
親
権
制
度
改
善
の
た
め
の
民
法

お
よ
び
児
童
福
祉
法
改
正
に
つ

い
て
の
意
見

昭
和
五
十
五
年
一
月

全
社
協
・
養
護
施
設
協
議
会

－
、
総
論
（
養
護
施
設
児
童
に
対
す
る
親
に
よ
る
人
権
侵
害
の
実
態
を
中
心
と
し
て
）

養
護
施
設
は
児
童
福
祉
法
に
拠
る
児
童
福
祉
施
設

と
し
て
、
全
国
五
三
二
の
施
設
が
三
一
、
二
七
六
人

の
子
ど
も
達
（
昭
和
五
三
年
一
〇
月
現
在
、
厚
生
省

調
査
）
の
た
め
に
日
夜
養
護
を
継
続
し
て
い
ま
す

が
、
そ
の
親
達
の
状
況
は
戦
前
の
孤
児
院
時
代
や
、

戦
後
の
戦
災
孤
児
等
収
容
時
期
と
は
非
常
に
異
っ
た

様
相
を
呈
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
厚
生
省
調
査

（
昭
和
五
二
年
一
二
月
）
で
明
ら
か
な
通
り
、
親
の

行
方
不
明
、
離
婚
、
棄
児
、
虐
待
、
酷
使
、
放
任
、

怠
惰
、
長
期
拘
禁
、
性
格
異
常
、
精
神
障
害
に
基
く

施
設
入
所
が
六
五
・
三
％
の
高
率
を
占
め
、
し
か
も

増
加
の
傾
向
を
示
し
て
い
ま
す
。

ま
た
当
協
議
会
が
昨
年
五
月
に
実
施
い
た
し
ま
し

た
実
態
調
査
に
よ
り
ま
す
と
、
養
護
施
設
児
童
の
三

三
％
は
そ
の
親
（
養
．
継
父
母
を
含
む
）
に
よ
る
直

接
的
暴
力
、
遺
棄
、
放
任
、
過
干
渉
、
性
的
暴
力
等

に
よ
り
、
小
さ
い
生
命
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
を
始

め
、
健
全
な
心
身
発
達
を
阻
害
す
る
重
大
な
人
権
侵

害
の
事
実
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。

（
別
添
資
料
参
照
）

こ
う
し
た
痛
ま
し
い
事
実
が
発
生
す
る
根
源
に
は

個
人
的
な
ら
び
に
社
会
的
な
諸
種
の
諸
要
因
が
重
層

的
に
存
在
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
最

も
大
き
な
要
因
の
一
つ
と
し
て
現
行
民
法
の
親
権
に

関
す
る
規
程
を
始
め
、
児
童
福
祉
法
等
関
係
法
令
な

ら
び
に
そ
の
運
用
面
が
子
の
福
祉
に
細
か
い
配
慮
が

な
く
、
逆
に
親
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
許
容
さ
れ
る
と
い

う
親
中
心
の
ま
ま
に
多
年
に
亘
っ
て
推
移
し
て
い
る

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

即
ち
、
親
権
制
度
が
父
権
か
ら
親
権
へ
、
親
権
か

ら
後
見
へ
と
、
ま
た
、
家
の
た
め
か
ら
親
の
た
め
、

そ
し
て
子
の
た
め
の
親
権
へ
と
諸
外
国
の
場
合
歴
史

的
経
過
を
辿
っ
て
お
り
、
わ
が
国
で
も
そ
の
よ
う
な

経
過
を
一
応
辿
っ
て
き
て
は
い
る
も
の
の
、
現
行
民

法
の
親
権
規
定
と
そ
の
運
用
は
依
然
と
し
て
親
中
心

の
色
合
い
が
濃
く
、
ま
た
子
の
権
利
を
守
る
た
め
の

木
目
の
細
か
さ
を
欠
い
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
法
制
審
議
会
の
改
正
意
見
が
昭
和
三

十
四
年
以
降
、
意
見
留
保
の
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
と
共
に
こ
れ
を
諸
外

国
の
現
行
親
子
法
と
比
較
す
れ
ば
一
層
明
瞭
で
あ

り
、
更
に
こ
れ
に
関
し
て
わ
が
国
の
多
く
の
法
学
者

や
実
務
家
が
改
正
を
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。一

方
、
わ
が
国
の
子
ど
も
の
福
祉
に
関
す
る
基
本

法
と
も
い
う
べ
き
児
童
福
祉
法
は
、
そ
の
冒
頭
に
お

い
て
「
児
童
育
成
の
責
任
」
を
明
示
し
（
第
一
条
）
、

さ
ら
に
こ
れ
を
「
児
童
福
祉
保
障
の
原
理
」
と
し
、

こ
の
「
原
理
」
は
す
べ
て
児
童
に
関
す
る
法
令
の
施

行
に
あ
た
っ
て
常
に
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
第
三
条
）
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
規

