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国
が
行
政
不
服
審
査
請
求
を
行
う
こ
と
の
適
格
性
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

去
る
五
月
十
三
日
の
農
林
水
産
委
員
会
に
お
い
て
、
本
職
が
行
っ
た
「
行
政
不
服
審
査
請
求
を
国
が
行
う
こ
と
の
適
格
性
等

に
関
す
る
質
問
等
」
に
対
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
答
弁
し
た
内
容
の
一
部
は
明
ら
か
に
不
適
切
な
い
し
違
法
と
思
わ
れ
る
部
分

が
見
受
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
限
ら
れ
た
質
問
時
間
で
あ
っ
た
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
予
定
し
て
い
た
質
問
全
て
を
行
う
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
お
尋
ね
す
る
。

一

「
国
は
審
査
請
求
及
び
執
行
停
止
申
立
を
行
う
資
格
を
有
す
る
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

（
一
）

公
益
の
代
表
者
と
し
て
公
権
力
を
行
使
す
る
機
関
と
い
う
立
場
か
ら
ど
う
か

①

名
護
市
辺
野
古
沿
岸
の
公
有
水
面
を
埋
め
立
て
て
、
新
た
な
米
軍
基
地
を
建
設
す
る
こ
と
は
、
公
益
に
適
合
し

て
い
る
か
。

②

そ
の
場
合
の
公
益
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。

③

そ
の
公
益
を
実
施
す
る
国
は
公
権
力
の
行
使
者
で
あ
っ
て
、
地
方
自
治
法
、
法
定
受
託
事
務
で
あ
る
水
産
資
源

保
護
法
、
沖
縄
県
漁
業
調
整
規
則
及
び
行
政
不
服
審
査
法
等
で
い
う
と
こ
ろ
の
一
般
私
人
や
国
民
と
は
全
く
異
な

一



る
立
場
で
は
な
い
か
。

④

国
と
県
は
、
両
方
と
も
公
益
の
代
表
者
で
は
な
い
か
。

⑤

今
回
、
審
査
請
求
や
執
行
停
止
申
立
を
行
っ
た
国
は
、
処
分
庁
で
あ
る
県
や
審
査
庁
で
あ
る
国
と
同
様
の
立
場

の
行
政
機
関
・
公
権
力
の
行
使
機
関
と
し
て
位
置
付
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

⑥

今
回
、
国
が
県
の
処
分
を
不
服
と
し
て
行
っ
た
審
査
請
求
や
執
行
停
止
申
立
は
行
政
機
関
同
士
の
紛
争
と
い
う

こ
と
に
な
る
た
め
、
行
政
不
服
審
査
法
の
立
法
の
趣
旨
や
経
緯
に
照
ら
し
た
場
合
、
国
は
審
査
請
求
や
執
行
停
止

申
立
を
行
う
資
格
は
有
し
て
い
な
い
と
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

（
二
）

「
行
政
機
関
相
互
の
関
係
で
は
ど
う
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

国
は
、
沖
縄
県
漁
業
調
整
規
則
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
が
「
国
の
機
関
と
一
般
私
人
を
問
わ
ず
一
様
に
適
用

さ
れ
る
規
制
で
あ
り
、
許
可
を
知
事
か
ら
得
る
に
当
た
り
、
特
権
的
立
場
あ
る
い
は
優
越
的
地
位
に
基
づ
き
そ
の
固

有
の
資
格
に
お
い
て
処
分
の
名
あ
て
人
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
般
私
人
と
同
様
の
立
場
に
立
っ
て
処
分
の
名
あ

て
人
と
な
っ
た
」
こ
と
か
ら
審
査
請
求
を
す
る
資
格
及
び
執
行
停
止
を
申
し
立
て
る
資
格
を
有
す
る
と
主
張
し
て
い

る
。

二



と
こ
ろ
で
、
地
方
自
治
法
で
は
、
法
定
受
託
事
務
に
つ
い
て
、
知
事
が
行
っ
た
処
分
に
つ
い
て
国
民
の
権
利
を
守

