
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
本
文
に
引
用
し
た
も
の
の
ほ
か
、
阿
部
泰

隆
「
海
浜
の
埋
立
て
と
保
全
」
自
治
研
究
五
六
巻
一
一
号
(
昭
五
五
)
、
同
「
万
民
自
然
享
受
権
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一

O
月
号
3
一
一
一
月
号
(
昭

五
四
)
、
畠
山
武
道
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
海
浜
公
開
法
制
の
現
状
|
|
ア
ク
セ
ス
(
入
浜
権
)
保
護
法
制
の
発
達
|
|
」
立
教
法
学
二

O
号
(
昭

五
六
)
、
熊
本
信
夫
「
海
浜
保
護
の
法
制
と
課
題
」
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
一
二
巻
二
号
(
昭
五
一
年
〉
が
あ
る
・
ま
た
、
海
に
関
す
る
法
律

問
題
と
し
て
、
賓
金
敏
明
「
法
定
外
公
共
用
物
の
基
礎
知
識
(
五
〉
、
(
一

O
)
、
(
一
一
)
、
(
一
二
)
、
(
一
三
ご
民
事
研
修
三
五
二
号
〈
昭
六

一
)
、
三
六
四
号
(
昭
六
二
)
、
三
六
六
号
(
昭
和
六
二
〉
、
三
六
人
号
(
昭
六
二
〉
、
三
七
O
号
(
回
六
三
)
参
照
.
ま
た
、
法
的
視
点
か
ら
で
は

な
い
が
、
日
本
・
ア
メ
リ
カ
の
開
発
事
例
を
中
心
に
、
沿
岸
域
に
お
け
る
開
発
と
環
境
保
全
を
ど
の
よ
う
に
調
整
し
て
い
く
か
、
そ
の
計
画
管
理



の
主
体
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
に
つ
い
て
、
国
際
的
視
野
か
ら
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
都
市
環
境
研
究
会
『
都
市
と

ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
』
都
市
文
化
社
(
昭
六
三
)
が
参
考
に
な
る
。

〈

2
〉
こ
こ
で
浮
体
構
造
物
な
い
し
浮
体
施
設
と
い
う
言
葉
は
、
厳
密
で
は
な
く
、
一
般
的
な
用
語
と
し
て
用
い
て
い
る
。
浮
体
構
造
物
等
に
つ
い
て

は
、
わ
が
国
で
は
既
に
、
石
油
備
蓄
基
地
、
洋
上
ホ
テ
ル
、
洋
上
レ
ス
ト
ラ
ン
、
ア
ク
ア
ポ
リ
ス
、
レ
ジ
ャ
ー
・
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ

ン
関
連
施
設
等
か
な
り
な
数
の
具
体
例
が
あ
り
、
ま
た
、
関
西
新
国
際
空
港
も
浮
体
工
法
で
設
計
さ
れ
て
い
る
と
聞
く
。

広
島
県
公
有
水
面
使
用
条
例
に
つ
い
て

現
在
、
広
島
県
に
お
い
て
は
、
既
に
昭
和
二
三
年
に
広
島
県
公
有
水
面
使
用
条
例
が
作
成
さ
れ
て
い
お
。
そ
の
第
二
条
に
よ
れ
ば
、
「
公

有
水
面
の
占
用
又
は
公
有
水
面
に
お
け
る
土
砂
の
採
取
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ

れ
て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
条
例
の
適
用
さ
れ
る
範
囲
は
、
広
島
県
の
区
域
に
属
す
る
す
べ
て
の
海
面
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
く
て
同

新しい形態の海面利用における行政法学上の諸問題

条
但
書
に
よ
り
、
除
外
規
定
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

お
お
む
ね
、
例
港
湾
法
の
規
定
す
る
港
湾
区
域
、
漁
港
法
の
規
定
す
る
漁
港
の
区

域
、
水
産
資
源
保
護
法
に
規
定
す
る
保
護
水
面
そ
の
他
行
政
庁
の
許
可
を
受
け
る
べ
き
旨
の
法
令
の
定
め
が
あ
る
水
域
(
以
上
、
同
条
一

号
)
、
仲
公
有
水
面
埋
立
法
に
基
づ
き
埋
め
立
て
免
許
を
受
け
た
者
が
公
有
水
面
を
使
用
す
る
場
合
(
同
条
二
号
〉
、
付
漁
業
に
関
す
る
免
許

又
は
許
可
を
受
け
て
水
産
動
植
物
の
採
捕
又
は
養
殖
の
た
め
に
公
有
水
面
の
占
用
を
す
る
場
合
(
同
条
三
号
)
、
付
そ
の
他
知
事
が
指
定
す

る
場
合
(
同
条
四
号
)
等
に
お
い
て
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
(
同
条
但
書
き
可
制
な
お
、
海
岸
に
つ
い
て
は
、
広
島
県
も
他

の
こ
と
か
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
広
島
県
公
有
水
面
使
用
条
例
は
、
海
面
の
う
ち
、

法
令
の
規
定
す
る
海
域
以
外
の
一
般
海
面
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

お
お
む
ね
、
港
湾
法
や
漁
港
法
及
び
海
岸
法
そ
の
他

(12-4-787) 

府
県
と
同
様
に
海
岸
法
に
基
づ
き
、
機
関
委
任
事
務
と
し
て
、
長
の
定
め
る
規
則
(
「
海
岸
保
全
区
域
の
占
用
に
関
す
る
規
則
」
昭
和
五

O
年
三

月
二

O
目
規
則
一
九
号
)
で
も
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
の
で
、
海
岸
保
全
区
域
は
規
則
で
も
っ
て
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
以
上
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説

こ
の
よ
う
に
、
広
島
県
公
有
水
面
使
用
条
例
は
、
県
が
独
自
の
条
例
を
作
成
し
て
、

一
般
公
有
水
面
の
管
理
を
行
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ

300 

が
、
地
方
公
共
団
体
、
特
に
都
道
府
県
が
独
自
の
条
例
を
作
成
し
て
一
般
公
有
水
面
の
管
理
を
行
っ
て
い
る
の
は
、
実
際
に
は
極
め
て
稀

(12-4一788)

論

な
ケ

l
ス
で
あ
り
、
私
の
知
る
限
り
、
制
定
年
次
順
で
み
る
と
、
広
島
県
公
有
水
面
使
用
条
例
(
昭
和
二
三
年
)
、
長
崎
県
の
公
有
土
地
水
面

使
用
料
及
び
産
物
払
下
料
徴
収
条
例
(
昭
和
二
四
年
九
月
一
六
日
)
及
び
佐
賀
県
公
有
水
面
管
理
条
例
(
昭
和
一
三
年
一
二
月
二
七
日
)
ぐ
ら
い

に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
他
の
府
県
は
、
い
わ
ゆ
る
固
か
ら
の
機
関
委
任
事
務
と
し
て
、
知
事
の
定
め
る
規
則
で
も
っ
て
一

般
公
有
水
面
の
管
理
を
行
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
(
例
え
ば
、
愛
媛
県
の
固
有
土
地
水
面
使
用
規
則
・
昭
和
二
四
年
七
月
一
九
日
等
)
。
こ
の

点
、
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、

一
般
公
有
水
面
な
い
し
一
般
海
面
の
管
理
権
は
、
本
来
、
国
が
も
っ
て
い
る
の
か
そ
れ
と
も
地
方
公
共
団

体
も
も
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
争
い
が
あ
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
も
か
く
広
島
県
の
場
合
は
、
戦
後
ま
も
な
い
昭
和

一
一
一
一
一
年
に
、
独
自
の
条
例
で
も
っ
て
、

一
般
海
面
に
つ
い
て
管
理
規
定
を
設
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
長
崎
県
、
佐
賀
県
及
び
広
島
県
の
よ
う
に
条
例
で
管
理
す
る
場
合
で
あ
れ
、
他
の
都
道
府
県
の
よ
う
に
規
則
で
管
理
す
る
場

合
で
あ
れ
、

お
そ
ら
く
共
通
に
起
こ
る
で
あ
ろ
う
問
題
は
、
浮
体
構
造
物
等
に
よ
る
新
し
い
形
態
の
海
面
の
使
用
は
、
伝
統
的
な
海
面
の

使
用
形
態
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
ゆ
え
、
従
来
の
許
可
基
準
で
も
っ
て
は
、
対
応
が
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
伝
統
的
な
海
面
の
利
用
は
、

は
し
が
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
船
の
航
行
と
し
て
利
用
し
た
り
、
漁
場
と
し
て

使
っ
た
り
、
あ
る
い
は
埋
め
立
て
て
利
用
す
る
と
い
っ
た
利
用
形
態
で
あ
っ
た
。
船
の
航
行
や
漁
場
と
し
て
の
利
用
等
は
、
要
す
る
に
、

海
で
な
け
れ
ば
利
用
出
来
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
、

い
わ
ば
海
に
固
有
な
利
用
形
態
で
あ
る
の
に
対
し
、
今
後
起
こ
る
で
あ
ろ
う
新
し
い

海
の
利
用
形
態
は
、
海
の
上
に
海
上
レ
ス
ト
ラ
ン
を
浮
か
べ
る
と
い
う
よ
う
に
、
別
に
海
で
な
く
と
も
よ
く
、
む
し
ろ
本
来
は
陸
の
上
に

お
い
て
な
し
う
る
営
み
な
の
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
レ
ス
ト
ラ
ン
を
海
の
上
に
浮
か
べ
な
く
と
も
、
陸
の
上
で
や
れ
ば
よ
い
と
い
う
批
判
は

か
な
ら
ず
起
こ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
今
後
浮
体
構
造
物
が
建
設
さ
れ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
と
き
、
従
来
都
道
府
県
の
海
面
使
用



条
例
な
い
し
規
則
で
も
っ
て
、
許
可
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
問
題
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
お
い
て
、

ま
ず
参
考
に
な
る
の
は
、
港
湾
法
や
漁
港
法
の
実
際
の
運
用
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
港
湾
法
三
七
条
一
項
や

