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「
地
方
自
治
・
実
務
入
門
シ
リ
ー
ズ
」
の
刊
行
に
あ
た
っ
て

　

お
よ
そ
自
治
体
職
員
で
あ
れ
ば
、
入
庁
時
、「
宣
誓
書
」
に
署
名
押
印
を
し
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
、「
職
員
の

服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
」
の
別
記
様
式
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
条
例
で
あ
っ
て
要
綱
で
は

な
い
。
す
な
わ
ち
、
職
員
は
、
日
本
国
憲
法
の
尊
重
・
擁
護
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
踏
ま
え
た
公
務
の
民
主
的
・
能
率
的

運
営
を
誠
実
・
公
正
に
行
う
こ
と
を
、
ほ
か
な
ら
ぬ
住
民
に
対
し
て
誓
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
内
容
の
意
味
を
、
地
方
分
権
時
代
の
今
、
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

　

二
〇
〇
〇
年
施
行
の
地
方
分
権
一
括
法
に
よ
り
実
現
さ
れ
た
分
権
改
革
は
、「
第
三
の
改
革
」
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
と

て
つ
も
な
く
大
き
な
潜
在
的
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
時
は
、
国
と
自
治
体
の
関
係
に
つ
い
て
、「
上
下
主
従
か
ら

対
等
協
力
へ
」
と
い
う
表
現
が
多
用
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
実
に
両
者
の
関
係
を
規
律
し
て
い
る
法
律
は
、
改
革
以
前

に
制
定
さ
れ
た
と
き
の
姿
の
ま
ま
に
存
続
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
改
革
に
消
極
的
な
立
場
か
ら
は
、「
法
律
通
り
に
し

な
け
れ
ば
違
法
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
改
革
の
成
果
を
意
図
的
に
矮
小
化
す
る
よ
う
な
言
説
さ
え
発
せ
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
国
と
自
治
体
と
の
間
に
適
切
な
役
割
分
担
が
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、
目
標
な
の
で
は
な
く
規
範
で
あ
る
。

法
令
が
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
自
治
的
に
解
釈
・
運
用
し
な
け
れ
ば
、
憲
法
を

尊
重
・
擁
護
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
市
民
の
福
祉
向
上
の
た
め
に
仕
事
を
す
る
自
治
体
職
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員
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
自
覚
的
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
自
治
体
職
員
は
、
そ
れ
が
可
能
に
な
る
よ
う
な
力
を

つ
け
る
必
要
が
あ
る
。

　
「
地
方
自
治
・
実
務
入
門
シ
リ
ー
ズ
」
と
題
す
る
こ
の
企
画
は
、
全
体
と
し
て
、
若
手
・
中
堅
と
呼
ば
れ
る
層
の
自
治

体
職
員
を
主
た
る
読
者
対
象
と
し
、
そ
の
基
礎
力
の
養
成
に
資
す
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
る
。
各
巻
に
お
い
て
は
、
職

員
が
取
り
組
む
べ
き
分
野
に
関
す
る
法
シ
ス
テ
ム
の
全
体
像
が
的
確
に
提
示
さ
れ
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
踏
ま
え
た
公
務

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
の
立
場
か
ら
語
ら
れ
る
。
二
〇
〇
〇
年
の
前
後
に
お
い
て
も
不
変
の
法

理
で
あ
る
「
法
治
主
義
」
に
、
現
在
は
ど
の
よ
う
な
内
容
を
盛
り
込
ま
せ
る
べ
き
な
の
か
。
シ
リ
ー
ズ
の
も
と
で
は
、
個

別
の
行
政
分
野
を
扱
う
巻
と
横
断
的
課
題
を
扱
う
巻
の
両
方
が
随
時
出
版
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
通
奏
低
音
の

ご
と
く
意
識
さ
れ
て
い
る
課
題
で
あ
る
。

　

有
斐
閣
が
、
地
方
自
治
を
正
面
に
お
い
た
シ
リ
ー
ズ
を
刊
行
す
る
の
は
、
は
じ
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
初

の
試
み
が
読
者
の
広
い
支
持
を
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
出
版
さ
れ
た
巻
に
対
し
て
は
、
シ
リ
ー
ズ
編
者
お
よ
び
将
来

の
巻
の
執
筆
者
が
加
わ
っ
て
検
討
を
加
え
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
よ
り
よ
い
書
物
を
継
続
的
に
読
者

の
お
手
元
に
届
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。

　
　

二
〇
一
六
年
夏

 

シ
リ
ー
ズ
編
者
を
代
表
し
て　
　

北
村　

喜
宣　
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は
じ
め
に

　

(1)　
「
社
会
福
祉
」
と
自
治
体
職
員　
　
「
社
会
福
祉
」
と
は
わ
か
る
よ
う
で
わ
か
ら
な
い
概
念
だ
。
そ
れ
で
い
て
、
自

治
体
で
は
、
こ
う
し
た
分
野
に
携
わ
っ
て
い
る
職
員
は
非
常
に
多
い
。
実
に
自
治
体
職
員
の
う
ち
、
教
育
、
警
察
、
消
防
、

公
営
企
業
等
会
計
の
部
門
を
除
い
た
一
般
行
政
職
員
の
四
〇
・
一
％
（
三
六
万
四
二
二
九
人
）
を
福
祉
関
係
職
員
（
民
生
お