る
た
め
に
法
律
を
所
管
す
る
大
臣
に
審
査
請
求
で
き
る
と
い
う
特
例
を
設
け
て
い
る
。

ま
た
、
行
政
不
服
審
査
法
で
も
一
般
私
人
・
国
民
の
権
利
利
益
の
救
済
を
図
る
と
い
う
の
が
立
法
の
趣
旨
及
び
経

緯
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
地
方
自
治
法
及
び
行
政
不
服
審
査
法
は
、
一
般
私
人
・
国
民
と
行
政
庁
の
間
に
お
い
て
、
一
般
私
人
・

国
民
を
救
済
す
る
制
度
で
あ
る
し
、
国
と
都
道
府
県
の
関
係
は
、
一
般
私
人
・
国
民
と
行
政
の
関
係
で
は
な
く
、
行

政
機
関
相
互
の
関
係
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
国
が
一
般
私
人
・
国
民
と
同
様
の
立
場
で
審
査
請
求
や
執
行
停
止
申
立
を
行
う
こ
と
は
想
定
さ
れ

て
い
な
い
し
、
ま
し
て
や
、
沖
縄
県
漁
業
調
整
規
則
で
定
め
る
岩
礁
破
砕
の
許
可
手
続
き
に
お
い
て
国
の
機
関
と
一

般
私
人
が
同
様
な
許
可
手
続
き
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
盾
に
、
審
査
請
求
及
び
執
行
停
止
申
立
の
資
格
を
主
張
す
る

こ
と
は
、
法
の
想
定
外
の
隙
間
を
突
い
た
行
為
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

①

今
回
の
審
査
請
求
及
び
執
行
停
止
申
立
は
、
い
わ
ば
原
告
と
裁
判
官
が
同
一
の
裁
判
で
沖
縄
県
が
裁
か
れ
る
よ

う
な
も
の
で
あ
り
、
地
方
自
治
法
及
び
行
政
不
服
審
査
法
の
趣
旨
を
大
き
く
逸
脱
し
た
強
引
な
や
り
方
で
は
な
い

三



か
。

②

今
回
の
国
の
審
査
請
求
及
び
執
行
停
止
申
立
は
、
誰
が
見
て
も
公
平
性
・
公
正
性
に
欠
け
た
も
の
で
な
い
か
。

③

国
が
法
の
矛
盾
や
不
合
理
を
突
く
や
り
方
を
行
う
こ
と
は
不
適
切
で
は
な
い
か
。

④

形
式
的
に
見
て
も
実
質
的
に
見
て
も
、
今
回
の
国
の
主
張
は
不
当
で
は
な
い
か
。

⑤

上
記
①
か
ら
④
ま
で
の
質
問
を
踏
ま
え
る
と
、
国
は
、
審
査
請
求
や
執
行
停
止
申
立
を
行
う
資
格
は
有
し
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
。

二

「
審
査
請
求
・
執
行
停
止
申
立
の
前
に
是
正
の
指
示
か
代
執
行
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

「
知
事
の
違
法
な
処
分
」
を
理
由
と
す
る
な
ら
ば
、
水
産
資
源
保
護
法
及
び
沖
縄
県
漁
業
調
整
規
則
に
基
づ
く
岩
礁
破
砕

許
可
の
事
務
の
違
法
性
を
問
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

（
一
）

水
産
資
源
保
護
法
第
三
十
五
条
の
二
の
規
定
で
「
岩
礁
破
砕
許
可
の
事
務
」
は
法
定
受
託
事
務
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
法
定
受
託
事
務
の
処
理
が
違
反
し
て
い
る
か
否
か
を
問
う
な
ら
ば
、
ま
ず
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
五
条

の
七
の
規
定
に
基
づ
く
是
正
の
指
示
か
、
そ
の
後
の
手
続
き
で
あ
る
同
法
第
同
条
の
八
の
規
定
に
基
づ
く
代
執
行
の

手
続
き
を
取
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

四



（
二
）

な
ぜ
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
是
正
の
指
示
か
代
執
行
の
手
続
き
を
行
わ
な
か
っ
た
の
か
。