定
が
現
行
民
法
と
十
分
な
整
合
を
み
て
い
る
と
は
い

え
ず
、
児
童
福
祉
法
自
体
に
も
、
こ
の
原
理
を
守
る

た
め
に
改
正
を
要
す
る
諸
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
せ

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

国
際
児
童
年
を
経
過
し
、
児
童
福
祉
の
国
際
化
が

今
後
も
一
層
進
展
し
て
い
く
な
か
で
、
国
際
比
較
の

上
で
も
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
わ
が
国
の
親
権
制
度
が

一
日
も
早
く
改
善
せ
ら
れ
、
児
童
に
と
っ
て
不
幸
な

事
態
が
一
件
で
も
多
く
未
然
に
防
止
さ
れ
る
こ
と
を

願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

二
、
現
行
民
法
お
よ
び
児
童
福
祉
法
の
改
正
に
つ
い
て
の
具
体
的
意
見

（
一
）
民
法
第
八
三
四
条
「
親
権
喪
失
の
宣
告
」
に
関

し
て
、
父
又
は
母
が
親
権
を
濫
用
し
、
又
は
著
し
く

不
行
跡
で
あ
る
と
き
と
い
う
条
文
の
内
容
を
、
長
期

に
わ
た
る
行
方
不
明
、
放
任
に
よ
る
監
護
不
在
、
長

期
又
は
し
ば
し
ば
の
受
刑
等
に
よ
る
監
護
不
適
当
な

ど
具
体
的
に
例
示
し
、
親
権
行
使
の
不
適
当
な
状
況

に
お
い
て
、
一
時
停
止
、
喪
失
、
剥
奪
な
ど
の
程
度

に
応
じ
た
段
階
的
措
置
を
法
制
化
さ
れ
た
い
こ
と
。

（
理
由
）
　
親
権
喪
失
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
判
例

で
は
、
著
し
い
虐
待
、
性
的
加
害
、
暴
行
あ
る
い
は

母
子
家
庭
の
母
の
不
行
跡
な
ど
が
あ
る
が
、
今
日
、

養
護
施
設
入
所
児
童
の
う
ち
昭
和
五
二
年
厚
生
省
調

査
に
よ
る
と
二
八
・
七
％
は
両
親
又
は
片
親
の
行
方

不
明
に
よ
る
監
護
不
在
で
あ
る
。
又
今
回
の
当
全
社

協
養
護
施
設
協
議
会
の
調
査
に
よ
れ
ば
（
別
添
資
料
）

親
や
保
護
者
の
児
童
に
対
す
る
人
権
侵
害
は
暴
力
．

暴
行
に
よ
る
家
庭
破
壊
、
放
任
、
過
干
渉
、
薬
害
．

精
神
障
害
な
ど
に
よ
る
虐
待
、
性
的
加
害
な
ど
調
査

児
童
の
三
三
％
に
も
及
ん
で
い
る
。

こ
う
し
た
事
態
と
親
の
親
権
意
識
が
自
己
都
合
の

み
に
走
り
、
子
の
意
志
を
無
視
し
て
、
虐
待
児
の
入
所

拒
否
や
一
方
的
引
取
り
の
強
要
な
ど
児
童
の
福
祉
の

確
立
と
人
権
保
障
に
重
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

諸
外
国
に
お
け
る
親
子
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史

・
制
度
の
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
（
別
添
資
料
）
フ
ラ

ン
ス
民
法
を
始
め
と
し
て
親
権
の
濫
用
、
監
護
不
適

を
具
体
的
に
あ
げ
、
そ
の
制
限
を
明
確
に
し
て
い

る
。
我
国
に
お
い
て
も
表
題
の
如
く
、
第
八
三
四
条

に
具
体
的
な
制
限
事
由
を
明
記
す
る
こ
と
を
提
案
す

る
。（

二
）
民
法
第
八
二
〇
条
「
監
護
教
育
の
権
利
義
務
」

に
二
項
を
加
え
、
児
童
福
祉
法
第
二
八
条
一
項
三
号

の
措
置
に
よ
る
社
会
的
養
護
等
の
公
機
関
に
よ
る
監

護
教
育
に
児
童
を
委
任
す
る
場
合
、
そ
の
目
的
が
終

了
す
る
ま
で
、
身
上
監
護
権
を
委
譲
又
は
施
設
長
と

の
共
同
親
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
法
制
度
に
明
確
化

さ
れ
た
い
。

（
理
由
）
　
児
童
福
祉
法
は
児
童
の
健
全
な
育
成
を

社
会
的
に
国
が
保
障
す
る
実
定
法
と
