
行
政
手
続
上
の
畷
痕
の
治
癒

-
西
ド
イ
ツ
の
立
法
と
論
議
を
参
考
に
ー
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e
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D
iese
V
or
s
c
･

f
本
稿
の
意
図
す
る
も
の

仙

｢青
色
申
告
に
対
す
る
更
正
処
分
の
附
記
理
由
に
不
備
な
点
が
あ
つ
た
と

し
て
も
､
異
議
申
立
な
い
し
は
審
査
請
求
に
対
す
る
審
理
に
お
い
て
新
た
な
主
張

や
資
料
に
よ
っ
て
更
に
検
討
が
加
え
ら
れ
た
結
果
に
基
づ
い
て
充
分
な
理
由
を
附

し
た
決
定
裁
決
が
な
さ
れ
れ
ば
'
訴
訟
に
お
い
て
理
由
不
備
の
形
式
的
か
し
の
故

を
も
っ
て
原
処
分
を
取
消
し
'
あ
ら
た
め
て
理
由
を
明
示
さ
せ
る
必
要
は
な
い
｡
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e
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.

1 7

す
な
わ
ち
'
附
記
理
由
は
被
処
分
者
は
訴
の
提
起
の
要
否
を
判
断
す
る
基
礎
と
な

り
､
ま
た
理
由
附
記
に
よ
っ
て
原
処
分
庁
の
判
断
を
慎
重
な
ら
し
め
る
と
さ
れ
て

い
る
｡
し
か
し
､
前
者
に
つ
い
て
見
れ
ば
前
述
し
た
よ
う
な
理
由
附
記
の
整
っ
た

決
定
裁
決
に
よ
っ
て
被
処
分
者
は
訴
提
起
の
要
否
に
つ
い
て
さ
ら
に
適
切
な
判
断

を
な
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
'
こ
の
点
の
必
要
は
充
た
さ
れ
る
も
の
と
い
う
べ

く
､
ま
た
'
出
訴
期
間
の
点
に
つ
い
て
も
何
ら
不
利
益
は
な
い
｡
ま
た
'
後
者
の

点
に
つ
い
て
見
て
も
原
処
分
庁
で
も
あ
る
異
議
決
定
庁
'
直
近
上
級
行
政
庁
と
し
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て
原
処
分
庁
に
対
す
る
監
督
権
限
を
有
し
原
処
分
を
裁
決
に
お
い
て
変
更
す
る
権

限
を
有
す
る
裁
決
庁
が
'
充
分
な
理
由
を
附
し
た
慎
重
な
判
断
を
示
し
て
い
る
の

に
､
原
処
分
を
取
消
し
､
再
度
こ
れ
を
行
わ
せ
る
の
は
必
要
性
を
欠
き
行
政
経
済

に
反
す
る
｡
あ
る
い
は
､
原
処
分
の
理
由
不
備
が
裁
決
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
る
と

な
れ
ば
､
原
処
分
庁
は
必
要
な
調
査
を
せ
ず
に
処
分
せ
る
傾
向
を
生
ず
る
と
の
懸

念
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
'
そ
の
考
え
方
の
基
調
に
著
し
い
行
政
不
信
の

念
が
あ
り
､

1
般
的
に
い
え
ば
'
司
法
の
判
断
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
る

と
考
え

ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
'
調
査
が
不
充
分
で
違
法
な
判
断
を
す
れ
ば
､
審
査

手
続
で
取
消
さ
れ
る
わ
け
で
あ
っ
て
､
理
由
不
備
の
追
完
補
正
を
期
待
す
る
が
故

に
必
要
な
調
査
を
怠
た
る
お
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
な
い
｡
要
す
る
に
'
原
処
分
か
ら

審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
に
至
る
ま
で
の

一
連
の
手
続
の
過
程
に
お
い
て
行
政
庁

が
充
分
な
理
由
を
示
し
'
こ
れ
に
よ
っ
て
慎
重
な
判
断
を
下
し
さ
え
す
れ
ば
､
法

津
が
原
処
分
に
理
由
附
記
を
要
す
る
と
し
た
趣
旨
は
充
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ

き
で
あ
る
｡
｣

似

｢し

か
し
､
更
正
に
理
由
附
記
を
命
じ
た
規
定
の
趣
旨
が
前
示
の
と
お
り

〔処
分
庁
の
窓
意
の
抑
制
及
び
処
分
理
由
を
知
ら
せ
て
不
服
申
立
て
の
便
宜
を
与
え
る
こ
と

-
筆
者
捕
〕

で
あ
る
こ
と
に
徹
し
て
考
え
る
な
ら
ば
､
処
分
庁
と
異
な
る
機
関
の

行
為
に
よ
り
附
記
理
由
不
備
の
環
痕
が
治
癒
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
は
'
処
分
そ
の