漁
港
法
三
九
条
の
許
可
制
度
の
運
用
を
見
る
に
、
従
来
の
と
こ
ろ
は
、
「
海
面
利
用
の
不
可
欠
性
」
と
い
う
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
要
求
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
広
島
県
条
例
の
運
用
も
、
「
海
面
利
用
の
不
可
欠
性
」
を
許
可
の
重
要
な
基
準
に
し
て
き
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
点
か
ら
す
る
と
、
従
来
の
法
律
で
あ
れ
条
例
(
規
則
を
含
む
)
で
あ
れ
、
海
上
レ
ス
ト
ラ
ン
の
よ
う
な
、
別
に
海
の
上
で
な
く
と
も
営
み

う
る
新
し
い
形
態
の
海
面
使
用
に
対
し
て
は
、
現
行
の
や
り
方
で
は
ま
ず
い
の
で
は
な
い
か
、

し
た
が
っ
て
根
本
的
に
運
用
基
準
を
再
検

た
だ
広
島
県
条
例
の
場
合
に
は
、
条
例
自
体
は

討
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
登
場
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
般
的
抽
象
的
要
件
の
下
に
許
可
制
度
を
敷
い
て
い
る
の
で
、
応
用
が
き
く
と
い
お
う
か
、
内
部
の
運
用
基
準
(
許
可
基
準
な
い
し
裁
量
基

準
)
を
変
更
す
る
だ
け
で
浮
体
構
造
物
に
よ
る
海
面
使
用
に
も
一
応
対
応
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

し
か
し
現
在
の
許
可
の
運
用
基
準
の

新しい形態の海面利用における行政法学上の諸問題

ま
ま
だ
と
、
新
し
い
形
態
に
よ
る
海
の
利
用
に
対
し
て
は
、
許
可
で
き
な
い
、
も
し
許
可
し
た
ら
裁
量
権
の
濫
用
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
問
題
が
起
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
問
題
は
あ
れ
、
と
も
か
く
広
島
県
は
独
自
の
条
例
で
一
般
海
面
を
管
理
し
て
き
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
法
的
に
み

て
、
そ
も
そ
も
地
方
公
共
団
体
が
一
般
海
面
を
管
理
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
我
が
国
で
は
争
い
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
問
題
は
次

章
で
検
討
す
る
と
し
て
、
政
策
的
に
み
て
地
方
公
共
団
体
が
一
般
海
面
を
管
理
す
る
こ
と
に
批
判
が
あ
る
。

た
と
え
ば
開
発
に
よ
っ
て
自

は
な
い
。
こ
う
し
た
一
元
的
な
管
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
関
係
府
県
、
市
町
村
な
い
し
は
開
発
業
者
が
利
己
的

(12-4-789) 

然
破
壊
の
進
む
瀬
戸
内
海
に
つ
い
て
、
「
瀬
戸
内
海
の
海
域
全
体
を
管
轄
し
、
管
理
す
る
単
一
の
行
政
機
関
は
設
立
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

な
個
別
利
益
を
追
及
す
る
動
き
に
有
効
な
歯
止
め
を
か
け
ら
れ
ず
、
こ
の
法
律
(
い
わ
ゆ
る
瀬
戸
内
法
の
こ
と
|
|
筆
者
)
の
目
的
が
十
分
に

達
成
さ
れ
て
き
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
」
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
こ
の
批
判
に
は
も
ち
ろ
ん
十
分
に
耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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説

が
、
し
か
し
、
と
も
か
く
広
島
県
に
お
け
る
よ
う
に

一
地
域
で
は
あ
れ
条
例
で
も
っ
て

一
般
海
面
の
利
用
の
管
理
を
行
っ
て
い
る
と

302 

こ
ろ
も
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
地
方
自
治
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
な
る
ほ
ど
現
実
に
は
問
題
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
得
ょ
う
が
、

し
カミ

(12-4一790)

論

し
、
地
方
公
共
団
体
も
利
己
的
な
個
別
利
益
の
追
及
に
歯
止
め
が
か
け
ら
れ
な
い
と
一
蹴
す
る
の
は
、
法
的
に
見
る
と
い
か
が
な
も
の
で

あ
ろ
う
か
。

日
本
国
憲
法
九
二
条
の
い
う
地
方
自
治
の
本
旨
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
も
、
広
島
県
の
条
例
の
今
後
の
適
正
な
発
展
を
願
い

た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
し
私
自
身
も
、

一
元
的
管
理
の
意
義
は
十
分
に
尊
重
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

た
だ
そ
の
場
合
に
地

方
自
治
権
の
侵
害
を
心
配
す
る
の
で
あ
る
。

(
1
)

広
島
県
公
有
水
面
使
用
条
例
(
昭
和
二
三
年
三
月
一
九
日
条
例
二
三
号
)
。
本
条
例
の
制
定
の
経
過
、
目
的
等
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
当
時
の

資
料
を
探
し
て
も
皆
目
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
広
島
県
条
例
自
身
を
み
て
も
、
条
例
の
目
的
規
定
は
存
在
し
な
い
.
た
だ
第
一
条
は
「
こ
の
条
例

で
公
有
水
面
と
は
、
公
有
水
面
埋
立
法
(
大
正
一

O
年
法
律
第
五
七
号
〉
第
一
条
第
一
項
の
公
有
水
面
〈
内
水
面
を
除
く
〉
を
い
う
」
と
規
定
さ

れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
な
お
、
付
言
し
て
お
く
と
、
広
島
県
は
、
海
浜
に
つ
い
て
も
、
広
島
県
自
然
海
浜
保
全
条
例
(
昭
和
五
三
年
三
月
二
八

日
広
島
県
条
例
第
三
号
)
を
作
成
し
て
い
る
・
こ
の
条
例
の
解
説
に
つ
い
て
は
、
中
川
剛
「
広
島
県
自
然
海
浜
保
全
条
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
入

O
O

号
記
念
特
集
・
条
例
百
選
(
昭
五
八
)
一

O
六
頁

1
一
O
七
頁
参
照
。
な
お
、
条
例
自
体
に
つ
い
て
は
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
・
条
例
百
選
資
料
編

『
条
例
集
覧
』
(
昭
五
九
)
一

O
五
頁
1
一
O
七
頁
参
照
。

(
2
)

建
設
大
臣
官
房
会
計
課
監
修
『
全
訂
・
公
共
用
財
産
管
理
の
手
引
(
第
六
版
)
』
ぎ
ょ
う
せ
い
(
昭
六
二
)
三
五
二
頁

1
三
五
四
頁
参
照
。

(
3
)

も
ち
ろ
ん
、
法
律
に
は
、
そ
の
よ
う
な
基
準
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
.
し
か
し
港
湾
法
等
の
場
合
に
は
、
法
律
な
い
し
政
令
に
許
可
を
す
る
場

合
が
か
な
り
具
体
的
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
(
港
湾
法
三
七
条
一
項
、
二
項
、
同
法
施
行
令
一
四
条
、
一
五
条
)
が
、
広
島
県
条
例
の
場
合
に
は
、

「
海
面
利
用
の
不
可
欠
性
」
も
含
め
て
、
許
可
基
準
は
す
べ
て
い
わ
ゆ
る
内
部
の
裁
量
基
準
で
定
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
.
し
か
し
、
従
来

は
、
新
し
い
形
態
の
海
の
利
用
は
極
端
に
い
え
ば
想
像
す
ら
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
内
部
基
準
に
よ
る
運
用
に
よ
っ
て
も
問
題
は

な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
後
新
し
い
形
態
の
利
用
が
一
般
化
さ
れ
て
ゆ
く
と
、
そ
れ
は
海
の
利
用
の
基
本
的
な
権
利
義
務
に
関
す
る
問

題
と
な
り
、
条
例
に
基
準
を
何
ら
定
め
ず
、
内
部
基
準
で
の
み
定
め
て
よ
い
の
か
ど
う
か
、
法
治
主
義
と
の
関
連
で
問
題
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り



う
る
で
あ
ろ
う
・

(
4
)

た
と
え
ば
、
鷲
見
一
夫
「
臨
海
部
開
発
と
法
制
」
都
市
問
題
七
九
巻
一
一
一
号
(
昭
六
一
一
一
)
六
一
頁
参
照
。

(
5
V

本
稿
が
企
図
し
た
の
は
、
浮
体
構
造
物
の
海
面
使
用
の
法
律
問
題
の
検
討
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
で
盛
ん
に
議
論

さ
れ
て
い
る
の
は
、
浮
体
構
造
物
の
問
題
ば
か
り
で
な
く
、
海
浜
地
の
開
発
及
び
そ
れ
に
伴
う
自
然
破
援
の
問
題
も
あ
る
。
と
に
か
く
、
現
在
、

海
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
利
益
が
衝
突
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
と
き
、
一
般
海
面
の
利
用
、
海
浜
地
の
利
用
及
び
陸
域
の
利
用
等
を
そ
れ
ぞ
れ
切

り
離
し
て
論
じ
る
の
は
、
か
つ
て
、
と
に
か
く
公
権
力
の
行
使
を
強
く
統
制
し
よ
う
と
し
た
あ
ま
り
、
行
政
規
制
作
用
を
バ
ラ
バ
ラ
に
授
権
し
か

っ
統
制
し
よ
う
と
し
て
き
た
伝
統
的
な
法
治
主
義
理
論
か
ら
み
た
ら
そ
れ
で
も
良
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
っ
て
は
海
の
利
用
を
め

ぐ
っ
て
生
ず
る
諸
利
益
の
総
合
的
調
整
を
図
る
こ
と
は
到
底
出
来
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
新
し
い
発
想
に
立
脚
し
て
、
一
般
海
面
ば

か
り
で
な
く
、
海
浜
地
も
そ
し
て
陸
域
を
も
ふ
く
め
て
規
制
・
調
整
で
き
る
よ
う
な
、
新
し
い
「
沿
岸
域
管
理
法
」
(
リ
あ
る
い
は
「
沿
岸
域
管

理
条
例
」
)
を
制
定
す
べ
き
段
階
に
き
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

新しい形態の海面利用における行政法学上の諸問題

海
の
管
理
に
お
け
る
固
と
地
方
と
の
関
係

さ
て
、
海
面
管
理
権
は
ど
こ
に
所
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
周
知
の
よ
う
に
実
務
上
は
、
大
蔵
省
、
建
設
省
等
は
海
を
国
有
財
産
法
上