（
三
）

意
図
的
に
第
三
者
機
関
や
司
法
の
裁
決
を
避
け
た
の
で
は
な
い
か
。

（
四
）

今
回
、
な
ぜ
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
審
査
請
求
を
、
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
四

条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
執
行
停
止
申
し
立
て
を
そ
れ
ぞ
れ
行
っ
た
の
か
。

（
五
）

意
図
的
に
第
三
者
機
関
に
よ
る
裁
決
を
避
け
て
、
同
じ
国
と
国
で
話
し
合
え
る
裁
決
を
望
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。

三

「
国
が
審
査
請
求
を
行
う
こ
と
が
な
ぜ
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

（
一
）

国
が
行
政
不
服
審
査
請
求
を
行
っ
た
事
例
は
他
に
あ
る
か
。

（
二
）

本
職
は
事
例
が
な
い
若
し
く
は
極
め
て
少
な
い
と
承
知
し
て
い
る
が
、
な
ぜ
な
い
若
し
く
は
少
な
い
の
か
、
そ
の

理
由
を
明
ら
か
に
せ
よ
。

四

「
執
行
停
止
と
日
米
関
係
を
損
な
う
重
大
な
損
害
の
関
係
は
ど
う
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

仮
に
政
府
が
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
き
審
査
請
求
で
き
る
と
し
て
も
、
執
行
停
止
の
要
件
は
「
重
大
な
損
害
を
避
け
る

た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
時
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

（
一
）

こ
の
要
件
に
あ
て
は
ま
る
時
に
執
行
停
止
の
決
定
が
で
き
る
わ
け
だ
が
、
「
日
米
関
係
を
損
な
う
」
こ
と
が
な
ぜ

五



「
重
大
な
損
害
」
と
言
え
る
の
か
。

（
二
）

執
行
停
止
の
決
定
を
出
さ
な
い
と
、
な
ぜ
「
た
だ
ち
に
日
米
関
係
が
損
な
わ
れ
る
」
の
か
。

（
三
）

こ
の
場
合
の
「
重
大
な
損
害
」
の
性
質
、
程
度
及
び
規
模
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

（
四
）

何
を
も
っ
て
個
別
的
、
具
体
的
な
影
響
と
み
な
し
た
か
。

（
五
）

農
林
水
産
大
臣
は
、
沖
縄
県
知
事
の
指
示
の
執
行
停
止
を
命
じ
る
に
当
た
っ
て
、
審
査
請
求
人
で
あ
る
沖
縄
防
衛

局
長
が
申
し
立
て
た
防
衛
省
所
管
の
「
普
天
間
飛
行
場
の
危
険
性
の
除
去
」
と
外
務
省
所
管
の
「
日
米
間
の
外
交
防

衛
へ
の
重
大
な
損
害
」
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
し
て
、
理
由
と
し
て
認
め
決
定
し
た
が
、
そ
の
際
、
職
権
証
拠
調
べ

と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
、
ど
の
よ
う
な
証
拠
を
確
認
・
立
証
し
た
の
か
。

五

「
今
回
の
執
行
停
止
の
決
定
は
違
法
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

（
一
）

「
行
政
裁
量
の
統
制
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
ど
う
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

行
政
裁
量
を
統
制
す
る
た
め
に
、
近
年
は
司
法
審
査
の
手
法
と
し
て
、
判
断
過
程
の
統
制
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
判
断
過
程
の
中
で
も
、
考
慮
事
項
に
着
目
し
た
審
査
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
判
例
と
し
て
、
昭
和
四
十
八
年
七
月
十
三
日
東
京
高
裁
の
「
日
光
太
郎
杉
事
件
」
と
平
成
十
八
年
二
月
七
日

六



最
高
裁
の
「
学
校
施
設
使
用
許
可
と
考
慮
事
項
の
審
査
」
に
お
い
て
、
『
「
本
来
考
慮
に
容
れ
る
べ
き
で
は
な
い
事

項
を
考
慮
に
容
れ
た
・
・
・
・
・
」
た
め
に
、
行
政
庁
の
判
断
が
左
右
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
裁