し
て
諸
種
の
福

祉
施
設
を
設
け
て
児
童
の
人
権
を
保
障
し
て
い
る
。

現
実
に
は
現
行
の
親
権
を
ふ
り
か
ざ
し
て
の
、
自

己
の
利
益
や
都
合
だ
け
の
も
と
に
支
配
さ
れ
て
い
る

事
実
が
多
く
、
福
祉
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
実
態
が
あ

る
。
こ
う
し
た
児
童
の
福
祉
施
設
へ
の
入
所
・
退
所

を
児
童
の
人
権
に
も
と
づ
い
て
措
置
す
る
必
要
が
増

大
し
て
い
る
。
現
行
法
で
も
入
所
に
関
し
て
の
家
庭

裁
判
所
関
与
に
よ
る
強
制
入
所
は
あ
る
が
、
退
所
規

定
も
明
確
で
な
く
、
充
分
に
活
用
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
何
等
か
の
家
庭
裁
判
所
へ
の
自
動
的
報

告
等
の
制
限
は
す
る
に
し
て
も
表
題
の
親
権
の
一
部

委
譲
を
制
度
化
さ
れ
た
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
親

権
の
社
会
的
共
同
責
任
と
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
し
、
現
行
法
の
絶
対
的
親
権
と
し

て
の
意
識
の
社
会
化
に
も
つ
な
が
り
得
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
三
）
民
法
第
七
六
三
条
及
び
第
七
六
六
条
に
よ
る
協

議
離
婚
に
際
し
、
子
の
あ
る
も
の
の
親
権
の
帰
属
に



関
し
て
は
家
庭
裁
判
所
に
届
出
る
こ
と
を
法
制
度
化

さ
れ
た
い
。

（
理
由
）
現
行
法
で
は
離
婚
は
両
性
の
協
議
に
よ

る
合
意
と
さ
れ
、
そ
の
際
、
子
の
あ
る
も
の
の
親
権

も
同
じ
く
協
議
合
意
の
う
え
、
決
定
さ
れ
る
も
の
と

し
、
届
出
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。
更
に
戸
籍
法
第
七
八
条
に
よ
り
届
出
規
定
が

明
示
さ
れ
、
行
政
窓
口
に
届
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
成

立
す
る
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
現
実
に
は
子
の
福
祉
、
人
権
の
立
場
に

基
い
て
の
判
断
は
な
く
、
す
で
に
愛
の
終
結
し
た
両

性
の
感
情
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
そ
の
後
の
親
権
変
更
に
つ
い
て
争

わ
れ
る
事
態
も
し
ば
し
ば
起
き
て
い
る
。

別
添
調
査
資
料
の
如
く
、
養
護
施
設
入
所
児
童
の

離
婚
に
際
し
て
の
親
権
帰
属
も
入
所
後
の
事
情
か
ら

す
る
と
公
平
な
確
認
が
子
の
立
場
か
ら
必
要
で
あ
る

こ
と
が
痛
感
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

表
題
の
如
く
、
十
八
歳
以
下
の
児
童
の
あ
る
も
の

の
離
婚
に
際
し
て
の
親
権
の
帰
属
は
子
の
立
場
か
ら

の
確
認
を
得
た
家
庭
裁
判
所
の
関
与
す
る
も
の
と
し

て
法
制
度
化
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（
四
）
児
童
福
祉
法
に
お
け
る
「
保
護
者
」
の
意
義
を

明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
）

（
理
由
）
　
児
童
福
祉
法
第
六
条
に
規
定
す
る
「
保

護
者
」
は
、
学
校
数
骨
法
が
規
定
す
る
「
保
護
者
」

に
比
し
て
き
わ
め
て
拡
大
し
た
規
定
と
な
っ
て
い

る
〕
即
ち
、
子
を
監
護
す
る
責
任
者
と
し
て
の
親
権

を
行
う
者
、
後
見
人
の
他
に
児
童
を
現
に
監
護
す
る

者
と
い
う
範
囲
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
法
で
は
、
特
に
年
齢
を
は
っ
き
り
と
限
定
し
て