の
国
有
財
産
で
あ
る
と
し
、
海
の
管
理
権
は
国
に
存
す
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
現
在
、
都
道
府
県
知
事
が
そ
の
規
則
で

も
っ
て
管
理
規
定
を
設
け
て
い
る
の
は
、
機
関
委
任
事
務
で
あ
る
か
ら
と
さ
れ
る
。
そ
の
根
拠
は
「
建
設
省
所
管
国
有
財
産
取
扱
規
則
」

(
昭
和
三

O
年
建
設
省
訓
令
一
号
)
と
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
海
域
の
管
理
権
を
公
物
管
理
権
と
し
て
と
ら
え
、
海
を
法
定
外
公
共
物
と
し

一
般
的
管
理
権
を
行
使
す
る
の
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
説
に
よ
る
と
、
要
す
る
に
地
方
公
共
団
体
と
く
に
都
道
府
県
は
独
自

(12-4一791)

て
、
本
来
は
建
設
省
が
所
管
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
方
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
や
は
り
機
関
委
任
事
務
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が

に
は
条
例
で
も
っ
て
管
理
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
自
治
省
は
、
地
方
公
共
団
体
も
地
方
自
治
権
の
内
容
と
し
て
の
一
般
管
理
権
に
基
づ
い
て
、
公
共
事
務
の
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説

管
理
と
し
て
海
面
の
管
理
権
を
有
す
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
説
は
、
国
の
排
他
的
管
轄
を
主
張
す
る
前
説
に
対
し
て
、
機
関
委
任
事

304 

論

務
と
な
る
に
は
自
治
法
一
四
八
条
に
よ
り
法
律
又
は
政
令
の
根
拠
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
前
記
の
「
建
設
省
所
管
固
有
財
産
取
扱
規

い
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
広
島
県
は
い
わ
ば
こ
の
自
治
省
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
広
島
県
公
有
水
面
使
用
条
例
を
定
め
た
と
も
い
う

(12-4-792) 

則
」
は
単
な
る
省
令
(
訓
令
)
に
基
づ
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
必
ず
し
も
全
面
的
な
説
得
力
を
有
し
て
い
る
と
は
い
え
な

こ
と
が
で
き
よ
う
。

次
に
学
説
を
見
る
と
、
最
近
で
は
、
成
田
頼
明
教
授
が
先
の
建
設
省
や
大
蔵
省
の
説
を
実
定
法
的
に
み
て
必
ず
し
も
根
拠
の
な
い
こ
と

を
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
傾
向
的
に
は
学
説
は
、
地
方
公
共
団
体
も
海
面
の
管
理
を
な
し
う
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
た
と
え
ば
、
来
生
新
教
授
に
よ
れ
ば
、
地
方
「
公
共
団
体
の
区
域
で
あ
る
海
域
に
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
自
治
権
に
由
来
す
る

諸
機
能
が
及
ぶ
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
法
令
に
反
せ
ず
、
当
該
事
務
が
国
の
事
務
に
属
し
な
い
限
り
で
、
当
該
地
方
公
共
団
体
は
、

そ
の

海
や
沿
岸
域
に
関
す
る
行
政
事
務
を
制
定
し
て
、
当
該
地
方
の
公
共
の
秩
序
の
維
持
の
た
め
に
、

は
一
般
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
海
面
の
物
と
し
て
の
管
理
|
|
公
物
の
管
理
ー
ー
に
つ
い
て
は
、
海
の

固
有
性
の
理
解
と
の
関
係
で
議
論
が
伝
統
的
に
対
立
し
て
き
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
塩
野
宏
教
授
は
、
公
物
管
理
の
根
拠
を

一
定
の
行
為
規
制
等
を
な
し
う
る
こ
と

所
有
権
に
求
め
る
立
場
に
立
ち
つ
つ
も
、
「
地
方
自
治
法
二
条
三
項
二
号
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
法
定
外
公
共
物
の
機
能
管
理
は
、
そ

の
利
用
及
び
管
理
の
密
着
性
に
鑑
み
財
産
的
帰
属
と
は
別
に
、
公
共
事
務
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
法
制
度
が
く
み
た
て
ら

れ
て
い
る
」
と
し
て
、
国
有
財
産
法
と
地
方
自
治
法
の
二
系
列
に
よ
る
管
理
権
の
存
在
と
い
う
議
論
を
さ
れ
る
。
結
論
と
し
て
、
来
生
新

教
授
も
、
塩
野
説
に
従
い
、
「
海
に
対
す
る
国
と
地
方
の
管
理
権
の
二
重
性
、
共
同
性
と
い
う
認
識
を
前
提
に
、
求
め
ら
れ
て
い
る
管
理
の

機
能
に
応
じ
て
、
国
と
地
方
の
権
限
配
分
を
合
理
的
に
考
え
て
行
く
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
こ
そ
、
今
後
、
こ
の
分
野
で
要
求
さ
れ
る
こ
と

(
7
)
(
8〉

で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



新しい形態の海面利用における行政法学上の諸問題

こ
れ
ら
の
諸
説
か
ら
し
で
も
、
広
島
県
公
有
水
面
使
用
条
例
は
十
分
に
現
行
法
上
成
り
立
ち
得
ょ
う
。

し
か
し
問
題
は
前
述
の
よ
う

に
、
現
行
条
例
の
ま
ま
で
、
新
し
い
浮
体
構
造
物
の
規
制
が
適
法
か
つ
適
切
に
な
し
う
る
か
ど
う
か
で
あ
ろ
う
。

(
1
〉
普
通
、
海
と
い
っ
た
と
き
に
は
、
海
面
、
海
水
お
よ
び
海
底
か
ら
成
り
立
つ
と
い
わ
れ
る
。

(
2
)

建
設
省
は
、
海
を
固
有
財
産
と
し
て
と
ら
え
、
他
の
公
共
物
と
同
じ
く
建
設
省
所
管
の
行
政
財
産
の
公
共
財
産
と
解
し
て
い
る
の
で
、
海
岸

法
、
港
湾
法
等
の
特
別
法
の
適
用
を
受
け
な
い
一
般
海
域
に
つ
い
て
も
、
建
設
省
所
管
の
行
政
財
産
(
公
共
用
財
産
)
の
範
囲
に
入
る
も
の
と
解

し
(
通
達
、
昭
和
三
五
年
一
一
月
一
八
日
建
会
一
号
)
、
そ
の
管
理
を
都
道
府
県
知
事
に
委
任
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
(
通
達
、
昭
和
四
一
年

一
二
月
六
日
、
建
会
東
四
六
号
)
。

(
3
)

成
田
頼
明
「
国
内
法
上
の
海
減
の
管
轄
権
」
(
日
本
海
洋
協
会
・
新
海
洋
法
条
約
の
締
結
に
伴
う
国
内
法
制
の
研
究
一
号
[
昭
和
五
七
]
)
一

O

五
頁

1
一
O
六
頁
参
照
。
な
お
、
一
九
八
八
年
一

O
月
二
九
日
(
土
)
に
、
日
本
土
地
法
学
会
創
立
一
五
周
年
記
念
「
土
地
問
題
国
際
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
」
広
島
大
会
(
統
一
テ
l

マ
は
「
瀬
戸
内
海
と
沿
岸
開
発
〈
政
策
と
法
〉
」
)
が
催
さ
れ
た
と
き
、
横
山
信
二
教
授
が
「
海
面
利
用
と
地
方
自

治
」
と
題
し
て
報
告
さ
れ
、
海
面
の
管
理
に
つ
い
て
は
地
方
公
共
団
体
も
管
理
権
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
実
証
法
的
な
研
究
成
果
を

示
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
土
地
法
学
会
の
機
関
紙
に
発
表
の
予
定
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
が
海
面
管
理
権
を
有
す
る
と
い
う
命

題
に
つ
い
て
は
、
詳
細
は
横
山
論
文
に
期
待
す
る
こ
と
に
し
て
、
本
稿
で
は
結
論
部
分
の
み
を
検
討
す
る
に
と
ど
め
た
。

(
4
〉
来
生
新
「
海
の
管
理
」
有
斐
閣
・
現
代
行
政
法
大
系
第
九
巻
(
昭
和
五
九
)
三
五
人
頁
。

(
5
)

来
生
・
前
掲
三
五
人
頁
。
な
お
、
山
口
真
弘
氏
は
、
氏
の
論
文
「
海
浜
及
び
海
面
の
使
用
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
」
港
湾
=
=
巻
二
号
〈
昭
二

九
)
の
中
で
、
海
面
利
用
の
規
制
に
つ
き
、
公
共
の
秩
序
の
維
持
と
い
う
見
地
か
ら
の
規
制
と
、
海
浜
及
び
海
面
の
物
と
し
て
の
利
用
と
い
う
見

地
か
ら
の
規
制
の
、
二
つ
の
種
類
の
規
制
が
あ
る
と
さ
れ
、
前
者
の
公
共
の
秩
序
の
維
持
と
い
う
見
地
か
ら
の
規
制
の
場
合
に
は
、
地
方
公
共
団

体
は
、
い
わ
ゆ
る
地
方
自
治
法
の
行
政
事
務
と
し
て
法
律
に
違
反
し
な
い
限
り
で
、
条
例
で
も
っ
て
規
制
で
き
る
と
さ
れ
る
が
(
前
掲
三
頁
5
六

頁
参
照
〉
、
後
者
の
海
浜
及
び
海
面
の
物
と
し
て
の
利
用
と
い
う
見
地
か
ら
の
規
制
の
場
合
に
は
、
「
地
方
公
共
団
体
又
は
そ
の
機
関
が
、
海
浜
及

び
海
面
に
つ
い
て
、
所
有
そ
の
他
の
支
配
の
権
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
肯
定
し
又
は
否
定
す
る
旨
を
直
接
に
定
め
た
法

令
の
規
定
は
な
い
。
し
か
し
、
各
種
の
法
令
を
総
合
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
実
定
法
は
、
海
浜
及
び
海
面
は
、
国
の
領
海
内
に
存
す
る
限
り
、
国