量
判
断
の
方
法
な
い
し
そ
の
過
程
に
誤
り
が
あ
る
も
の
と
し
て
違
法
と
な
る
と
判
示
し
た
』
こ
と
等
が
あ
る
。

①

判
例
か
ら
す
れ
ば
、
正
し
く
今
回
農
林
水
産
大
臣
が
防
衛
省
及
び
外
務
省
の
所
管
事
項
を
理
由
と
し
て
沖
縄
県

知
事
の
指
示
の
執
行
停
止
を
命
じ
た
こ
と
は
、
行
政
裁
量
の
統
制
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
で
は
な
い
か
。

②

し
た
が
っ
て
、
今
回
の
農
林
水
産
大
臣
の
執
行
停
止
の
決
定
は
違
法
で
は
な
い
か
。

（
二
）

「
分
担
管
理
原
則
か
ら
す
れ
ば
ど
う
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

本
職
は
、
地
方
自
治
法
や
行
政
不
服
審
査
法
、
公
有
水
面
埋
立
法
等
が
国
と
一
般
私
人
、
国
民
を
明
確
に
区
分
し

て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
国
が
行
政
不
服
審
査
請
求
を
行
う
こ
と
は
本
来
で
き
な
い
も
の
と
解
し
て
い
る
。

仮
に
、
国
が
行
政
不
服
審
査
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
分
担
管
理
原
則
の
例
外
は

公
害
等
調
整
委
員
会
や
行
政
改
革
会
議
に
認
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
内
閣
法
第
三
条
に
基
づ
き
、
「
各
大
臣

は
、
主
任
の
大
臣
と
し
て
、
行
政
事
務
を
分
担
管
理
す
る
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
農
林
水
産
大

臣
が
本
職
の
質
問
に
対
し
て
今
回
行
っ
た
「
執
行
停
止
決
定
の
理
由
は
、
審
査
庁
の
所
掌
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は

七



な
い
」
と
の
答
弁
は
、
違
法
で
は
な
い
か
。

（
三
）

「
行
政
事
務
の
分
担
管
理
原
則
と
行
政
法
の
大
原
則
の
「
法
律
に
よ
る
行
政
」
原
則
か
ら
す
れ
ば
ど
う
か
」
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て

農
林
水
産
省
は
、
今
回
の
沖
縄
県
の
指
示
を
執
行
停
止
と
す
る
決
定
の
理
由
と
し
て
、
「
指
示
に
よ
り
工
事
が
大

幅
に
遅
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
普
天
間
飛
行
場
周
辺
住
民
に
対
す
る
危
険
性
や
騒
音
の
継
続
に
よ
る
損
害
、
日
米

両
国
間
の
信
頼
関
係
へ
の
悪
影
響
に
よ
る
外
交
・
防
衛
上
の
損
害
等
と
い
っ
た
回
復
困
難
で
重
大
な
損
害
が
生
じ
、

当
該
損
害
を
避
け
る
緊
急
性
が
あ
る
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
識
者
は
、
「
行
政
不
服
審
査
の
審
査
に
際
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
考
慮
で
き
る
こ
と
は
、
所
管
す

る
法
が
定
め
る
目
的
と
権
限
の
範
囲
内
に
限
ら
れ
る
。
法
と
何
の
関
係
も
な
い
他
の
法
律
が
定
め
る
目
的
を
考
慮
し

た
り
、
他
の
法
律
に
よ
り
他
の
行
政
機
関
に
与
え
ら
れ
て
い
る
権
限
を
考
慮
し
て
審
査
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
行
政

事
務
の
「
分
担
管
理
原
則
」
と
、
行
政
法
の
大
原
則
で
あ
る
「
法
律
に
よ
る
行
政
」
原
則
に
反
し
、
許
さ
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
今
回
の
農
林
水
産
大
臣
の
執
行
停
止
決
定
は
、
そ
の
理
由
か
ら
し
て
、
農
林
水
産
大
臣

が
審
査
庁
と
し
て
考
慮
で
き
る
範
囲
を
明
ら
か
に
超
え
た
「
瑕
疵
」
が
あ
り
無
効
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

