
平
成
三
十
一
年
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日
提
出
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問

第

八

四

号

「
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
」
の
運
用
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書提

出

者

岡

島

一

正
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「
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
」
の
運
用
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
」
（
以
下
、
景
表
法
と
略
す
）
の
運
用
に
関
し
、
あ
る
健
康
食
品
会
社
が
行
政
処
分

の
取
り
消
し
を
求
め
て
消
費
者
庁
を
提
訴
し
た
と
業
界
紙
が
報
じ
た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
措
置
命
令
の
対
象
と
さ
れ
た
広
告
表
現
は
「
言
葉
狩
り
」
で
あ
り
、
健
康
食
品
各
社
は
基
準
の
不
明
瞭
な

言
葉
狩
り
に
よ
っ
て
商
行
為
が
著
し
く
萎
縮
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
。

広
告
表
現
の
自
由
も
憲
法
の
保
障
す
る
「
表
現
の
自
由
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
確
立
し
た
判
例
で
あ
る
。
ま
た
、
報
じ
ら
れ

た
よ
う
に
「
言
葉
狩
り
」
に
よ
っ
て
、
特
定
の
分
野
の
事
業
活
動
を
広
く
阻
害
す
る
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
な
ら
ば
、
憲
法

の
保
障
す
る
「
営
業
の
自
由
」
へ
の
侵
害
の
恐
れ
も
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。

む
ろ
ん
、
広
告
表
現
や
商
行
為
は
、
公
益
に
よ
り
一
定
の
制
限
に
服
す
べ
き
こ
と
も
確
立
し
た
法
解
釈
で
あ
る
か
ら
、
前
記

訴
訟
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
問
題
点
は
、
景
表
法
の
運
用
の
現
場
に
お
い
て
、
法
適
用
の
基
準
が
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
り
、

恣
意
的
に
な
っ
て
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

原
則
と
し
て
自
由
で
あ
る
べ
き
行
為
を
過
度
に
萎
縮
さ
せ
、
結
果
的
に
行
政
に
よ
る
統
制
下
に
置
い
て
し
ま
う
よ
う
な
事

態
、
い
わ
ば
自
由
主
義
の
自
殺
と
も
言
う
べ
き
事
態
を
引
き
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
。

一



も
と
よ
り
、
係
争
中
の
事
件
の
司
法
判
断
に
容
喙
す
る
意
図
は
無
い
が
、
上
記
事
件
は
、
立
法
の
目
的
と
実
際
の
運
用
の

ギ
ャ
ッ
プ
と
い
う
、
立
法
府
と
し
て
極
め
て
興
味
深
い
テ
ー
マ
に
気
付
く
契
機
と
な
っ
た
た
め
、
実
際
の
法
の
運
用
状
況
に
つ

い
て
若
干
の
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
て
、
知
見
を
深
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

当
職
は
、
健
康
食
品
等
一
般
に
関
す
る
景
表
法
の
運
用
状
況
に
問
題
は
な
い
か
明
ら
か
に
す
べ
き
と
判
断
し
た
た
め
、
以

下
、
質
問
す
る
。

一

景
表
法
の
規
制
目
的
は
、
誤
解
を
与
え
る
よ
う
な
表
示
を
し
て
い
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
か
ら
一
般
消
費
者
を
守
る
こ
と
に

あ
り
、
平
易
に
言
う
な
ら
ば
、
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
よ
り
良
く
み
せ
よ
う
と
し
た
結
果
、
消
費
者
に
誤
解
を
与
え
、
実
際
の

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
と
本
来
思
っ
て
い
た
も
の
と
大
幅
に
内
容
が
異
な
る
弊
害
を
避
け
る
た
め
、
と
理
解
す
る
が
、
こ
の
理
解

に
間
違
い
は
な
い
か
。

二

景
表
法
の
規
制
目
的
は
、
一
般
消
費
者
保
護
に
あ
る
の
に
、
実
際
に
消
費
者
庁
に
不
当
表
示
で
あ
る
と
持
ち
込
ま
れ
る
案