の
所
有
に
属
し
、
し
た
が
っ
て
そ
の
支
配
に
属
す
る
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
考
え
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
前
掲
六
頁
1
七
頁
)
と
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さ
れ
て
い
た
。

(
6
)

塩
野
宏
「
法
定
外
公
共
用
物
と
そ
の
管
理
権
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
・
行
政
法
の
争
点
(
昭
五
五
)

(
7
〉
来
生
・
前
掲
三
五
九
頁
参
照
。

(
8
〉
岸
昌
氏
、
も
、
既
に
昭
和
一
一
一
一
年
頃
に
、
海
の
所
有
問
題
と
海
の
管
理
権
の
所
在
問
題
を
分
離
し
、
海
の
所
有
が
た
と
え
国
に
属
す
と
し
て
も
、

地
方
公
共
団
体
も
海
面
の
管
理
権
を
有
す
る
こ
と
を
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
た
(
岸
「
『
自
然
公
物
』
と
行
政
事
務
条
例
付

1
同
」
自
治
研
究
一
一
一
一

巻
二
一
号
・
一
三
号
[
昭
三

O
H
三
二
巻
二
号
・
四
号
・
五
号
[
昭
三
ニ
)
。
な
お
、
海
面
や
沿
岸
域
の
管
理
権
の
所
在
の
問
題
で
、
地
方
公

共
団
体
も
海
面
や
沿
岸
域
の
管
理
権
を
も
ち
う
る
と
す
る
も
の
と
し
て
、
総
合
研
究
開
発
機
構
『
新
海
洋
時
代
に
対
応
す
る
海
洋
開
発
関
連
法

制
に
関
す
る
研
究
』
(
昭
五
六
〉
五
五
頁
、
七
三
頁
、
七
九
1
八

O
頁
参
照
.
な
お
又
、
こ
の
共
同
研
究
は
、
海
に
関
す
る
法
学
的
研
究
の
必
読

の
文
献
で
あ
ろ
う
。

(
9
)

こ
の
よ
う
に
海
面
の
管
理
に
つ
き
、
統
治
権
的
な
行
政
事
務
と
し
て
の
管
理
と
公
物
管
理
と
し
て
の
二
種
類
の
管
理
に
つ
き
、
広
島
県
公
有
水

面
使
用
条
例
が
ど
ち
ら
に
属
す
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
条
例
の
中
に
は
目
的
規
定
が
全
く
存
在
し
な
い
の

で
は
っ
き
り
し
な
い
。
は
っ
き
り
し
な
い
以
上
は
公
物
管
理
に
属
す
る
も
の
と
と
ら
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
は
、
二
つ
の
目
的
、
す
な

わ
ち
公
共
の
秩
序
の
た
め
の
管
理
規
制
と
、
物
と
し
て
の
公
物
の
見
地
か
ら
の
管
理
規
制
の
両
方
の
側
面
を
備
え
て
い
る
と
考
え
て
も
良
い
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
広
島
県
自
身
は
、
県
条
例
を
公
物
管
理
の
た
め
の
条
例
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
私
は
そ
の
中

に
講
学
上
の
本
来
的
な
公
物
管
理
と
警
察
的
な
秩
序
維
持
の
観
点
が
併
存
し
て
い
る
と
と
ら
え
て
も
よ
い
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
.
し
か
し
、

そ
の
場
合
、
海
の
上
に
お
け
る
警
察
権
限
は
も
ち
ろ
ん
海
上
保
安
庁
等
が
こ
れ
を
掌
渥
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
法
律
の
先
占
理
論
に
よ
り
、

一
地
方
公
共
団
体
が
海
の
上
で
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
の
た
め
の
(
学
問
的
意
味
に
お
け
る
〉
警
察
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
は
特
別
の
法

令
の
定
め
が
な
い
限
り
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
が
で
て
こ
よ
う
・
も
ち
ろ
ん
そ
の
点
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
ち
ょ
う
ど
公

安
条
例
(
一
地
方
の
公
共
の
安
全
)
と
道
路
交
通
法
(
道
路
上
で
の
交
通
の
安
全
)
と
の
関
係
と
似
た
よ
う
な
考
え
方
で
ゆ
け
ば
、
海
の
区
成
に

お
け
る
全
体
的
な
一
地
方
の
公
共
の
安
全
及
び
秩
序
の
維
持
(
広
島
県
条
例
〉
と
、
海
の
上
で
の
交
通
等
の
安
全
〈
海
上
保
安
庁
)
は
相
互
に
矛

盾
し
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
・
と
は
い
え
、
現
在
の
広
島
県
公
有
水
面
使
用
条
例
に
お
い
て
は
、
目
的
規
定

が
何
も
規
定
さ
れ
て
い
な
い
.
こ
の
よ
う
な
条
例
に
、
公
物
管
理
権
限
の
み
な
ら
ず
警
察
権
限
ま
で
授
権
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
の
は
、
学
説

が
こ
れ
ま
で
せ
っ
か
く
構
築
し
て
来
た
警
察
権
限
界
の
理
論
に
関
す
る
法
治
主
義
理
論
か
ら
す
る
と
問
題
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
.
し
か
し
、

306 

二
ハ
一
頁
参
照
.
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私
は
、
新
し
い
形
態
の
海
の
利
用
が
今
後
発
展
し
て
ゆ
く
こ
と
を
前
提
に
し
た
と
き
、
何
が
発
生
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
危
供
す
る
ゆ
え
、
一
条

例
の
中
に
、
も
ち
ろ
ん
公
物
管
理
の
授
権
法
の
性
格
を
基
礎
に
据
え
つ
つ
、
あ
わ
せ
て
補
完
的
に
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
の
た
め
の
授
権

法
の
性
格
を
も
認
め
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
補
完
的
で
あ
る
が
ゆ
え
、
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
と
い
っ
た
警
察
権
限
の
行

使
は
最
小
限
度
に
控
え
る
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

条
例
に
管
理
権
限
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
の
意
義

許

可

か

特

許

か

広
島
県
公
有
水
面
使
用
条
例
二
条
の
知
事
の

は
い
か
な
る
性
質
の
行
為
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、

ま
ず
講
学

「
許
可
」

上
の
許
可
説
に
基
づ
け
ば
、
海
は
本
来
、
誰
も
が
自
由
に
利
用
で
き
る
も
の
と
考
え
、
新
し
い
利
用
形
態
に
よ
る
海
の
利
用
(
浮
体
構
造
物

の
利
用
な
ど
)
も
、
本
来
は
自
由
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
結
局
、
利
用
調
整
と
し
て
の
管
理
の
側
面
を
重
視
し
、
許
可
理
論
を
構
成

新しい形態の海面利用における行政法学上の諸問題

す
る
で
あ
ろ
う
の
に
対
し
て
、
講
学
上
の
特
許
説
は
、
新
し
い
形
態
に
よ
る
海
の
利
用
は
、
海
の
排
他
的
利
用
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
は
本

来
は
自
由
で
は
な
く
、
特
別
の
使
用
の
た
め
の
権
利
の
設
定
を
必
要
と
す
る
と
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
許
可
と
み
る
か
特
許
と
み
る
か
で
原
理
論
的
な
違
い
が
あ
る
が
、
そ
の
ど
ち
ら
を
取
る
か
で
、
仮
の
権
利
保
護
の
あ

り
か
た
に
お
い
て
も
、
違
い
が
出
て
く
る
場
合
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
許
可
の
場
合
に
は
、
事
業
自
体
は
本
来
自
由
と
み
な
さ
れ
、

か
っ
そ
の
営
み
自
体
は
私
的
な
行
為
で
あ
る
場
合
が
多
い
で

あ
ろ
う
か
ら
、
当
該
行
為
に
よ
っ
て
権
利
利
益
を
侵
さ
れ
る
者
は
、
結
果
的
に
民
事
訴
訟
法
上
の
仮
処
分
で
仮
の
権
利
保
護
を
求
め
る
こ

と
が
可
能
に
な
る
余
地
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
特
許
の
場
合
に
は
、
事
業
自
体
に
公
共
性
が
存
在
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
法
律
等
に

よ
っ
て
事
業
自
体
に
特
別
の
あ
り
方
が
設
定
さ
れ
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
か
ら
(
期
限
等
)
、
事
業
自
体
を
差
し
止
め
る
こ
と
は
、
同
時

に
公
権
力
の
行
使
と
し
て
の
特
許
を
妨
げ
る
と
解
さ
れ
や
す
い
こ
と
に
な
り
、
そ
の
場
合
に
は
民
事
訴
訟
法
の
仮
処
分
で
も
っ
て
は
仮
の
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権
利
保
護
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
(
行
訴
法
四
四
条
)
、
行
訴
法
二
五
条
の
執
行
停
止
の
制
度
で
の
み
差
止
め
を
許
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
と
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
執
行
停
止
に
よ
る
場
合
に
は
、
仮
処
分
に
よ
る
場
合
よ
り
も
は
る
か
に
厳
格
な
要
件

論

が
満
た
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
差
止
め
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
は
い
う
も
の
の
、
今
後
行
わ
れ
る
新
し
い
海
面
の
使
用
形
態
に
よ
る
利
用
は
、

一
概
に
許
可
か
特
許
か
断
定
で
き
な
い
で
あ
ろ

ぅ
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
実
定
法
の
規
定
を
吟
味
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
だ
が
、
要
す
る
に
、
も
の
に
よ
る
と
い
お
う
か
、
何
が

海
面
に
お
い
て
営
ま
れ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
単
な
る
海
上
な
い
し
洋
上
レ
ス
ト
ラ
ン

の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
普
通
の
許
可
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
し
、
浮
体
空
港
施
設
と
し
て
飛
行
場
が
将
来
海
の
上
に
浮
か
ぶ

と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
特
許
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
海
上
レ
ス
ト
ラ
ン
の
場
合
で
あ
れ
、
飛
行

場
で
あ
れ
、
ど
ち
ら
も
海
の
上
に
浮
か
ぶ
と
な
る
と
、
排
他
的
利
用
と
も
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
、

ど
ち
ら
も
特
許
の
要
素
を
も
っ

て
い
る
と
言
え
よ
う
が
、
海
上
レ
ス
ト
ラ
ン
の
よ
う
な
も
の
を
特
許
と
み
な
す
の
は
や
は
り
従
来
の
行
政
法
学
か
ら
す
る
と
心
理
的
抵
抗