八



つ
ま
り
、
沖
縄
県
知
事
が
処
分
を
行
う
根
拠
と
な
っ
た
水
産
資
源
保
護
法
で
は
、
そ
の
目
的
と
し
て
「
水
産
資
源

の
保
護
培
養
、
漁
業
の
発
展
に
寄
与
す
る
」
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
が
正
し
く
農
林
水
産
大
臣
の
所
管
事
務
で
あ
る

が
、
こ
れ
と
今
回
農
林
水
産
大
臣
が
主
張
の
理
由
と
し
て
挙
げ
た
「
普
天
間
飛
行
場
の
危
険
性
の
除
去
」
や
「
日
米

間
の
外
交
・
防
衛
へ
の
重
大
な
損
害
を
避
け
る
」
こ
と
は
何
の
関
係
も
な
い
し
、
こ
れ
ら
を
考
慮
す
る
権
限
は
水
産

資
源
保
護
法
及
び
農
林
水
産
大
臣
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

①

今
回
の
農
林
水
産
大
臣
の
執
行
停
止
決
定
は
、
行
政
事
務
の
「
分
担
管
理
原
則
」
と
、
行
政
法
の
大
原
則
で
あ

る
「
法
律
に
よ
る
行
政
」
原
則
か
ら
瑕
疵
が
あ
り
、
無
効
で
は
な
い
か
。

②

沖
縄
県
知
事
の
行
っ
た
工
事
停
止
の
指
示
は
有
効
に
生
き
続
け
て
お
り
、
継
続
さ
れ
て
い
る
工
事
は
指
示
違
反

が
発
生
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

六

「
沖
縄
県
知
事
の
指
示
は
法
律
上
の
処
分
に
当
た
る
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

去
る
三
月
二
十
三
日
、
沖
縄
県
知
事
は
、
沖
縄
県
漁
業
調
整
規
則
に
基
づ
き
許
可
し
た
岩
礁
破
砕
の
条
件
に
基
づ
き
、
沖

縄
防
衛
局
長
に
対
し
「
名
護
市
辺
野
古
沖
で
の
作
業
の
中
止
」
を
指
示
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
沖
縄
防
衛
局
長
は
、
知
事
の
指
示
が
違
法
な
処
分
で
あ
る
と
し
て
、
農
林
水
産
大
臣
に
対
し
、
地
方
自
治

九



法
第
二
百
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
い
て
審
査
請
求
を
、
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定

に
基
づ
い
て
執
行
停
止
の
申
し
立
て
を
そ
れ
ぞ
れ
行
っ
た
。

（
一
）

今
回
の
知
事
の
指
示
は
、
「
法
を
根
拠
と
す
る
優
越
的
地
位
に
基
づ
い
て
一
方
的
に
行
う
公
権
力
の
行
使
で
あ

り
、
・
・
・
・
権
利
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
法
効
果
を
有
す
る
も
の
」
に
該
当
す
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
か
ら
、
法

律
上
の
処
分
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
ど
う
か
。

（
二
）

農
林
水
産
大
臣
が
知
事
の
指
示
の
執
行
停
止
を
命
じ
た
決
定
書
で
は
、
知
事
の
指
示
を
「
海
底
面
の
現
状
を
変
更

す
る
行
為
の
全
て
を
停
止
す
る
こ
と
を
命
じ
」
、
「
義
務
付
け
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
」
、
「
任
意
で
工
事
の

停
止
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
、
簡
単
に
処
分
性
を
肯
定
し
て
い
る
が
、
あ
ま
り
に
も
説
明
不

足
で
便
宜
的
で
は
な
い
か
。

（
三
）

上
記
（
一
）
及
び
（
二
）
の
質
問
を
踏
ま
え
る
と
、
今
回
の
知
事
の
指
示
を
法
律
上
の
「
処
分
に
当
た
る
」
と
い

う
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
が
ど
う
か
。

七

「
岩
礁
破
砕
の
解
釈
を
県
に
委
ね
て
き
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