よ
び
衛
生
の
両
部
門
関
係
職
員
）
が
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自
治
体
職
員
数
全
体
で
は
一
三
・
三
％
に
当
た
る
（
二
〇
一
五

年
四
月
一
日
現
在
、
総
務
省
資
料
）。

　

自
治
体
職
員
を
都
道
府
県
職
員
と
市
町
村
職
員
に
分
け
る
と
、
市
町
村
で
は
、
福
祉
関
係
職
員
の
占
め
る
比
率
は
さ
ら

に
高
ま
る
。
一
般
行
政
職
員
の
四
五
・
三
％
（
三
〇
万
七
〇
三
四
人
）、
市
町
村
職
員
全
体
の
二
四
・
八
％
を
占
め
て
い
る
。

　

こ
れ
だ
け
多
く
の
自
治
体
職
員
が
「
社
会
福
祉
」
の
分
野
に
携
わ
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
社
会
福
祉
の
行
政

法
」
に
対
す
る
理
解
が
十
分
か
と
い
う
と
心
許
な
く
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
原
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
そ
も
そ
も

「
社
会
福
祉
」
と
「
社
会
福
祉
の
行
政
法
」
と
の
間
に
は
何
が
し
か
の
壁
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。
こ
の

「
壁
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
壁
」
は
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
な
く
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

(2)　

福
祉
関
係
職
員
と
職
種　
　

目
を
転
じ
、
自
治
体
職
員
の
職
種
に
注
目
す
れ
ば
、
社
会
福
祉
関
係
職
員
の
職
種
は
、

社
会
福
祉
（
福
祉
）
職
や
心
理
職
と
い
っ
た
専
門
職
、
保
育
士
、
社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
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法
士
、
言
語
聴
覚
士
な
ど
と
い
っ
た
資
格
職
だ
。
こ
う
し
た
職
種
で
自
治
体
に
任
用
さ
れ
る
者
の
ほ
と
ん
ど
は
、
大
学
卒

業
者
で
あ
っ
て
も
行
政
法
を
は
じ
め
と
す
る
法
律
講
義
科
目
を
履
修
し
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
福
祉
関
係
職
員
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
行
政
」
に
携
わ
る
の
で
は
な
く
、
福
祉
施
設
等
で
直
接
利
用
者
に

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
業
務
に
就
い
て
い
る
者
も
多
い
。
こ
う
し
た
施
設
職
員
は
、
民
間
の
福
祉
施
設
職
員
と
同
様
の
位

置
を
占
め
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
と
さ
ら
に
「
行
政
法
」
の
知
識
が
必
要
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
、

自
治
体
職
員
（
地
方
公
務
員
）
と
し
て
共
通
の
行
政
法
の
知
識
は
最
低
限
必
要
だ
と
も
い
え
る
。

　

ま
た
、
自
治
体
が
設
置
す
る
公
の
施
設
は
、
指
定
管
理
者
制
度
な
ど
に
基
づ
き
民
間
委
託
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

そ
も
そ
も
福
祉
施
設
は
、
社
会
福
祉
法
人
が
設
置
運
営
す
る
も
の
が
多
数
あ
る
。
こ
れ
ら
の
施
設
で
働
く
職
員
は
、「
公

務
員
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
社
会
福
祉
の
行
政
法
」
を
執
行
し
て
い
る
の
に
変
わ
り
は
な
い
か
ら
、
た
と
え
身
分
は

社
会
福
祉
法
人
や
営
利
企
業
等
の
非
公
務
員
だ
と
し
て
も
、
一
般
的
な
行
政
法
の
知
識
は
と
も
か
く
、
担
当
分
野
で
あ
る

社
会
福
祉
の
行
政
法
の
理
解
は
欠
か
せ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
場
合
、
施
設
職
員
は
、
当
該
担
当
分

野
に
お
け
る
社
会
福
祉
の
仕
組
み
に
関
す
る
知
識
を
十
分
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

さ
ま
ざ
ま
な
社
会
福
祉
関
係
の
資
格
を
取
得
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
「
担
当
分
野
に
お
け
る
社
会
福
祉
の
仕
組
み
に
関
す
る
知
識
」
と
「
社
会
福
祉
の
行
政
法
」
と
の
関
係
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
両
者
の
間
に
違
い
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
結
論
を
急
げ
ば
、

「
自
治
体
の
視
点
に
立
っ
て
も
の
を
見
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
両
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はじめに

者
の
間
に
は
違
い
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
の
だ
。
本
書
で
は
、「
国
・
自
治
体
を
通
じ
た
社
会
福
祉
制
度
」
を
「
自
治
体

が
執
行
す
る
事
務
」
の
視
点
か
ら
と
ら
え
て
解
説
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

(3)　

社
会
福
祉
の
行
政
手
法　
　
「
社
会
福
祉
の
行
政
法
」
が
わ
か
り
に
く
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
は
何
だ
ろ

う
か
。
こ
の
理
由
の
最
大
な
も
の
の
ひ
と
つ
が
、
社
会
福
祉
の
行
政
手
法
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

実
は
、「
行
政
手
法
」
の
と
ら
え
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
浸
透
し
て
い
る
の
は
、
許
認
可

な
ど
の
規
制
手
法
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
社
会
福
祉
行
政
に
関
し
て
も
、
福
祉
施
設
の
監
督
な
ど
に
際
し
当
然
存
在
し
て