が
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
海
上
レ
ス
ト
ラ
ン
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
営
み
自
体
は
私
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
対
し
て
は
権
利
を

侵
さ
れ
る
と
す
る
者
は
、
民
事
訴
訟
法
の
仮
処
分
を
も
っ
て
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
飛
行
場
と
な
る
と
、
大
阪
国

際
空
港
事
件
最
高
裁
判
決
(
昭
和
五
六
年
一
二
月
一
六
日
大
法
廷
判
決
・
民
集
三
五
巻
一

O
号
一
一
一
一
六
九
頁
)
の
よ
う
に
、
公
権
力
の
行
使
を
妨
げ

る
虞
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
民
事
訴
訟
法
の
仮
処
分
が
排
除
さ
れ
る
可
能
性
が
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
要
は
、

一
般
的
概
括
的

な
断
定
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
本
来
は
許
可
か
特
許
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
営
み
自
体
の
性
質
を

吟
味
し
て
、
仮
処
分
を
許
す
か
ど
う
か
を
決
定
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
。

行
政
上
の
強
制
執
行
と
民
事
上
の
強
制
執
行
と
の
関
係

)
 

l
 

(
 
さ
て
、
条
例
で
原
状
回
復
命
令
や
撤
去
命
令
等
の
規
制
権
限
を
設
け
て
お
く
と
、
行
政
代
執
行
法
(
昭
和
二
三
年
五
月
一
五
日
法
四
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三
)
に
基
づ
く
代
執
行
を
行
い
う
る
可
能
性
が
出
て
く
る
と
い
う
意
義
が
存
す
る
。
こ
の
行
政
代
執
行
の
手
段
は
、
将
来
に
お
い
て
、

も

し
海
上
浮
体
構
造
物
の
設
置
・
管
理
者
が
行
政
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
義
務
を
履
行
し
な
い
よ
う
な
場
合
、

た
と
え
ば
何
か
を
撤
去
す
ベ

き
よ
う
な
場
合
(
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
の
問
題
等
)
が
生
じ
た
と
き
に
、
有
意
義
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
長
の
定
め
る
規
則
で
規
制
権
限
、
が
定
め
ら
れ
て
い
て
も
、
行
政
代
執
行
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
た
め
に
は
「
法
律
の
委
任
に
基
づ
く
命
令
、
規
則
及
び
条
例
」

し
か
し
、

(
行
政
代
執
行
法
二
条
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
、
前
述
の
よ
う

に
、
現
在
、
多
く
の
県
に
お
い
て
長
の
定
め
る
規
則
で
海
面
が
管
理
さ
れ
て
い
る
が
、
実
務
に
お
い
て
そ
れ
は
国
の
機
関
委
任
事
務
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
法
的
根
拠
と
し
て
は
、
「
建
設
省
所
管
固
有
財
産
取
扱
規
則
」
(
昭
和
三
O
年
〉
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
し
か
し
建
設
省
の
訓
令
(
省
令
)
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
は
た
し
て
行
政
代
執
行
法
二
条
の
要
件
で
あ
る
「
法
律
の
委
任
」

を
満
た
す
か
と
い
う
と
、

か
な
り
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
行
政
代
執
行
法
二
条
の
「
法
律
の
委
任
に
基
づ
く
」
と
い
う
こ
と

新しい形態の海面利用における行政法学上の諸問題

に
関
し
て
は
、
条
例
の
場
合
に
は
緩
や
か
に
解
さ
れ
て
お
り
、
自
治
事
務
の
範
囲
で
制
定
さ
れ
る
自
主
条
例
も
含
め
て
考
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
、
規
則
も
長
の
定
め
る
自
主
的
な
規
則
な
ら
そ
れ
も
含
め
て
考
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
前
述
の
よ
う

に
、
知
事
の
定
め
る
海
面
管
理
規
則
は
、
国
の
機
関
委
任
事
務
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
主
的
な
も
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
ら
、
結
局
、
行
政
代
執
行
が
根
拠
づ
け
ら
れ
う
る
だ
け
の
規
則
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ

う
に
考
え
る
と
、
行
政
代
執
行
を
行
う
た
め
に
は
、
明
確
に
条
例
で
規
制
権
限
を
明
確
化
し
て
お
く
ほ
う
が
、

は
る
か
に
望
ま
し
い
と
い

(2) 

民
事
上
の
強
制
執
行
の
可
能
性

次
に
、
民
事
上
の
強
制
執
行
が
可
能
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
の
場
合
、

ま
ず
条
例
に

(12-4一797)

え
よ
う
。

前
述
の
よ
う
な
撤
去
命
令
や
改
善
命
令
等
の
規
制
権
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
用
い
よ
う
と
思
え
ば
行
政
代
執
行
法
の
代
執
行
が
出

来
る
の
に
、
あ
え
て
民
事
上
の
強
制
執
行
の
手
段
す
な
わ
ち
裁
判
所
に
訴
え
て
強
制
執
行
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
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説

る
。
た
と
え
ば
、
将
来
、
海
上
浮
体
構
造
物
の
設
置
・
管
理
者
が
一
定
の
義
務
違
反
を
行
っ
た
と
き
、
行
政
主
体
の
側
が
民
事
上
の
強
制

論

執
行
を
裁
判
所
に
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
際
に
、
岐
阜
地
裁
判
決
昭
和
四
四
年
一
一
月
二
七
日
(
判
例
時
報
六
O
O号
一

O
O頁
〉
が
参
考
に
な
る
。
す
な
わ

ち
、
河
川
の
敷
地
内
の
土
砂
を
無
断
で
採
取
し
た
業
者
に
対
し
て
、
行
政
側
は
河
川
法
七
五
条
の
原
状
回
復
命
令
を
発
布
し
、

や
ろ
う
と

お
も
え
ば
行
う
こ
と
の
で
き
る
行
政
代
執
行
を
行
わ
な
い
で
、
河
川
敷
の
所
有
権
に
基
づ
き
民
事
上
の
強
制
執
行
の
手
段
に
訴
え
て
原
状

回
復
を
求
め
た
の
で
あ
る
が
、
前
掲
岐
阜
地
裁
は
そ
れ
を
認
め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
岐
阜
地
裁
判
決
を
参
考
に
す
る
な
ら
、
浮
体
構
造

物
の
設
置
・
管
理
者
が
一
定
の
義
務
違
反
を
行
っ
た
場
合
に
、
海
の
所
有
権
に
基
づ
き
、
直
接
裁
判
所
に
民
事
上
の
強
制
執
行
を
求
め
る

こ
と
が
出
来
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
現
在
、
海
が
固
有
財
産
だ
と
す
る
説
も
あ
る
の
は
あ
る
が
、
河
川
敷
は
所
有
権

の
対
象
に
な
る
の
は
河
川
法
上
明
白
で
あ
る
が
、
海
面
を
問
題
に
し
た
場
合
、
海
面
が
固
有
財
産
に
属
す
る
の
か
と
い
う
と
、

や
は
り
問

題
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ん
や
公
有
財
産
に
な
る
か
と
い
う
と
一
層
問
題
が
で
て
こ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
新
し
い

海
面
利
用
の
形
態
に
お
い
て
は
、
海
上
レ
ス
ト
ラ
ン
の
撤
去
な
ど
に
つ
い
て
、
と
も
か
く
海
面
の
所
有
権
に
基
づ
い
て
民
事
上
の
強
制
執

行
を
裁
判
所
に
求
め
る
こ
と
は
困
難
な
よ
う
に
み
え
る
。

句。

と
こ
ろ
で
、
法
律
・
条
例
等
に
原
状
回
復
命
令
等
の
規
制
権
限
が
定
め
ら
れ
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
海
を
公
物
と
と
ら
え
、
公

物
管
理
の
受
任
者
た
る
地
位
の
侵
害
等
を
根
拠
に
、
妨
害
排
除
・
原
状
回
復
を
求
め
て
訴
え
る
と
同
時
に
、
あ
る
い
は
訴
え
の
提
起
前

に
、
仮
処
分
を
申
請
す
る
こ
と
が
、
行
政
主
体
側
に
許
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
。
も
し
許
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
瀬
戸
内
海
と
い
う
海
の
中
で

も
最
も
公
物
ら
し
い
公
物
に
お
い
て
、
浮
体
構
造
物
の
設
置
・
管
理
者
が
海
を
汚
す
よ
う
な
行
為
を
行
っ
た
よ
う
な
場
合
、
行
政
主
体
は

民
事
訴
訟
法
の
仮
処
分
に
基
づ
い
て
、
原
状
回
復
を
裁
判
所
に
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
海
で
は

な
い
が
法
定
外
公
共
物
と
し
て
の
里
道
に
つ
き
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
積
み
重
ね
て
遮
断
し
た
者
が
現
れ
た
と
き
、
自
治
法
二
条
三
項
に
よ
り
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直
接
の
管
理
者
で
あ
る
市
長
が
当
該

e

フ
ロ
ッ
ク
塀
の
撤
去
を
求
め
る
仮
処
分
を
申
請
し
、
裁
判
所
が
そ
れ
を
認
容
し
た
例
が
あ
り
、
参
考

に
な
る
。
も
し
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
一
般
的
に
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
瀬
戸
内
海
を
守
る
と
い
う
観
点
で
非
常
に
有
益
で
あ
ろ

う

し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
地
方
公
共
団
体
に
、
公
物
と
し
て
の
一
般
海
面
の
管
理
権
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
条
例
で
認
め

ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
地
方
公
共
団
体
と
し
て
は
仮
処
分
の
申
請
を
す
る
こ
と
に
た
め
ら
い
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
機
関
委

任
事
務
の
場
合
で
も
、
受
任
者
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
き
仮
処
分
を
申
請
し
て
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
る
の
で
、
仮
処
分
の

申
請
を
す
る
の
は
、
必
ず
し
も
条
例
で
海
面
の
管
理
権
が
確
立
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

や
は
り
、
条
例
で
明
確
に

管
理
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
ほ
う
が
望
ま
し
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
も
、
わ
が
国
に
お
い
て