（
一
）

国
は
、
「
岩
礁
の
破
砕
」
の
解
釈
と
し
て
、
山
口
県
水
産
部
長
か
ら
の
照
会
に
対
す
る
水
産
庁
沿
岸
課
長
の
回
答

一
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に
お
い
て
「
海
域
に
お
け
る
地
殻
の
隆
起
形
態
を
変
化
さ
せ
る
行
為
」
を
挙
げ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
水
産
庁
は
、
「
都
道
府
県
漁
業
調
整
規
則
例
（
平
成
十
二
年
六
月
十
五
日
付
け
一
二

水
管
第
一
四
二
六
号
水
産
庁
長
官
通
知
）
に
あ
る
「
漁
場
内
の
岩
礁
破
砕
等
の
許
可
」
第
四
十
九
条
中
「
岩
礁
を
破

砕
し
」
等
の
文
言
」
は
、
概
念
的
に
説
明
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
を
裏
打
ち
す
る
行
為
と
し
て
、
水
産
庁
担
当
部
局
か
ら
沖
縄
県
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
「
当
該
条
項

（
岩
礁
を
破
砕
し
）
の
具
体
的
運
用
に
つ
い
て
は
、
地
元
の
実
情
に
即
し
て
、
具
体
的
な
事
例
を
示
す
こ
と
な
ど
が

予
定
さ
れ
て
い
る
」
と
の
説
明
を
繰
り
返
し
行
っ
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
ど
う
か
。

（
二
）

我
が
国
は
、
東
西
南
北
に
広
大
な
範
囲
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
多
彩
な
生
物
や
自
然
、
地
相
等
か
ら
成
り
立
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
自
然
環
境
を
一
律
に
規
定
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
農
林
水
産
省
は
、
こ
れ
ま
で
法
定
受
託
事
務
で
あ
る
水
産
資
源
保
護
法
及
び
各
都
道
府
県
の
漁
業
調

整
規
則
に
対
す
る
国
の
関
与
の
あ
り
方
と
方
法
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
に
基
づ
き
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
必
要
な
最
小
限
度
の
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
の
自
主
性
及
び
自
立
性
に
配
慮
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る

が
ど
う
か
。

一
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（
三
）

国
は
、
法
及
び
規
則
で
定
め
る
規
定
や
そ
の
運
用
は
、
地
域
の
自
然
環
境
や
実
態
を
熟
知
し
て
い
る
都
道
府
県
に

委
ね
、
農
林
水
産
省
は
あ
く
ま
で
も
例
示
的
・
概
念
的
な
説
明
・
指
導
・
通
知
を
行
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
が
ど
う

か
。

（
四
）

今
回
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
無
許
可
で
の
サ
ン
ゴ
礁
の
破
壊
な
い
し
そ
の
蓋
然
性
が
高
い
」
と
い
う
こ
と
は
、

沖
縄
県
漁
業
調
整
規
則
及
び
岩
礁
破
砕
等
の
許
可
に
関
す
る
取
り
扱
い
方
針
で
規
定
す
る
「
岩
礁
破
砕
の
対
象
」
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
は
な
い
か
。

（
五
）

四
月
一
日
の
外
務
委
員
会
や
、
安
全
保
障
委
員
会
に
お
け
る
複
数
の
委
員
か
ら
の
質
問
に
対
し
、
国
が
「
そ
も
そ

も
岩
礁
破
砕
に
当
た
ら
な
い
行
為
で
あ
る
」
と
の
答
弁
を
行
っ
た
こ
と
は
、
沖
縄
県
が
サ
ン
ゴ
礁
を
岩
礁
破
砕
の
対

象
と
し
て
い
る
こ
と
を
許
可
申
請
前
に
も
、
そ
し
て
申
請
手
続
き
の
一
連
の
手
続
き
に
お
い
て
も
十
分
承
知
の
上
で

申
請
に
お
よ
び
、
許
可
を
得
、
そ
し
て
条
件
に
基
づ
い
て
「
粛
々
」
と
工
事
を
進
め
て
き
た
こ
と
と
の
関
係
で
考
え