い
る
。
た
だ
し
、
社
会
福
祉
の
行
政
手
法
の
代
表
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
浸
透
し
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　

社
会
福
祉
の
行
政
手
法
の
代
表
的
イ
メ
ー
ジ
は
、
行
政
機
関
が
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
に
し
て
い
る
者
に
対
し
て
行
う
、

金
銭
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
は
、
法
（
法
律
・
条
例
）
を
根
拠
に
し
た
も
の
が
多
い
が
、

補
助
要
綱
な
ど
を
基
に
し
、
予
算
措
置
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
。

　

ま
た
、
法
を
根
拠
に
し
て
い
れ
ば
、
対
象
者
に
（
法
的
）
権
利
（
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
な
地
位
）
が

付
与
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
限
ら
な
い
。
法
の
つ
く
り
方
に
よ
る
の
で
あ
る
。
権
利
の
よ
う
に

見
え
て
も
、
法
的
に
は
、
行
政
庁
の
受
益
措
置
の
反
射
的
効
果
だ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
物
言
い

（
論
理
構
成
）
自
体
も
理
解
し
が
た
い
と
感
じ
ら
れ
る
読
者
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、「
法
」
を
根
拠
に
し
て
い
な
い
場
合
、
知
事
や
市
町
村
長
の
交
代
な
ど
に
よ
っ
て
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
水

準
が
切
り
下
が
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
避
け
る
に
は
、
対
象
者
や
支
援
団
体
の
政
治
力
に
か
か
る
こ
と
に
な
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る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
切
り
下
げ
に
反
対
す
る
に
し
て
も
支
持
す
る
に
し
て
も
、「
法
」
が
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、

行
政
法
の
知
識
は
、
行
政
機
関
の
職
員
や
対
象
者
に
と
っ
て
さ
ほ
ど
役
に
立
た
な
い
。
当
然
な
が
ら
、
行
政
法
の
知
識
の

活
用
は
、「
法
」
が
あ
っ
て
こ
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
を
長
期
的
に
安
定
さ
せ
よ
う
と
考
え
る

と
き
に
は
、「
法
」
の
存
在
は
欠
か
せ
な
い
。

　

総
じ
て
い
え
ば
、
自
治
体
に
よ
る
金
銭
的
な
サ
ー
ビ
ス
は
、
覊き

束そ
く

的
な
（
一
義
的
な
）
基
準
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
。

一
方
、
対
人
的
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
と
い
う
名
に
お
い
て
、
担
当
職
員
の
属
人
的
な
、
広
範
な
裁
量
の

下
で
実
施
さ
れ
る
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
是
非
に
つ
い
て
も
、
職
員
の
あ
り
方
と
組
織
の
あ
り
方
と
の
両
面
か
ら
考

え
て
み
よ
う
。

　

な
お
、
行
政
機
関
と
い
っ
て
も
ひ
と
つ
で
は
な
く
、
日
本
で
は
、
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
と
三
層
の
組
織
に
分
か
れ

て
い
る
。
近
年
は
、
地
方
分
権
が
推
進
さ
れ
、
国
の
権
限
が
都
道
府
県
に
、
都
道
府
県
の
権
限
が
市
町
村
に
移
譲
さ
れ
て

き
た
。
福
祉
行
政
の
分
野
で
は
、
特
に
市
町
村
の
権
限
が
拡
大
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
て
住
民
に
身
近
な
行
政
機
関
（
市

町
村
）
に
権
限
が
移
譲
さ
れ
て
も
、
市
町
村
行
政
が
旧
態
依
然
と
し
て
い
て
は
、
住
民
に
と
っ
て
は
変
化
が
感
じ
ら
れ
な

い
。
住
民
の
意
向
を
反
映
す
る
市
町
村
行
政
へ
と
変
化
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

(4)　

本
書
の
特
徴　
　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
問
題
意
識
に
立
ち
な
が
ら
、
本
書
で
は
、
社
会
福
祉
に
か
か
わ
る

行
政
法
を
大
づ
か
み
に
解
説
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
細
か
な
仕
組
み
の
解
説
は
他
の
書
籍
に
譲
る
と
し
て
、
福

祉
行
政
の
本
質
を
意
識
し
つ
つ
、
制
度
や
運
用
に
か
か
る
行
政
法
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
条
文
を
踏
ま
え
て
説
明
す
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はじめに

る
。
具
体
的
な
条
文
に
当
た
る
こ
と
は
、
行
政
職
員
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
作
業
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

制
度
解
説
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
の
部
分
に
は
、
行
政
学
の
知
見
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。
ま
た
、
単
に
行
政
職
員
や
行
政
機
関

の
実
態
を
観
察
的
に
述
べ
る
だ
け
で
な
く
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
を
考
え
る
政
策
法
務
の
視
点
を
取
り
込
ん
で
い
る
。

こ
う
し
た
部
分
が
本
書
の
特
徴
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
社
会
福
祉
に
関
す
る
具
体
的
な
行
政
法
の
数
は
膨
大
で
あ
り
、
本
書
で
そ
れ
ら
す
べ
て
を
取
り
上
げ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
高
齢
者
、
障
害
者
、
児
童
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
福
祉
分
野
で
使
用
さ
れ
る
独
特
の
用
語
（
福
祉
タ
ー
ム
）

へ
の
言
及
は
、
ほ
と
ん
ど
で
き
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
の
う
ち
い
く
つ
か
に
つ
い
て
は
、
コ
ラ
ム
で
取
り
上
げ
て
い
る
。