長
崎
県
、
佐
賀
県
及
び
広
島
県
が
条
例
で
も
っ
て
海
面
を
管
理
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
県
に
お
い
て
は
、
公
物
管
理
権
の
妨
害
排
除
・

原
状
回
復
を
求
め
る
さ
い
に
、
仮
の
権
利
保
護
を
求
め
る
機
会
が
や
や
強
く
保
障
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

新しい形態の海面利用における行政法学上の諸問題

そ
の
他
の
義
務
雇
行
確
保
手
段

)
 

-(
 
行
政
上
の
強
制
執
行

さ
て
、
現
在
の
広
島
県
公
有
水
面
使
用
条
例
の
下
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
条
例
五
条
に
よ
り
知
事
に
原

状
回
復
等
の
規
制
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
可
能
性
と
し
て
は
自
力
救
済
の
手
段
と
し
て
行
政
代
執
行
と
い
う
行
政
上
の

強
制
執
行
の
手
段
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
立
法
論
と
し
て
、
今
後
、
条
例
の
中
に
別
の
行
政
上
の
強
制
執
行
の
手
段
と
し

て
、
た
と
え
ば
執
行
罰
を
規
定
で
き
る
か
ど
う
か
。

nu 

し
か
し
、
行
政
代
執
行
法
一
条
の
規
定
か
ら
し
て
、
行
政
上
の
強
制
執
行
を
定
め
る
引8

4‘
 

q

，“
 

こ
と
が
で
き
る
の
は
法
律
の
み
で
あ
る
か
ら
、
執
行
罰
な
ど
、
気
持
ち
と
し
て
は
条
例
の
中
に
規
定
し
て
み
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現

行
法
の
解
釈
と
し
て
は
無
理
な
の
で
あ
る
。

(2) 

行

政

罰

現
在
の
広
島
県
公
有
水
面
使
用
条
例
に
よ
れ
ば
、
行
政
罰
と
し
て
は
、
わ
ず
か
に
条
例
二
条
の
許
可
を
受
け
ず
に
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説

無
許
可
で
公
有
水
面
の
占
有
を
し
た
者
に
対
し
て
、
条
例
七
条
に
よ
り
、
拘
留
又
は
科
料
に
処
す
る
旨
、
規
定
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

312 

論

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
自
治
法
一
四
条
五
項
に
よ
れ
ば
、
普
通
地
方
公
共
団
体
は
条
例
に
違
反
し
た
者
に
対
し
、

二
年
以
下
の
懲
役
若
し

(12-4-800) 

く
は
禁
固
、

一
O
万
円
以
下
の
罰
金
、
拘
留
、
科
料
、

又
は
没
収
の
刑
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
広
島
県
の
場
合
に

は
、
行
政
罰
は
む
し
ろ
軽
い
と
い
え
よ
う
。
今
後
、
新
し
い
海
の
利
用
形
態
が
一
般
化
し
て
ゆ
く
と
き
に
は
、

む
し
ろ
や
や
重
く
す
べ
き

と
の
見
解
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
重
く
す
る
こ
と
を
自
己
目
的
に
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
り
、
今
後
生

じ
て
来
る
か
も
し
れ
な
い
社
会
的
害
悪
と
保
護
さ
れ
る
べ
き
社
会
的
利
益
と
の
比
較
衡
量
の
下
で
慎
重
に
決
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(3) 

そ
の
他
の
手
段

現
代
的
な
新
た
な
義
務
履
行
確
保
手
段
と
し
て
、
課
徴
金
と
い
う
行
政
手
段
が
登
場
し
て
き
て
お
り
、
注
目

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
手
段
は
別
に
行
政
上
の
強
制
執
行
で
は
な
い
か
ら
、
自
治
事
務
の
範
囲
で
、
条
例
で
も
っ
て
規
定
し
て
も
構
わ
な
い

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
公
表
制
度
も
広
義
の
義
務
履
行
確
保
手
段
に
な
り
う
る
が
、
そ
れ
を
条
例
中
に
設
け
る
こ
と
も
可
能
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
こ
れ
ら
の
手
段
は
も
ち
ろ
ん
現
在
の
広
島
県
公
有
水
面
使
用
条
例
の
中
に
は
な
い
が
、
今
後
は
検
討
に
値
し
よ
う
。

(
1
)
陸
上
に
お
け
る
普
通
の
建
築
紛
争
や
私
的
な
警
察
営
業
に
つ
い
て
、
民
事
訴
訟
法
の
仮
処
分
で
仮
の
権
利
保
護
を
求
め
る
こ
と
が
で
‘
さ
る
こ
と

に
つ
き
、
遠
藤
博
也
『
行
政
法
ス
ケ
ッ
チ
』
有
斐
閣
(
昭
六
二
)
三
七
五
頁
1
三
七
六
頁
参
照
。

(
2
〉
公
有
水
面
の
埋
立
免
許
の
よ
う
な
講
学
上
の
特
許
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
、
同
じ
く
、
遠
藤
博
也
・
前
掲
書
三
七
六
頁
1
三
七
七
頁
参
照
.

(
3
〉
塩
野
宏
『
国
土
開
発
』
(
筑
摩
書
房
『
未
来
社
会
と
法
』
[
昭
五
一
]
)
一
九
O
頁
は
、
許
可
か
特
許
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
工
事
自
体
や
、
営
み

自
体
の
性
質
か
ら
論
じ
ら
れ
、
特
許
の
場
合
に
も
、
仮
処
分
で
工
事
の
差
止
め
を
求
め
る
こ
と
を
可
能
と
さ
れ
、
ま
た
特
許
さ
れ
た
行
為
で
あ
る

か
ら
と
い
っ
て
、
健
康
被
害
の
主
張
が
遮
断
さ
れ
る
と
考
え
る
の
は
合
理
的
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る
・

(
4
〉
広
島
県
公
有
水
面
使
用
条
例
五
条
に
よ
れ
ば
、
移
転
、
除
却
、
原
状
回
復
そ
の
他
の
命
令
権
限
が
知
事
に
与
え
ら
れ
て
い
る
.

(
5
〉
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
・
行
政
強
制
(
昭
五
二
〉
一
六
頁
1
一
七
頁
。
な
お
ま
た
、
菊
井
康
郎
「
行
政
強
制
と
法
の
叡
拠
」
公
法
研
究
二
七
号
(
昭



四
O
)
二
二
四
頁
、
広
岡
隆
『
行
政
代
執
行
法
[
新
版
]
』
有
斐
閣
(
昭
五
六
)
五
三
頁
参
照
。

(
6
)

阿
部
泰
隆
「
行
政
上
の
義
務
の
民
事
執
行
」
自
治
研
究
五
五
巻
六
号
(
昭
五
四
)
一

O
頁
、
行
政
判
例
百
選
・
新
版

[
I
]
・
畠
山
武
道
解
説

(
昭
六
二
〉
二
二
三
頁
参
照
。

阿
部
泰
隆
・
前
掲
一

O
頁。

な
お
、
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
・
行
政
強
制
一

O
O頁
も
前
向
き
に
と
ら
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

公
表
に
つ
い
て
も
、
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

O
五
頁

1
一
一
七
頁
参
照
。

(
7〉

(
8〉

(
9〉

四

新
し
い
海
面
利
用
に
対
す
る
司
法
統
制

さ
て
、
新
し
い
形
態
の
海
の
利
用
が
今
後
す
す
ん
で
い
っ
た
と
き
、
司
法
統
制
の
問
題
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
漁
業

権
者
等
は
、
許
可
の
取
消
訴
訟
及
び
仮
の
権
利
保
護
と
し
て
執
行
停
止
を
提
起
し
た
り
、
あ
る
い
は
民
事
訴
訟
法
の
仮
処
分
で
も
っ
て
か

新しい形態の海面利用における行政法学上の諸問題

れ
ら
の
権
利
利
益
を
守
る
こ
と
が
出
来
る
場
合
が
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
こ
で
は
、
住
民
訴
訟
と
裁
量
統
制
の
問
題
に
限
っ
て
論
じ
て
み
た

L 、

住
民
訴
訟
の
問
題

さ
て
、
新
し
い
海
面
利
用
が
今
後
進
ん
で
い
っ
た
場
合
に
、
そ
れ
に
対
し
て
、
住
民
訴
訟
の
提
起
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題

に
つ
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
織
田
が
浜
埋
立
て
住
民
訴
訟
が
参
考
に
な
る
。
こ
の
訴
訟
に
お
い
て
、
住
民
は
公
金
支
出
の
違
法
性
を
と
ら
え

て
住
民
訴
訟
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
住
民
が
よ
り
所
と
し
た
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
は
、

てコ

02-4-801) 

い
に
そ
の
法
規
性
円
認
め
ら
れ
ず
、
結
果
的
に
は
訓
示
規
定
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
同
地
裁
に
よ
れ
ば
、
公
金
支
出
の
原
因

と
な
る
非
財
務
会
計
上
の
行
為
の
違
法
性
は
、
そ
れ
が
重
大
か
つ
明
白
な
場
合
に
限
っ
て
、
公
金
支
出
に
つ
き
、
自
治
法
二
四
二
条
の
二

第
一
項
一
号
に
基
づ
く
差
止
め
請
求
を
根
拠
付
け
る
だ
け
の
違
法
を
も
た
ら
す
と
解
さ
れ
、
埋
め
立
て
が
違
法
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
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も
、
そ
の
違
法
は
重
大
か
つ
明
白
な
も
の
と
い
え
な
い
の
で
、
公
金
支
出
の
差
し
止
め
を
根
拠
付
け
る
だ
け
の
違
法
は
な
い
と
さ
れ
た
の

論

で
あ
る
(
松
山
地
判
昭
和
六
三
年
二
月
二
日
判
例
時
報
一
二
九
五
号
二
七
頁
〉
。
し
か
し
、
こ
の
訴
訟
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
新
し
い
形
態
の
海

ハ
l
〉

面
利
用
に
際
し
で
も
、
例
え
ば
広
島
県
が
公
金
を
支
出
す
る
よ
う
な
と
き
、
も
し
違
法
性
が
あ
れ
ば
住
民
訴
訟
で
も
っ
て
争
う
こ
と
が
で