れ
ば
、
自
己
矛
盾
で
な
い
か
。

八

「
裁
決
が
な
ぜ
長
引
い
て
い
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

沖
縄
防
衛
局
が
提
出
し
た
執
行
停
止
申
立
書
及
び
審
査
請
求
書
は
、
重
複
す
る
部
分
は
あ
る
も
の
の
、
本
文
で
二
種
類
、

一
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十
四
ペ
ー
ジ
、
資
料
で
二
十
四
種
類
、
四
百
三
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
膨
大
な
資
料
で
あ
る
。

一
方
、
沖
縄
県
が
提
出
し
た
「
執
行
停
止
に
関
す
る
意
見
書
」
も
、
理
由
書
で
十
八
ペ
ー
ジ
、
資
料
で
百
三
十
九
ペ
ー
ジ

に
及
ん
で
お
り
、
こ
れ
も
ま
た
膨
大
な
資
料
で
あ
る
。

沖
縄
防
衛
局
及
び
沖
縄
県
双
方
か
ら
提
出
さ
れ
た
こ
の
膨
大
な
書
類
を
、
国
は
、
僅
か
六
日
足
ら
ず
で
精
査
・
調
査
・
立

証
し
執
行
停
止
の
方
針
を
決
定
し
た
わ
け
で
あ
る
。
尋
常
で
は
な
い
事
務
処
理
能
力
で
あ
る
と
高
く
評
価
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
の
事
務
処
理
を
見
る
と
、
沖
縄
県
か
ら
の
弁
明
書
が
四
月
二
十
二
日
に
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、

今
日
ま
で
既
に
二
カ
月
余
も
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
向
に
国
は
、
裁
決
に
及
ぶ
気
配
を
示
し
て

い
な
い
。
む
し
ろ
、
沖
縄
防
衛
局
に
、
沖
縄
県
が
提
出
し
た
弁
明
書
に
対
す
る
反
論
書
の
提
出
を
求
め
た
り
、
沖
縄
県
に
再

弁
明
書
の
提
出
を
求
め
る
な
ど
し
て
お
り
、
引
き
伸
ば
し
を
講
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
状
況

で
あ
る
。

沖
縄
県
知
事
が
弁
明
書
を
提
出
す
る
際
に
「
一
か
月
以
内
の
裁
決
を
求
め
た
」
要
望
な
ど
聞
く
耳
を
待
た
な
い
有
様
で
あ

る
。こ

の
ま
ま
裁
決
が
引
き
伸
ば
さ
れ
る
な
ら
ば
、
沖
縄
県
が
今
後
講
じ
る
で
あ
ろ
う
裁
判
の
提
起
や
県
民
の
思
い
を
達
成
す

一
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る
た
め
の
様
々
な
方
策
に
影
響
が
生
じ
か
ね
な
い
し
、
日
時
の
経
過
と
と
も
に
事
情
裁
決
が
成
さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
り
、

埋
め
立
て
工
事
が
進
む
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

（
一
）

な
ぜ
裁
決
が
こ
れ
ほ
ど
長
引
い
て
い
る
の
か
。

（
二
）

国
の
尋
常
で
は
な
い
事
務
処
理
能
力
か
ら
す
れ
ば
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
。

（
三
）

知
事
の
指
示
の
執
行
停
止
を
命
じ
る
と
き
に
、
沖
縄
防
衛
局
の
要
望
を
受
け
て
極
め
て
短
時
間
で
処
理
し
た
こ
と

を
考
え
る
と
、
あ
ま
り
に
も
不
公
平
、
片
手
落
ち
で
は
な
い
か
。

（
四
）

そ
れ
と
も
国
は
事
情
裁
決
が
出
さ
れ
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
の
か
。

な
お
、
今
回
、
質
問
は
、
各
項
目
毎
に
番
号
や
細
分
化
し
た
番
号
を
割
り
振
っ
て
行
っ
た
が
、
答
弁
は
一
括
し
て
行
う
の
で

は
な
く
、
個
別
の
質
問
ご
と
に
、
具
体
的
な
答
弁
を
頂
く
こ
と
を
お
願
い
す
る
。

右
質
問
す
る
。
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