い
な
い
か
ら
、
未
成
年
者
や
、
児
童
が
実
際
に
児
童

を
監
護
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
得
る

わ
け
で
、
施
設
入
所
以
前
の
児
童
の
非
福
祉
的
状
態

で
の
放
置
は
こ
う
し
た
こ
と
が
一
因
し
て
い
る
と
も

い
え
よ
う
。
又
、
入
所
中
の
児
童
に
対
す
る
施
設
長

の
お
こ
な
う
親
権
の
行
使
と
「
保
護
者
」
の
主
張
と

の
問
に
屡
々
児
童
の
福
祉
を
め
ぐ
っ
て
の
異
見
が
生

ず
る
の
は
少
な
く
な
い
。

（
五
）
要
保
護
児
童
発
見
の
通
告
義
務
者
を
明
記
す
る

こ
と
。

（
理
由
）
児
童
福
祉
法
第
二
十
五
条
は
要
保
護
児

童
を
発
見
し
た
時
は
、
福
祉
事
務
所
等
へ
通
告
す
る

義
務
を
規
定
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
通
告
義
務
者

が
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
。
要
保
護
児
童
を
発
見
し
や

す
い
立
場
に
あ
る
医
師
、
社
会
福
祉
関
係
者
、
学
校

の
教
師
、
警
察
官
を
通
告
義
務
者
と
し
て
明
記
す
べ

き
で
あ
る
。
併
せ
て
、
不
整
備
な
児
童
相
談
所
の
充

実
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

（
六
）
施
設
長
の
行
な
う
親
権
に
つ
い
て
、
そ
の
手
綻

と
法
的
地
位
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

（
理
由
）
　
児
童
福
祉
法
第
四
十
七
条
第
一
項
は
、

親
権
を
行
う
者
、
又
は
後
見
人
の
な
い
児
童
に
対
し

て
民
法
に
規
定
す
る
親
権
権
限
を
包
括
的
に
施
設
長

が
行
使
す
る
こ
と
の
規
定
で
あ
る
か
ら
、
当
然
明
確

な
手
続
き
を
必
要
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
、

第
二
項
の
親
権
の
一
部
代
行
に
関
し
て
も
「
児
童
の

福
祉
の
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

と
い
う
文
書
を
積
極
的
に
発
揮
し
得
る
た
め
の
施
設

長
の
親
権
行
使
の
責
任
の
所
在
を
明
確
に
す
べ
き
で

あ
る
。
児
童
福
祉
施
設
の
長
の
と
る
必
要
な
措
置
の

範
囲
内
で
は
、
親
権
者
の
監
護
権
は
そ
の
制
限
を
受

け
る
と
い
う
解
釈
が
成
立
つ
の
か
ど
う
か
。
例
え

ば
、
親
権
者
の
強
要
面
接
等
を
拒
否
す
る
こ
と
も
で

き
る
と
い
う
明
確
な
解
釈
が
い
ま
だ
に
一
定
し
て
い

な
い
。

児
童
が
入
所
中
に
親
権
の
変
更
、
あ
る
い
は
後
見

人
の
選
任
等
、
児
童
の
監
護
権
の
移
動
が
行
な
わ
れ

る
こ
と
が
屡
々
あ
る
。
こ
う
し
た
際
も
「
児
童
の
人

権
と
福
祉
」
確
保
の
観
点
か
ら
、
当
該
児
童
福
祉
施

設
の
長
の
意
見
が
充
分
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。

（
七
）
保
護
者
か
ら
児
童
を
強
制
隔
離
の
措
置
を
行
っ

た
場
合
、
親
権
者
の
監
護
権
を
一
時
停
止
す
る
こ

と
。

（
理
由
）
子
の
福
祉
に
反
す
る
行
為
等
を
行
な
う

保
護
者
に
対
し
て
は
、
児
童
福
社
法
第
二
十
八
条
に

ょ
っ
て
親
の
同
意
な
く
も
家
庭
裁
判
所
の
承
認
を
得

て
児
童
を
施
設
措
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
児
童
の
福

祉
を
守
ろ
う
と
す
る
児
童
福
祉
法
の
立
場
が
明
ら
か

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
際
に
お
い
て
も
親
権
者
の

監
護
権
は
何
ら
規
制
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
措

置
後
も
継
続
す
る
。
親
権
者
の
監
l護
権
の
一
時
停
止

が
の
ぞ
ま
し
い
。

従
っ
て
、
家
裁
の
審
判