　

(5)　

法
令
な
ど
の
表
記　
　

本
書
で
取
り
上
げ
る
法
律
は
多
岐
に
わ
た
る
。
法
律
名
は
、
正
式
な
名
称
の
ほ
か
に
社
会

的
に
通
用
し
て
い
る
略
称
が
あ
る
も
の
が
多
い
。
本
書
で
は
、
原
則
と
し
て
、
初
出
は
「
正
式
名
称
（
略
称
）」
の
形
式

で
表
記
す
る
。
た
と
え
ば
、「
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
児
童
虐
待
防
止
法
）」
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
後
は
、
略
称
を
使
用
す
る
。
た
だ
し
、
章
が
変
わ
っ
て
使
用
す
る
場
合
な
ど
は
、
改
め
て
「
正
式
名
称
（
略

称
）」
を
述
べ
る
こ
と
が
あ
る
。
な
お
、
長
い
法
律
名
に
つ
い
て
は
、
適
宜
カ
ギ
カ
ッ
コ
で
く
く
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と

え
ば
、「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
と
い
う
具
合
で
あ
る
。

　

法
令
は
、
制
定
年
＋
法
令
番
号
で
表
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
五
年
法
律
第
一
四
四
号
）」
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
表
記
は
、
や
や
く
ど
い
し
、
読
み
に
く
い
。
そ
こ
で
、
本
書
で
は
、
条
文
を
引
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用
す
る
場
合
も
含
め
、
法
令
番
号
は
省
略
し
て
い
る
。
制
定
年
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
場
合
は
表
記
す
る
が
、
そ
れ
で
も
、

昭
和
、
平
成
と
期
間
の
通
算
が
し
に
く
い
こ
と
か
ら
、
原
則
と
し
て
西
暦
で
表
記
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
生
活
保
護

法
（
一
九
五
〇
年
）」
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
た
だ
し
、
国
の
通
知
類
な
ど
、
発
信
年
月
日
が
通
知
名
と
一
体
化
し
て
い

る
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
元
号
を
使
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
な
お
、
本
書
で
は
、
二
〇
一
六
年
通
常
国
会

（
二
〇
一
六
年
六
月
一
日
終
了
）
で
成
立
し
た
法
律
ま
で
織
り
込
ん
で
い
る
。

　

法
令
で
は
、「
又
は
」、「
及
び
」
と
い
う
よ
う
な
法
令
用
語
の
使
用
に
関
し
、
厳
密
な
ル
ー
ル
（
法
制
執
務
）
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
厳
密
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
一
般
に
は
読
み
づ
ら
く
わ
か
り
に
く
い
も
の
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
書
で
は
、
読
み
や
す
さ
や
わ
か
り
や
す
さ
を
優
先
し
、
法
令
条
文
を
直
接
か
っ
こ
書
き
で
引

用
す
る
場
合
以
外
で
は
、「
ま
た
は
」、「
お
よ
び
」
な
ど
と
ひ
ら
が
な
書
き
し
、
ま
た
、「
・
」、「
と
」、「
や
」
な
ど
の
接

続
詞
で
、
適
宜
置
き
換
え
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
厳
密
さ
を
損
な
う
お
そ
れ
も
あ
る
が
、
本
書
の
目
指
す
も
の
は
社
会
福

祉
行
政
法
の
「
大
づ
か
み
な
理
解
」
と
そ
の
運
用
実
態
の
観
察
（
お
よ
び
若
干
の
提
言
）
で
あ
っ
て
、
逐
条
的
な
解
説
で
は

な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
書
名
を
『
福
祉
行
政
の
基
礎

0

0

』
と
し
た
主
た
る
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

　

ま
た
、「
わ
か
り
や
す
さ
」
に
関
し
て
は
、
編
集
担
当
者
の
栁
澤
雅
俊
さ
ん
か
ら
実
に
的
確
な
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。

こ
う
し
た
成
果
が
現
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
栁
澤
さ
ん
と
の
対
話
の
お
陰
で
あ
る
。
謹
ん
で
感
謝
申
し
上
げ
る
。

二
〇
一
六
年
八
月

 

山
口　

道
昭
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第
一
章　

社
会
福
祉
と
行
政
法

一　
「
社
会
福
祉
の
行
政
法
」
と
は
？

1　

本
書
に
お
け
る
社
会
福
祉

　

(1)　

社
会
福
祉
と
は
何
か　
　
「
社
会
福
祉
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
非
常
に
幅
の
広
い
概
念
で
、
つ
か
み
ど
こ
ろ
が
な

い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
事
実
、
現
憲
法
が
「
社
会
福
祉
」（
二
五
条
二
項
）
の
用
語
を
使
用
す
る
前
、so

cial w
e
lfare

は
、

「
社
会
的
福
祉
」、「
社
会
の
福
祉
」
な
ど
と
訳
さ
れ
、
現
在
よ
り
も
非
常
に
広
範
な
概
念
だ
っ
た
（
百
瀬
〔
二
〇
〇
二
〕）。

　

も
っ
と
も
、
憲
法
が
「
社
会
福
祉
」
な
る
用
語
を
使
用
し
て
以
来
、
法
律
（
制
定
法
）
で
も
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
意
外
に
も
「
社
会
福
祉
」
と
い
う
用
語
を
法
律
の
条
文
の
な
か
で
初
め
て
使
用
し
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
社