き
る
可
能
性
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
住
民
訴
訟
に
つ
い
て
は

一
番
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
公
金
支
出
等
の
差
止
め
を
求
め
る
請
求
の
ほ
か
に
、
取
消
や
無
効
を
求
め
る
請

求
、
怠
る
事
実
の
違
法
確
認
の
請
求
、
及
び
損
害
賠
償
の
代
位
請
求
等
が
あ
る
。
新
し
い
形
態
に
お
け
る
海
の
利
用
に
対
し
て
は
、
行
政

が
浮
体
構
造
物
の
営
み
自
体
に
関
与
し
て
い
る
限
り
、

し
か
も
財
務
的
な
問
題
が
絡
ん
で
い
る
限
り
、
住
民
訴
訟
の
可
能
性
を
認
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
に
、
住
民
訴
訟
が
真
に
有
効
で
実
効
的
に
な
る
た
め
に
は
、

い
か
な
る
仮
の
権
利
保
護
が
認
め

ら
れ
る
の
か
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。

ま
ず
、

一
号
請
求
と
よ
ば
れ
る
差
止
め
訴
訟
に
お
け
る
仮
の
権
利
保
護
と
し
て
は
、
公
権
力
が
か
か
わ
っ
て
お
れ
ば
、
執
行
停
止
を
中

立
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
。

し
か
し
執
行
停
止
は
処
分
の
効
力
、
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
を
停
止
す
る
の
に
対
し
て

(
行
政
事
件
訴
訟
法
二
五
条
一
項
)
、

一
号
請
求
は
当
該
行
為
の
全
部
又
は
一
部
の
差
止
め
の
請
求
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
規
範
論
的
に
み

て
も
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
執
行
停
止
は
適
用
さ
れ
な
い
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
号
請
求
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法
の

仮
処
分
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
む
し
ろ
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
来
の
判
例
の
中
に
は
民
事
訴
訟
法
の
仮
処
分
を
官
定
す
る
も

ハ
2
)

ハ
3
)

の
も
あ
り
、
学
説
の
中
に
も
、
こ
れ
を
積
極
的
に
認
め
る
説
も
多
い
の
で
あ
る
が
、
最
近
の
判
例
に
は
、
と
も
か
く
自
治
法
二
四
二
条
の

二
第
一
項
一
号
の
住
民
訴
訟
(
差
止
め
請
求
)
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
も
と
も
と
個
人
的
利
益
の
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
、
し
か
も
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
と
し
て
の
長
等
を
相
手
ど
っ
て
個
人
的
利
益
の
保
護
を
目
的
と
す
る
民
事
訴
訟
法
上
の
仮
処
分

を
求
め
う
る
と
す
る
の
は
相
当
で
は
な
い
こ
と
、

お
よ
び
同
条
同
項
但
し
書
き
に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
同
項
一
民
万
の
請
求
に
お

314 02-4-802) 



い
て
は
実
質
上
同
項
の
他
の
各
号
の
請
求
に
対
す
る
保
全
訴
訟
た
る
性
格
を
有
し
て
お
り
、
も
し
そ
の
請
求
を
本
案
と
す
る
保
全
訴
訟
を

認
め
る
こ
と
は
法
の
趣
旨
に
合
致
し
な
い
と
解
し
て
、
仮
処
分
を
認
め
な
い
も
の
が
現
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
個
人
的
利
益
と
集
団
的
利

益
等
の
区
別
は
今
日
ま
す
ま
す
困
難
に
な
り
、
取
消
訴
訟
の
原
告
適
格
も
客
観
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
、
し
か
も
執
行
停
止
も
地
域
住
民

の
生
活
環
境
保
全
の
利
益
の
た
め
に
認
め
ら
れ
る
例
も
出
て
き
て
い
る
の
で
、
仮
処
分
に
つ
い
て
も
今
後
は
あ
る
程
度
客
観
的
利
益
の
た

め
に
も
活
用
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
仮
処
分
の
請
求
の
相
手
は
と
も
か
く
行
政
機
関
で
あ
っ
て
も
実
質
的
に
は
行
政
主

体
を
相
手
ど
っ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
、

ハ
B
〉

ら
な
い
と
い
う
論
理
は
お
か
し
い
こ
と
、
さ
ら
に
仮
の
権
利
保
護
制
度
は
、

一
号
請
求
は
必
ず
し
も
他
の
各
号
の
請
求
の
保
全
処
分
と
み
な
け
れ
ば
な

そ
も
そ
も
本
案
訴
訟
が
時
間
的
・
手
続
的
に
み
て
も
実
効
的

-
有
効
的
な
権
利
保
護
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
、
特
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
本
案
訴
訟
が
認
め
ら
れ
て
い
る
以
上
は

可
能
な
限
り
積
極
的
に
解
し
て
ゆ
く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
住
民
訴
訟
も
絵
に
画
い
た
餅
と
な
り
、
そ
れ
で
は

新しい形態の海面利用における行政法学上の諸問題

日
本
国
憲
法
三
二
条
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
有
効
性
・
実
効
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
住
民
訴
訟
の
ご
と
き
客
観
訴
訟
に
お

い
て
は
、
憲
法
上
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
法
律
で
住
民
訴
訟
と
し
て
差
止
訴

訟
が
認
め
ら
れ
て
い
る
以
上
は
、
仮
の
権
利
保
護
を
認
め
る
の
が
憲
法
上
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
趣
旨
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
、
仮

処
分
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
と
、
新
し
い
形
態
の
海
面
利
用
に
対
し
て
も
、
司
法
統
制
が
有
効
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
住

民
に
と
っ
て
も
世
界
で
も
稀
な
美
し
い
瀬
戸
内
海
と
い
う
自
然
公
物
を
守
る
う
え
に
非
常
に
有
意
義
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
二
号
請
求
と
し
て
、
自
治
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
二
号
に
よ
れ
ば
、
行
政
処
分
た
る
当
該
行
為
の
取
消
し
又
は
無
効
確
認
の

(12-4-803) 

請
求
を
住
民
訴
訟
と
し
て
提
起
で
き
る
。
新
し
い
形
態
の
海
面
の
利
用
に
お
い
て
も
、
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
住
民
が
争
う
場
合
も
起

こ
り
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
場
合
に
は
公
権
力
の
行
使
が
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
仮
の
権
利
保
護
と
し
て
は
執
行
停
止
を
申
立
て
る
こ

(
7〉

と
が
原
則
と
し
て
出
来
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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次
に
、
三
号
請
求
と
し
て
自
治
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
三
号
の
怠
る
事
実
の
違
法
確
認
請
求
が
あ
る
が
、

田
子
の
浦
ヘ
ド
ロ
公
害
住

論

民
訴
訟
に
お
い
て
河
川
の
管
理
権
自
体
は
地
方
公
共
団
体
の
財
産
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
住
民
訴
訟
自
体
が
出
来
な
い
と
さ
れ
た
よ
う

に
(
た
と
え
ば
、
一
審
の
静
岡
地
判
昭
和
四
九
年
五
月
一
一
一
O
日
判
例
時
報
七
四
五
号
一
九
頁
)
、
そ
も
そ
も
、
海
の
管
理
権
を
県
知
事
が
放
置
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
と
ら
え
て
怠
る
事
実
の
違
法
確
認
を
住
民
訴
訟
で
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
も

し
海
面
を
財
産
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
と
、
地
方
公
共
団
体
の
海
面
と
い
う
財
産
の
管
理
が
お
か
し
い
と
い
う
こ
と
で
、

怠
る
事
実
の
違
法
確
認
が
住
民
訴
訟
で
も
っ
て
提
起
で
き
る
可
能
性
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
自
治
法
に
よ

れ
ば
、
住
民
訴
訟
の
対
象
と
な
る
公
有
財
産
は
法
律
で
限
定
さ
れ
て
お
り
(
同
法
二
三
人
条
て
結
局
、
海
面
の
管
理
に
お
い
て
は
怠
る
事
実

の
違
法
確
認
を
住
民
訴
訟
で
求
め
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
海
上
浮
体
構
造
物
自
身
が
公
有
財
産
で
あ
れ
ば
、
も

ち
ろ
ん
そ
の
管
理
の
怠
る
事
実
の
違
法
確
認
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
の
場
合
、

し
か
し
仮
の
権
利
保
護
は
行
政
作
用
が
ま
だ
行
わ
れ
て
い

な
い
ゆ
え
困
難
を
伴
う
か
も
し
れ
な
い
。

最
後
に
、

四
号
請
求
と
し
て
、
自
治
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
目
号
の
代
位
請
求
等
が
あ
る
が
、
私
法
上
の
返
還
請
求
権
の
代
位
行
使

等
に
つ
き
仮
処
分
を
積
極
的
に
認
め
て
も
よ
い
場
合
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

裁
量
権
の
濫
用
の
禁
止
の
法
理

と
こ
ろ
で
ま
た
、
広
島
県
公
有
水
面
使
用
条
例
の
場
合
の
よ
う
に
、
条
例
で
海
の
利
用
に
つ
き
規
制
し
た
場
合
に
、
住
民
に
も
プ
ラ
ス

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
も
し
条
例
の
中
に
、
知
事
が
原
状
回
復
命
令
や
改
善
命
令
を
出
す
こ
と
が
出
来

る
と
い
う
規
定
を
設
け
て
お
く
と
、

そ
れ
が
た
と
え
「
:
:
:
で
き
る
」
と
い
う
よ
う
な
規
定
に
よ
っ
て
、
知
事
に
取
り
締
ま
る
か
否
か
の

裁
量
権
を
認
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
、
す
な
わ
ち
規
制
す
る
か
し
な
い
か
は
行
政
庁
た
る
知
事
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
も
し
、
付
近
住
民
に
危
険
が
切
迫
し
、
損
害
が
発
生
す
る
こ
と
が
蓋
然
的
に
予
測
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
、
そ
し
て
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個
人
の
力
で
は
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
の
で
、
個
人
と
し
て
は
行
政
に
解
決
を
期
待
し
て
お
り
、