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
措
置

も
、
法
第
二
十
七
条
七
項
に
よ
る
措
置
の
解
除
か
行

な
わ
れ
る
時
、
家
裁
の
関
与
な
く
捕
捉
権
者
の
判
断

の
み
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
と
い
う
現
行
状
況
は
法

の
盲
点
で
あ
る
。

（
八
）
親
権
喪
失
宣
告
の
請
求
権
、
不
適
切
な
後
見
人

解
任
の
請
求
権
及
び
後
見
人
の
選
任
請
求
権
を
児
童

福
祉
施
設
の
長
（
利
用
施
設
の
長
は
除
く
）
も
も
つ

こ
と
が
で
き
る
と
す
る
こ
と
。

（
理
由
）
児
童
福
祉
法
第
三
十
一
二
条
の
五
は
、
児

童
の
親
権
者
が
そ
の
親
権
を
濫
用
し
、
又
は
著
し
く

不
行
跡
で
あ
る
と
き
は
、
民
法
第
八
三
四
条
の
規
定

に
よ
る
親
権
喪
失
の
宣
告
の
請
求
は
、
同
条
に
定
め

る
者
の
他
、
児
童
相
談
所
長
も
こ
れ
を
行
う
こ
と
が

出
来
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
条
文
に
児
童
福
祉
施

設
の
長
（
但
し
、
利
用
施
設
の
長
は
除
く
）
も
で
き

る
こ
と
を
加
え
る
こ
と
。

入
所
の
原
因
が
遺
棄
、
あ
る
い
は
虐
待
で
明
ら
か

に
親
権
の
濫
用
放
棄
の
状
態
の
故
に
、
措
置
さ
れ
る

児
童
が
少
な
く
な
い
。
然
も
入
所
中
養
育
責
任
の
拒

否
が
明
ら
か
に
継
続
し
て
い
る
場
合
や
、
親
の
所

在
、
消
息
が
不
明
の
ま
ま
で
推
移
し
明
ら
か
に
「
親

権
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
状
態
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
児
童
福
祉
法
に
基
い
て
親
権
喪
失
の
宣

告
請
求
、
後
見
人
選
任
の
請
求
が
な
さ
れ
る
こ
と
は

き
わ
め
て
少
な
い
実
態
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
と
り

わ
け
義
務
教
育
終
了
と
同
時
に
就
職
、
退
所
し
て
い

く
児
童
の
親
権
問
題
と
し
て
も
放
置
で
き
な
い
。

児
童
福
祉
施
設
の
長
は
、
児
童
と
親
権
者
の
状
態

に
即
し
て
、
児
童
の
福
祉
を
優
先
、
か
つ
確
保
す
る

に
必
要
な
請
求
権
を
当
然
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

（
九
）
　
措
置
の
変
更
、
停
止
、
解
除
に
お
い
て
親
権

を
行
う
者
と
し
て
の
施
設
長
の
意
見
を
充
分
徴
し
、

万
全
を
期
す
こ
と
。

（
理
由
）
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
七
項
は
、
措

置
の
変
更
、
停
止
、
解
除
に
あ
た
っ
て
、
都
道
府
県

知
事
は
児
童
相
談
所
長
の
意
見
を
き
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
て
い
る
が
、
施
行
令
第
九
条
の
二
は
、

そ
の
際
、
保
護
に
あ
た
っ
て
い
る
児
童
福
祉
施
設
の

長
の
意
見
を
参
考
に
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
と
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
形
式
的
な
手
続

き
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
屡
々
で
あ
る
。
こ
れ
を

実
質
的
に
監
護
を
行
っ
て
き
た
も
の
の
意
見
を
中
心

に
運
営
さ
れ
る
よ
う
明
確
に
さ
れ
た
い
。

参
　
考

旧
施
行
規
則
第
二
十
八
条

都
道
府
県
知
事
は
児
童
相
談
所
長
及
び
児
童
福
祉

施
設
長
の
意
見
に
基
き
、
何
時
で
も
法
第
二
十
七
条

第
一
項
第
三
号
の
措
置
を
解
除
、
停
止
、
又
は
変
更

す
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
こ
の
条
　
昭
和
四
二
年
八
月
一
日
　
厚
生
省
令

第
二
七
号
に
よ
り
削
除
さ
る
）