会
福
祉
関
係
の
法
律
で
は
な
く
、
ほ
か
な
ら
ぬ
地
方
自
治
法
だ
っ
た
。
一
九
四
七
年
に
制
定
さ
れ
た
同
法
一
五
八
条
一
項

は
、
都
道
府
県
の
局
部
の
設
置
と
、
そ
れ
ら
が
担
任
す
る
事
務
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
都
の
民
生
局
と
道
府
県
の
民

生
部
の
担
任
す
る
事
務
と
し
て
「
社
会
福
祉
に
関
す
る
事
務
」
を
定
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
担
任
す
る
事
務
の
例
示
に
関
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す
る
規
定
は
、
一
九
九
一
年
改
正
法
ま
で
残
っ
て
い
た
。

　

本
書
に
お
い
て
も
「
社
会
福
祉
」
の
用
語
は
、
現
憲
法
と
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
具
体
化
す
る
各
種
の
法
律
と
同
様
の
意

味
で
使
用
す
る
。

　

た
と
え
ば
、
厚
生
労
働
省
設
置
法
で
は
、
厚
生
労
働
省
の
任
務
を
「
厚
生
労
働
省
は
、
国
民
生
活
の
保
障
及
び
向
上
を

図
り
、
並
び
に
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
、
社
会
福
祉
、
社
会
保
障
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

並
び
に
労
働

条
件
そ
の
他
の
労
働
者
の
働
く
環
境
の
整
備
及
び
職
業
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
」（
三
条
一
項
。
傍
点
は
筆
者

に
よ
る
）
と
定
め
、
傍
点
部
分
に
つ
い
て
は
、
憲
法
と
同
様
の
文
言
を
使
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
条
（
四
条
）
で
、

担
任
す
る
事
務
を
列
挙
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
事
務
は
、
傍
点
部
の
旧
厚
生
省
関
係
の
所
掌
事
務
と
、
旧
労
働
省
関
係
の
所
掌
事
務
（
労
働
条
件
そ
の
他
の
労

働
者
の
働
く
環
境
の
整
備
お
よ
び
職
業
の
確
保
）
を
併
せ
た
も
の
で
あ
り
、
膨
大
な
も
の
で
あ
る
。
前
者
に
限
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
数
は
多
く
、
本
書
で
す
べ
て
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

(2)　

本
書
で
取
り
上
げ
る
社
会
福
祉　
　

本
書
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
厚
生
労
働
省
が
担
任
す
る
事
務
の
う
ち
社
会
福

祉
に
関
係
す
る
も
の
を
主
と
し
、
こ
れ
に
社
会
保
障
に
関
係
す
る
も
の
を
必
要
な
限
り
で
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、

こ
の
よ
う
な
限
定
を
加
え
た
と
し
て
も
、
い
ま
だ
に
膨
大
な
事
務
が
存
在
す
る
分
野
で
あ
る
た
め
、
さ
ら
に
し
ぼ
り
込
む

こ
と
に
す
る
。
し
ぼ
り
込
み
の
視
点
は
、
自
治
体
と
り
わ
け
市
町
村
が
実
施
す
る
事
務
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ

る
。
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一　「社会福祉の行政法」とは？
　

社
会
福
祉
を
対
象
と
す
る
書
籍
は
数
多
い
が
、
社
会
福
祉
学
的
な
視
点
か
ら
は
、
事
務
を
ど
の
組
織
が
担
う
の
か
と

い
っ
た
点
に
着
目
す
る
の
で
は
な
く
、
国
・
都
道
府
県
・
市
町
村
を
通
じ
た
行
政
と
、
社
会
福
祉
法
人
な
ど
に
よ
っ
て
担

わ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
福
祉
行
政
の
仕
組
み
を
解
説
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
社
会
保
障
に
関
し
て
は
、
事

務
を
ど
の
よ
う
に
実
施
す
る
の
か
と
い
う
事
務
論
に
は
関
心
が
低
い
。
保
険
給
付
や
保
険
料
の
あ
り
方
を
論
ず
る
制
度
論

が
中
心
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
務
の
実
施
主
体
に
関
す
る
叙
述
は
、
そ
も
そ
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
、
本

書
で
は
、
事
務
の
実
施
主
体
と
し
て
の
市
町
村
や
都
道
府
県
と
い
っ
た
観
点
か
ら
社
会
福
祉
を
見
て
い
く
。

　

さ
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
事
務
の
範
囲
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
児
童
、
ひ
と
り
親
・
寡
婦
、
生
活
困
窮
者
に
関
す
る

各
種
福
祉
行
政
、
そ
し
て
、
地
域
福
祉
と
、
国
民
健
康
保
険
な
ど
の
地
域
医
療
行
政
で
あ
る
。
社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉

士
お
よ
び
精
神
保
健
福
祉
士
と
い
っ
た
資
格
関
係
事
務
は
、
取
り
上
げ
な
い
。
ま
た
、
年
金
保
険
や
医
療
保
険
に
も
厚
生

年
金
や
健
康
保
険
な
ど
そ
の
他
の
も
の
が
多
数
あ
る
が
、
市
町
村
で
は
こ
れ
ら
に
関
す
る
事
務
を
実
施
し
て
い
な
い
た
め
、