し
か
も
行
政
が
な
ん
ら
か
の
措
置
を
す
れ

ば
容
易
に
そ
の
危
険
が
除
去
出
来
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
も
は
や
行
政
庁
に
は
、
規
制
す
る
か
し
な
い
か
の
裁
量
は
も
た
な
い
と
解
し
、

そ
れ
で
も
不
作
為
を
続
け
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
行
政
は
公
権
力
の
行
使
を
誤
っ
て
い
る
と
解
し
、
そ
の
た
め
に
国
民
が
損
害
を
被
っ
た

と
き
に
は
、
国
家
賠
償
法
一
条
等
に
よ
り
県
は
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
う
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
裁
量
権
の

へ
の
収
縮
の
理
論
で
あ
る
が
、
こ
の
理
論
を
認
め
て
ゆ
く
た
め
に
も
、
条
例
に
規
制
権
限
を
明
確
化
し
て
お
く
ほ
う
が
望
ま
し
い

「

0
」

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
海
上
浮
体
構
造
物
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
先
般
の
船
舶
安
全
法
の
改
正
に
よ
り
、
同
法
が
海
上
浮
体
構
造
物
に
適
用
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
裁
量
権
の
へ
の
収
縮
の
理
論
も
、
広
島
県
公
有
水
面
使
用
条
例
の
関
連
で
は
ま
ず
は
発
生

「

0
」

新しい形態の海面利用における行政法学上の諸問題

し
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
海
上
浮
体
構
造
物
に
関
し
て
は
将
来
何
が
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
。
海
は
前
近
代
の
怪
物
が
多
数
棲
息

し
て
い
る
「
化
物
屋
敷
」
と
い
わ
れ
て
い
る
ぐ
ら
い
、
諸
利
益
が
複
雑
に
入
り
交
じ
っ
て
い
る
。
し
か
も
海
上
浮
体
構
造
物
は
非
常
に
危

険
性
の
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
る
と
、

ひ
ょ
っ
と
し
て
広
島
県
公
有
水
面
使
用
条
例
と
の
関
係
で
、
裁
量
権
の

へ
の
収
縮
の
理
論
は
役
に
立
つ
と
き
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
生
命
へ
の
危
険
が
差
し
迫
っ
て
い
る
と
き
、
後
か
ら
の

「

0
」

損
害
賠
償
責
任
で
解
決
し
て
い
る
よ
う
で
は
真
の
解
決
に
な
ら
な
い
。
事
後
解
決
で
済
ま
す
よ
う
で
は
日
本
国
憲
法
一
一
一
一
条
の
認
め
る
個

人
の
最
大
限
の
尊
重
に
は
な
ら
な
い
。
生
命
等
に
危
険
が
追
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
知
事
に
行
政
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
裁
判

所
に
求
め
る
義
務
付
け
訴
訟
こ
そ
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
意
外
に
こ
の
広
島
県
公
有
水
面
使
用
条
例
あ
た
り
か
ら
、
義
務
付
け
訴
訟

の
突
破
口
が
判
例
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

(
l
)
な
お
、
総
合
保
養
地
域
整
備
法
(
リ
リ
ゾ
ー
ト
法
、
昭
和
六
二
年
六
月
九
日
法
律
七
一
号
〉

者
に
対
し
て
出
資
・
補
助
等
を
行
い
う
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

一
三
条
に
よ
れ
ば
、
地
方
公
共
団
体
は
民
間
事
業
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説論

(
2
)

浦
和
地
決
昭
和
五
二
年
一
月
二
八
日
判
時
八
四
三
号
二
九
頁
(
認
容
)
、
東
京
地
決
昭
和
五
二
年
一
一
月
一
六
日
行
集
二
八
巻
一
一
号
一
一
一
一
一

六
頁
(
た
だ
し
、
被
保
全
権
利
の
疎
明
を
欠
く
と
し
て
、
原
判
決
を
取
消
し
申
請
却
下
て
そ
の
ほ
か
甲
府
地
決
昭
和
一
一
一
一
年
七
月
二
四
日
行
集

七
巻
七
号
一
八
四
六
頁
(
認
容
)
、
和
歌
山
地
決
昭
和
三
二
年
七
月
二
日
行
集
八
巻
七
号
一
一
一
一
一

O
頁
〈
認
容
)
・

(
3
)

兼
子
仁
・
行
政
判
例
研
究
一
一
一
一
一
一
(
自
治
研
究
五
六
巻
一
号
[
昭
五
五
]
一
四
九
頁
)
、
山
村
恒
年
・
地
方
自
治
判
例
百
選
(
昭
五
六
)
一
一
一

O
頁。

(
4〉
東
京
高
決
昭
和
五
九
年
六
月
二
七
日
行
集
三
五
巻
六
号
入

O
O頁
、
判
時
一
一
一
一
五
号
一
一
九
頁
、
判
タ
五
三
人
号
一
一
六
頁
。
学
説
の
中
に

も
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
と
る
も
の
と
し
て
、
成
田
頼
明
「
住
民
訴
訟
(
納
税
者
訴
訟
ど
有
斐
閣
・
行
政
法
講
座
第
三
巻
(
昭
四

O
)
一一一一

五
頁
、
三
好
達
「
住
民
訴
訟
の
諸
問
題
」
日
本
評
論
社
・
新
実
務
民
事
訴
訟
講
座
第
九
巻
(
昭
五
七
)
一
一
一
一
一
五
頁
。

(
5
)

兼
子
仁
『
行
政
争
訟
法
』
筑
摩
書
房
(
昭
四
八
)
一
一
一
一
一
一
六
頁
参
照
。

(
6
〉
磯
野
弥
生
・
判
例
評
論
一
一
二
三
号
(
昭
六

O
)
一
九
五
頁
参
照
。

(
7
〉
た
だ
し
、
執
行
停
止
も
個
人
的
な
権
利
利
益
の
保
全
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
住
民
訴
訟
は
客
観
的
な
利
益
の
保
護
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
、
執
行
停
止
を
認
め
な
い
説
も
強
い
(
た
と
え
ば
、
雄
川
一
郎
『
行
政
争
訟
法
』
有
斐
閣
(
昭
一
一
一
一
一
)
二

O
二
頁
、
三
好
達
・
前
掲

三
二
六
頁
)
。
し
か
し
他
方
、
執
行
停
止
を
A

同
定
す
る
説
も
あ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
大
和
男
美
「
住
民
訴
訟
の
諸
問
題
」
日
本
評
論
社
・

実
務
民
事
訴
訟
講
座
第
九
巻
(
昭
四
五
)
六
一
頁
1
六
二
頁
参
照
。
な
お
、
住
民
訴
訟
は
監
査
委
員
に
対
し
て
監
査
請
求
を
あ
ら
か
じ
め
提
起
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
は
回
復
し
が
た
い
損
害
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
監
査
請
求
の
段
階
で

の
い
わ
ゆ
る
仮
の
権
利
保
護
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
場
合
に
執
行
停
止
を
一
定
の
要
件
の
も
と
に
積
極
的
に
認
め
よ
う
と
す
る
説
と
し
て
、
大

和
勇
美
・
前
掲
六
二
頁
、
佐
藤
英
善
『
住
民
訴
訟
』
学
陽
書
房
(
昭
六
一
〉
一
一
一
六
頁

i
一
二
七
頁
参
照
。
な
お
、
南
博
方
「
住
民
監
査
請
求
と

仮
処
分
の
適
否
」
自
治
実
務
セ
ミ
ナ
ー
四
巻
九
号
(
昭
四

O
)
三
五
頁
は
、
住
民
監
査
請
求
に
お
い
て
仮
処
分
の
適
用
も
認
め
る
・

(
8
〉
裁
量
権
の
「
0
」
へ
の
収
縮
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
最
高
裁
昭
和
五
九
年
三
月
一
一
一
二
日
第
二
小
法
廷
判
決
・
民
集
三
人
巻
五
号
四
七

五
頁
参
照
。

(
9
)

こ
の
改
正
に
よ
り
、
海
上
浮
体
施
設
と
し
て
の
フ
ロ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
レ
ス
ト
ラ
ン
や
ホ
テ
ル
等
、
多
数
の
人
が
利
用
す
る
施
設
を
備
え
た
係
留

船
に
つ
い
て
は
、
構
造
強
度
、
復
原
性
、
防
火
構
造
、
消
防
設
備
等
が
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
(
日
本
海
事
新
聞
昭
和
六
三
年
二
月
一

一
一
日
)
@
ま
た
、
海
上
浮
体
構
造
物
に
は
建
築
基
準
法
の
適
用
も
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
同
法
の
建
築
物
と
は
、
土
地
に
定
着
す
る
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工
作
物
を
前
提
に
し
て
い
る
が
(
同
法
二
条
一
項
)
、
海
上
浮
体
構
造
物
は
た
と
え
完
全
に
浮
い
た
状
態
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
準
じ
て

考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(
叩
)
総
合
研
究
開
発
機
構
・
前
掲
書
三
一
頁
参
照
。

お

わ

り

以
上
、
浮
体
構
造
物
な
ど
に
よ
る
新
し
い
形
態
の
海
面
利
用
に
お
け
る
若
干
の
行
政
法
学
上
の
法
律
問
題
を
検
討
し
た
。
そ
の
際
、
広

島
県
公
有
水
面
使
用
条
例
を
中
心
に
論
じ
て
み
た
が
、
本
稿
の
検
討
は
、
「
化
物
屋
敷
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
海
の
利
用
の
問
題
の
ほ
ん
の
一

部
の
問
題
の
検
討
に
す
ぎ
な
い
。
多
く
の
問
題
は
今
後
の
検
討
に
譲
り
た
い
。
し
か
し
、
「
化
物
屋
敷
」
に
入
る
に
は
多
く
の
人
と
一
緒
に

入
っ
て
ゆ
く
の
が
危
険
が
な
く
て
よ
い
。

で
き
れ
ば
海
の
問
題
は
共
同
研
究
で
取
り
組
ん
で
行
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

〔
付
記
〕
な
お
本
稿
は

の
で
あ
る
。

一
九
八
八
年
一
一
月
一
ご
日
に
松
山
商
科
大
学
で
行
わ
れ
た
第
二
九
回
「
中
・
四
国
法
政
学
会
」
で
の
報
告
に
加
筆
し
た
も
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