件
は
、
一
般
消
費
者
か
ら
の
苦
情
は
ご
く
少
数
で
、
大
半
が
他
の
業
者
か
ら
の
情
報
提
供
で
あ
り
、
業
者
間
の
足
の
引
っ
張

り
合
い
に
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
話
を
耳
に
し
た
。

も
し
、
景
表
法
が
業
者
間
の
争
い
の
道
具
と
な
っ
て
い
る
実
態
が
あ
る
と
す
れ
ば
由
々
し
き
事
態
で
あ
る
。

二



そ
こ
で
、
不
当
表
示
に
関
す
る
情
報
提
供
に
つ
い
て
、
一
般
消
費
者
か
ら
の
苦
情
と
他
の
事
業
者
か
ら
の
情
報
提
供
の
割

合
は
い
か
ほ
ど
か
確
認
し
た
い
、
何
割
と
い
う
概
数
で
も
構
わ
な
い
の
で
回
答
を
求
め
る
。

三

精
力
的
に
消
費
者
庁
に
情
報
提
供
し
て
い
る
業
者
や
団
体
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
行
政
処
分
の
端
緒
と
な
っ
て
い
る
と
い
う

情
報
も
あ
る
。
具
体
名
は
差
し
控
え
る
が
、
公
益
社
団
法
人
、
ま
た
は
そ
の
中
心
を
な
す
事
業
者
が
、
非
加
盟
の
業
者
を
狙

い
撃
ち
に
し
て
い
る
と
い
う
噂
ま
で
も
が
聞
こ
え
て
き
た
。

情
報
提
供
は
、
不
適
切
な
広
告
の
存
在
を
知
る
貴
重
な
端
緒
で
は
あ
る
も
の
の
、
景
表
法
の
適
用
が
特
定
の
業
者
や
団
体

か
ら
の
情
報
提
供
に
偏
っ
て
運
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
当
該
法
人
と
消
費
者
庁
が
慣
れ
合
っ
て
他
の
事
業
者
を
圧
迫
し
て
い
る

と
の
疑
念
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
に
、
つ
と
め
て
襟
を
正
す
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
複
数
の
案
件
を
持
ち
込
む
業
者
や
団
体
は
あ
る
か
回
答
を
求
め
る
。

ま
た
、
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
ら
の
数
を
あ
わ
せ
て
お
答
え
頂
き
た
い
。

四

商
業
広
告
に
お
い
て
は
、
最
終
的
な
内
容
は
広
告
主
が
決
め
る
と
し
て
も
、
法
的
な
チ
ェ
ッ
ク
、
と
り
わ
け
、
広
告
が
不

当
表
示
で
あ
る
か
否
か
と
い
っ
た
点
は
、
広
告
代
理
店
や
掲
載
媒
体
が
主
導
し
て
行
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
広
告
の
製
作
過
程
を
考
慮
す
る
と
、
景
表
法
違
反
が
問
わ
れ
る
場
合
、
違
反
広
告
の
拡
散
の
主
因
は
チ
ェ
ッ

三



ク
の
甘
い
広
告
代
理
店
や
掲
載
媒
体
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
う
る
が
、
違
反
広
告
を
世
に
出
し
た
広
告
代
理
店

や
掲
載
媒
体
に
対
す
る
指
導
や
処
分
は
存
在
す
る
か
否
か
、
回
答
を
求
め
る
。

五

商
品
の
メ
リ
ッ
ト
を
訴
え
た
い
事
業
者
と
い
え
ど
も
、
景
表
法
の
解
釈
適
用
に
つ
い
て
は
一
般
消
費
者
同
様
に
素
人
で
あ

る
。
い
か
な
る
場
合
に
景
表
法
違
反
と
さ
れ
る
の
か
、
明
確
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
線
引
き
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
広
告
表
現