取
り
上
げ
な
い
。
さ
ら
に
、
主
に
都
道
府
県
が
実
施
し
て
い
る
、
監
査
・
監
督
事
務
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
な
い
。
こ
う

し
た
こ
と
か
ら
、
本
書
は
、
自
治
体
、
と
り
わ
け
市
町
村
に
お
け
る
社
会
福
祉
事
務
に
関
す
る
書
籍
だ
と
い
え
る
。

　

な
お
、
事
務
の
執
行
は
、
執
行
主
体
の
組
織
体
制
や
、
こ
れ
に
か
か
わ
る
行
政
職
員
の
問
題
も
欠
か
せ
な
い
と
考
え
る

た
め
、
併
せ
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
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第一章　社会福祉と行政法

2　

社
会
福
祉
の
行
政
法

　

(1)　

社
会
福
祉
事
業
と
自
治
体　
　

社
会
福
祉
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
国
・
都
道
府
県
・
市
町
村
と
い
っ
た
行
政

機
関
と
、
主
と
し
て
社
会
福
祉
法
人
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
。

　

社
会
福
祉
は
、
社
会
福
祉
法
に
よ
れ
ば
、「
社
会
福
祉
事
業
」
と
「
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
」
の
二
つ
に
よ
っ

て
推
進
さ
れ
る
（
一
条
）。
そ
し
て
、
前
者
の
社
会
福
祉
事
業
に
つ
い
て
は
、
同
法
が
定
義
し
て
い
る
（
二
条
）。
す
な
わ

ち
、
社
会
福
祉
事
業
は
、
第
一
種
社
会
福
祉
事
業
と
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
と
か
ら
な
る
。
こ
れ
ら
の
具
体
的
な
内
容
は
、

二
条
二
項
（
第
一
種
社
会
福
祉
事
業
）、
三
項
（
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
）
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
定
義
と
い
っ
て
も
、
明
示

的
に
考
え
方
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
。
主
と
し
て
入
所
施
設
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
事
業
が
第
一
種
社
会
福
祉
事
業
、

そ
の
他
通
所
施
設
等
で
提
供
さ
れ
る
事
業
が
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
だ
と
分
類
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
「
社
会
福
祉
事
業
」
と
「
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
」
は
、
と
も
に
「
事
業
」
で
あ
っ
て
権
力
的
な
行
政
作
用
で

は
な
い
。
そ
こ
で
、
基
本
的
に
、
行
政
機
関
で
あ
っ
て
も
民
間
機
関
で
あ
っ
て
も
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

社
会
福
祉
事
業
の
う
ち
、
第
一
種
社
会
福
祉
事
業
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
ま
た
は
社
会
福
祉
法
人
が
経
営
す
る
こ
と
を

原
則
と
し
て
い
る
（
六
〇
条
）。
逆
に
い
え
ば
、
そ
の
他
の
事
業
は
、「
国
、
地
方
公
共
団
体
ま
た
は
社
会
福
祉
法
人
」
以

外
で
あ
っ
て
も
実
施
が
可
能
で
あ
る
。

　

視
点
を
変
え
て
、
自
治
体
を
起
点
と
す
れ
ば
、
自
治
体
は
、
第
一
種
社
会
福
祉
事
業
を
含
む
社
会
福
祉
事
業
全
般
を
実

施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
行
政
機
関
と
し
て
の
「
固
有
の
資
格
」（
行
政
機
関
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
、
と
い
っ
た
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第
四
章　

社
会
福
祉
行
政
の
動
向

一　

社
会
福
祉
基
礎
構
造
改
革

1　

社
会
福
祉
基
礎
構
造
改
革
の
概
要

　

社
会
福
祉
基
礎
構
造
改
革
と
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
「
社
会
福
祉
の
増
進
の
た
め
の
社
会
福
祉
事
業
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
、
社
会
福
祉
分
野
に
関
す
る
法
制
度
改
革
の
こ
と
で
あ
る
。

　

社
会
福
祉
基
礎
構
造
改
革
前
の
社
会
福
祉
制
度
は
、
現
憲
法
の
制
定
を
機
に
構
築
さ
れ
た
法
制
度
が
基
盤
に
な
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
徐
々
に
社
会
福
祉
の
対
象
者
は
増
加
・
多
様
化
し
て
い
き
、
同
時
に
、
高
齢
化
社
会
の
進
展
に
よ
っ
て
、

医
療
・
年
金
・
介
護
を
中
心
に
し
た
社
会
保
障
・
社
会
福
祉
関
係
費
用
は
増
加
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
国
民
の
生
活
ス

タ
イ
ル
は
、
核
家
族
化
の
進
展
に
よ
っ
て
、
大
き
く
変
わ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
福
祉
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
激
変

し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
環
境
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
社
会
福
祉
制
度
の
基
盤
と
な
る
考
え
方
自
体
を
変
え
る
こ
と
が
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必
要
に
な
っ
た
。

　

厚
生
省
の
附
属
機
関
で
あ
っ
た
中
央
社
会
福
祉
審
議
会
の
社
会
福
祉
構
造
改
革
分
科
会
（
当
時
）
は
、
一
九
九
八
年
六

月
に
中
間
ま
と
め
を
発
表
し
、
同
年
一
二
月
に
追
加
意
見
を
提
出
し
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
法
案
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
、

制
定
さ
れ
た
法
律
が
、
冒
頭
に
述
べ
た
「
社
会
福
祉
の
増
進
の
た
め
の
社
会
福
祉
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法

律
」
で
あ
る
。
同
法
は
、
社
会
福
祉
事
業
法
（「
社
会
福
祉
法
」
に
題
名
改
正
）
の
改
正
を
中
心
に
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
、

知
的
障
害
者
福
祉
法
、
児
童
福
祉
法
、
民
生
委
員
法
、
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
お
よ
び
生
活
保
護
法
の

一
部
を
改
正
し
、
公
益
質
屋
法
を
廃
止
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　

社
会
福
祉
基
礎
構
造
改
革
に
伴
う
法
律
改
正
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
一
部
、
前
章
（
↓
六
1
）
で
社
会
福
祉
法
に
関
し

触
れ
た
が
、
ま
と
め
て
述
べ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

改
革
の
主
な
課
題
は
、
①
社
会
福
祉
の
量
の
拡
大
、
②
社
会
福
祉
の
質
の
向
上
、
③
福
祉
援
助
を
受
け
る
立
場
の
人
の

権
利
確
保
、
の
三
つ
だ
っ
た
。

　

第
一
に
、「
社
会
福
祉
の
量
の
拡
大
」
に
対
し
て
は
、
次
の
対
策
が
と
ら
れ
た
。

　

従
前
、
原
則
と
し
て
、
国
や
自
治
体
に
よ
っ
て
社
会
福
祉
施
設
の
運
営
や
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
行
わ
れ
、
直

接
の
支
援
や
援
助
は
、
社
会
福
祉
法
人
が
担
っ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
こ
の
改
革
で
は
、
障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
制
度
化
に
よ
っ
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
、
児
童
福
祉
法
（
障
害
児
関
係
）
に
基
づ
く
指
定
事

業
者
に
対
し
て
も
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
へ
の
参
入
を
可
能
に
し
た
。
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な
お
、
こ
の
時
点
（
二
〇
〇
〇
年
六
月
）
で
は
、
す
で
に
介
護
保
険
法
が
施
行
さ
れ
て
お
り
、
高
齢
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
に

関
し
て
は
、
広
範
な
範
囲
で
、
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
事
業
者
が
活
躍
し
て
い
た
。

　

第
二
に
、「
社
会
福
祉
の
質
の
向
上
」
に
対
し
て
は
、
次
の
対
策
が
と
ら
れ
た
。

　

ま
ず
、
事
業
者
が
行
う
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
自
己
評
価
な
ど
に
よ
る
質
の
向
上
で
あ
る
。
福
祉
専
門
職
に
つ
い
て
、
保
健

医
療
と
の
連
携
、
介
護
保
険
へ
の
対
応
、
全
体
の
資
質
向
上
な
ど
の
観
点
か
ら
教
育
課
程
の
見
直
し
や
、
サ
ー
ビ
ス
の
質

を
評
価
す
る
第
三
者
機
関
の
育
成
が
図
ら
れ
た
。

　

次
に
、
事
業
運
営
の
透
明
性
の
確
保
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
選
択
に
資
す
る
た
め
、
事
業
者
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
内
容
に

関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
、
財
務
諸
表
お
よ
び
事
業
報
告
書
の
開
示
を
社
会
福
祉
法
人
に
対
し
て
義
務
づ
け
る
、
国
・
自

治
体
に
よ
る
情
報
提
供
体
制
の
整
備
を
図
る
、
と
い
っ
た
措
置
が
な
さ
れ
た
。

　

第
三
に
、「
福
祉
援
助
を
受
け
る
立
場
の
人
の
権
利
確
保
」
に
対
し
て
は
、
次
の
対
策
が
と
ら
れ
た
。

　

ま
ず
、
地
域
福
祉
権
利
擁
護
制
度
が
創
設
さ
れ
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
援
助
事
業
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
こ
れ
は
、
認
知

症
高
齢
者
な
ど
自
己
決
定
能
力
の
低
下
し
た
者
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
を
支
援
す
る
た
め
、
民
法
の
成
年
後
見
制
度
を
補

完
す
る
仕
組
み
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
苦
情
解
決
の
た
め
の
新
た
な
仕
組
み
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
利
用
者
の
苦
情
や

意
見
を
幅
広
く
汲
み
上
げ
、
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
を
図
る
観
点
か
ら
、
社
会
福
祉
事
業
経
営
者
に
よ
る
苦
情
解
決
の
責
務
を

明
確
に
し
、
第
三
者
が
加
わ
っ
た
施
設
内
に
お
け
る
苦
情
解
決
の
仕
組
み
を
整
備
す
る
も
の
だ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
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の
方
法
で
の
解
決
が
困
難
な
事
例
に
備
え
、
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
に
、
苦
情
解
決
の
た
め
の
委
員
会
（
運
営
適
正

化
委
員
会
）
を
設
置
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　

ま
た
、
指
定
事
業
者
に
対
し
て
、
利
用
契
約
に
つ
い
て
の
説
明
と
、
書
面
交
付
の
義
務
づ
け
を
図
っ
た
。

2　

措
置
か
ら
契
約
へ

　

従
前
、
日
本
の
社
会
福
祉
は
、
対
象
者
に
一
定
の
（
抽
象
的
）
権
利
を
与
え
つ
つ
も
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
具
体
的

に
ど
う
い
っ
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
の
か
は
行
政
庁
が
決
定
す
る
と
い
う
「
措
置
制
度
」
を
採
用
し
て
き
た
（
↓
図
表