を
全
面
禁
止
さ
れ
る
に
も
等
し
い
萎
縮
的
効
果
が
生
じ
る
。

法
適
用
の
実
態
に
つ
い
て
冒
頭
で
触
れ
た
訴
訟
外
の
事
業
者
か
ら
若
干
の
聞
き
取
り
を
行
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
景
表
法
第

五
条
第
三
号
に
定
め
る
「
商
品
又
は
役
務
の
取
引
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
一
般
消
費
者
に
誤
認
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
表

示
」
の
規
定
の
適
用
に
関
し
、
「
全
体
の
印
象
か
ら
み
て
誤
認
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
の
で
違
反
」
と
さ
れ
た
事
例
も
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。

し
か
し
、
「
全
体
の
印
象
」
と
い
う
曖
昧
か
つ
抽
象
的
な
判
断
手
法
は
、
処
分
を
受
け
る
危
険
を
負
う
者
の
行
為
規
範
と

な
る
べ
き
目
安
を
何
ら
提
示
し
て
は
い
な
い
。

さ
ら
に
、
処
分
を
判
断
す
る
担
当
者
の
恣
意
性
の
排
除
も
困
難
で
あ
り
、
同
様
の
行
為
に
つ
い
て
は
同
様
に
処
遇
さ
れ
る

べ
き
と
い
う
法
の
解
釈
適
用
の
安
定
性
も
担
保
さ
れ
な
い
。

四



こ
の
よ
う
な
解
釈
適
用
の
あ
り
か
た
は
、
例
え
る
な
ら
刑
法
の
適
用
に
お
い
て
「
全
体
と
し
て
悪
人
に
見
え
る
か
ら
ひ
と

ま
ず
逮
捕
し
よ
う
」
と
い
う
運
用
が
な
さ
れ
る
に
等
し
い
。

何
が
悪
い
の
か
が
事
前
に
示
さ
れ
ず
、
当
局
の
裁
量
次
第
で
自
在
に
取
締
り
で
き
る
制
度
に
堕
す
る
可
能
性
が
懸
念
さ
れ

る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
曖
昧
模
糊
た
る
理
由
を
も
っ
て
行
政
処
分
を
課
す
る
こ
と
は
、
本
来
自
由
な
経
済
活
動
や
広
告
表
現

を
全
面
的
に
萎
縮
さ
せ
る
、
過
度
に
広
範
な
規
制
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
明
確
性
を
欠
く
規
制
と
し
て
罪
刑
法
定
主

義
に
反
す
る
懸
念
も
生
じ
る
。

「
全
体
の
印
象
」
で
の
判
断
が
罪
刑
法
定
主
義
に
反
し
な
い
ほ
ど
に
明
確
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
と
と
も

に
回
答
を
求
め
る
。

六

景
表
法
は
、
広
告
を
行
う
業
者
へ
の
制
裁
が
本
旨
で
は
な
く
、
消
費
者
保
護
の
た
め
に
広
告
内
容
の
適
切
さ
を
維
持
す
る

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
業
者
や
広
告
代
理
店
が
道
を
誤
ら
ぬ
よ
う
に
、
消
費
者
庁
が
広
告
内
容
の
適
不
適
に
つ
い
て
相
談
に

乗
っ
た
り
指
導
を
行
う
よ
う
な
ケ
ア
が
あ
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。

さ
も
な
い
と
不
意
打
ち
規
制
と
、
事
業
者
に
受
け
止
め
ら
れ
る
状
況
が
続
く
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

そ
こ
で
、
景
表
法
の
遵
守
を
徹
底
す
る
た
め
の
相
談
や
指
導
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
、
回
答
を
求
め
る
。

五



も
し
、
指
導
や
注
意
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
も
あ
わ
せ
て
ご
回
答
頂
き
た
い
。

逆
に
、
指
導
や
注
意
等
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
案
件
に
占
め
る
大
ま
か
な
割
合
も
回
答
頂
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。

六