二
―

三
―

1
〔
六
三
頁
〕、
図
表
二
―

三
―

2
〔
六
四
頁
〕）。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
方
法
で
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
者
の
増
大
に
対
応
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き

た
。
こ
う
し
た
課
題
に
応
え
た
先
駆
け
が
、
高
齢
者
に
関
す
る
介
護
保
険
制
度
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
に
実
施
さ
れ
た
こ

の
制
度
の
下
で
は
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
と
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
関
係
は
、
契
約
に
よ
っ
て
築
か
れ
る
（
↓
図
表
二
―

三
―

6

〔
六
八
頁
〕）。
こ
う
し
た
仕
組
み
と
す
る
こ
と
で
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
（
指
定
事
業
者
）
は
、
爆
発
的
に
増
加
し
た
。

　

も
っ
と
も
、
二
〇
〇
〇
年
に
実
施
さ
れ
た
社
会
福
祉
基
礎
構
造
改
革
で
は
、
障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
は
担
い

手
を
拡
大
し
た
だ
け
で
措
置
制
度
は
維
持
さ
れ
た
。
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
は
、「
受
託
事
業
者
」
と
し
て
、
措
置
権
者
（
行

政
庁
）
の
委
託
に
基
づ
い
て
対
象
者
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
構
造
を
変
化
さ
せ
た
の
は
、
二
〇
〇
三
年
に
実
施
さ
れ
た
、
障
害
者
に
対
す
る
支
援
費
制
度
で
あ
る
。
こ
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第
五
章　

社
会
福
祉
行
政
と
地
方
分
権

一　

社
会
福
祉
と
国
の
責
任

1　

地
方
分
権
の
動
向

　

地
方
分
権
と
は
、
国
の
権
限
を
自
治
体
に
移
す
こ
と
で
あ
る
。
自
治
体
間
で
考
え
れ
ば
、
都
道
府
県
の
権
限
を
市
町
村

に
移
す
こ
と
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
、
自
治
体
の
活
動
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
（
量
の
分
権
）
と
、
自
由
に
活

動
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
（
質
の
分
権
）
の
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
改
革
は
、
一
九
九

〇
年
代
後
半
以
降
、
継
続
し
て
推
進
さ
れ
て
い
る
。

　

地
方
分
権
推
進
を
目
的
に
し
た
法
律
に
よ
る
改
革
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
地
方
分
権
改
革
の
時
期
を
二
つ
に
分
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
、
一
九
九
五
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
に
か
け
て
存
続
し
た
地
方
分
権
推
進
法
に
基
づ
く
改
革
で
あ

り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
に
か
け
て
存
続
し
た
地
方
分
権
改
革
推
進
法
に
基
づ
く
改
革
で
あ

る
。
現
在
、
前
者
の
こ
と
を
第
一
次
地
方
分
権
改
革
と
、
そ
し
て
、
後
者
の
こ
と
を
第
二
次
地
方
分
権
改
革
と
呼
ぶ
こ
と
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が
多
い
。

　

第
一
次
・
第
二
次
の
地
方
分
権
改
革
は
、「
一
括
法
」
と
い
う
形
式
で
、
多
く
の
法
律
を
一
括
し
て
改
正
す
る
こ
と
で

成
果
を
現
し
た
。
第
一
次
地
方
分
権
改
革
の
成
果
は
、
一
九
九
九
年
の
一
括
法
（
以
下
「
地
方
分
権
一
括
法
」
と
い
う
。
正
式

名
称
は
、「
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」）
に
結
実
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
次
地
方

分
権
改
革
の
成
果
は
、
二
〇
一
一
年
を
初
回
と
し
た
数
次
の
一
括
法
（
以
下
「
第
○
次
一
括
法
」
と
い
う
。
正
式
名
称
は
、「
地

域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」）
に
結
実
し
て
い
る
。

第
一
次
一
括
法
の
公
布
は
二
〇
一
一
年
五
月
、
第
二
次
一
括
法
の
公
布
は
同
年
八
月
、
第
三
次
一
括
法
の
公
布
は
二
〇
一

三
年
六
月
、
第
四
次
一
括
法
の
公
布
は
二
〇
一
四
年
六
月
、
第
五
次
一
括
法
の
公
布
は
二
〇
一
五
年
六
月
、
そ
し
て
、
第

六
次
一
括
法
の
公
布
は
二
〇
一
六
年
五
月
と
、
毎
年
の
よ
う
に
第
○
次
一
括
法
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
改
正
法
の
な
か
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
社
会
福
祉
関
係
の
法
律
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、

個
別
法
律
ご
と
に
改
正
状
況
を
見
て
き
た
が
、
各
法
律
の
「
一
九
九
九
年
改
正
法
」
は
、
ほ
と
ん
ど
が
地
方
分
権
一
括
法

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

2　

福
祉
分
野
の
地
方
分
権
に
関
す
る
論
点

　

福
祉
分
野
の
地
方
分
権
は
、
国
の
行
政
改
革
の
一
環
と
し
て
一
九
八
〇
年
代
か
ら
実
施
さ
れ
て
き
た
（
↓
図
表
五
―

一

―

1
）。
た
と
え
ば
、
一
九
八
六
年
の
法
改
正
で
は
、
自
治
体
で
行
う
保
育
所
や
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
措
置
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