も
の
の
慎
重
､
合
理
性
を
確
保
す
る
目
的
に
そ
わ
な
い
ば
か
り
で
な
く
'
処
分
の

相
手
方
と
し
て
も
､
審
査
裁
決
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
異
体
的
な
処
分
根
拠
を
知
ら

さ
れ
た
の
で
は
､
そ
れ
以
前
の
審
査
手
続
に
お
い
て
十
分
な
不
服
理
由
を
主
張
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
不
利
益
を
免
れ
な
い
｡
そ
し
て
'
更
正
が
附
記
理
由

不
備
の
ゆ
え
に
訴
訟
で
取
り
消
さ
れ
る
と
き
は
'
更
正
期
間
の
制
限
に
よ
り
あ
ら

た
な
更
正
を
す
る
余
地
の
な
い
こ
と
が
あ
る
な
ど
処
分
の
相
手
方
の
利
害
に
影
響

を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
か
ら
､
審
査
裁
決
に
理
由
が
附
記
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
､

更
正
を
取
り
消
す
こ
と
が
所
論
の
よ
う
に
無
意
味
か
つ
不
必
要
な
こ
と
と
な
る
も

の
で
は
な
い
｡

そ
れ
ゆ
え
､
更
正
に
お
け
る
附
記
理
由
不
備
の
畷
痕
は
'
後
日
こ
れ
に
対
す
る

審
査
裁
決
に
お
い
て
処
分
の
具
体
的
根
拠
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
し
て
も
､
そ
れ

に
よ
り
治
癒
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
｡
｣

法
人
税
青
色
申
告
に
つ
い
て
税
務
署
長
が
な
し
た
更
正
処
分
に
理
由
付
記
の
不

備
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
提
起
さ
れ
た
更
正
処
分
取
消
訴
訟
に
お
け
る
､
州
が
被

告
税
務
署
長
側
の
上
告
理
由
'
価
が
こ
れ
に
対
す
る
最
高
裁
の
判
断
で
あ
る
(1
)｡

前
者
が
'
理
由
付
記
不
備
の
畷
症
は
事
後
の
不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定

･
裁
決

の
理
由

(行
政
不
服
審
査
法
四
一
条
一
項
･
四
八
条
)
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
う
る
も
の

と
見
徹
す
の
に
対
し
､
後
者
は
､
斯
様
な
治
癒
の
可
能
性
を
否
定
し
て
お
り
'
こ

こ
に
顕
著
な
見
解
の
相
違
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
点
確
か
に
､
後
者
に
お

い
て
は
'
事
案
に
即
し
た
形
で
裁
決
の
理
由
に
よ
る
理
由
付
記
不
備
の
畷
庇
の
治

癒
が
否
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
'
決
定
の
理
由
に
よ
る
そ
れ
の
治
癒
の
可
能
性
に

つ
い
て
最
高
裁
は
触
れ
て
い
な
い
t
と
の
見
方
も
成
り
立
ち
え
な
い
で
は
な
い

が
'
原
処
分
の
理
由
付
記
の
目
的
が
後
続
の
手
続
の
な
か
で
も
達
成
さ
れ
る
の

か
､
と
い
う
最
高
裁
の
基
本
的
視
角
か
ら
す
れ
ば
､
決
定
の
理
由
に
よ
る
畷
庇
の

治
癒
も
ま
た
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
当
然
で
あ
る
t
と
み
る
方
が

自
然
で
あ
ろ
う
｡

右
の
二
つ
の
対
照
的
な
見
解
を
含
め
'
理
由
付
記
不
備
の
頂
痕
の
治
癒
に
つ
い

て
は
如
何
な
る
解
釈
が
妥
当
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
｡
更
に
は
､
不
備
に
限
ら
ず
広

-
理
由
付
記
の
畷
痕
の
治
癒
に
つ
き
'
妥
当
す
べ
き
法
理
が
問
わ
れ
る
｡
解
答
を

迫
ら
れ
る
訳
で
あ
る
が
'
こ
れ
に
答
え
る
こ
と
を
暫
-
見
合
わ
せ
'
差
し
当
た
り

問
題
を
多
少

l
般
化
し
よ
う
と
田
心
う
｡
即
ち
､
前
掲
川
及
び
価
が
そ
う
で
あ
る
樵

に
､
理
由
付
記
に
処
分
庁
の
懇
意
抑
制
と
い
う
行
政
手
続
的
意
義
を
も
認
め
る
の

が
今
日

一
般
的
な
考
え
方
で
あ
る
と
す
る
と
､
理
由
付
記
は
行
政
手
続
の
一
環
と

し
て
の
地
歩
を
占
め
る
こ
と
と
な
り
､
従

っ
て
'
理
由
付
記
の
積
痕
の
治
癒
の
問

題
も
､
行
政
手
続
の
畷
痕
の
治
癒
の
問
題
解
決
の
な
か
で

一
定
乃
至
は

一
応
の
解

答
を
与
え
ら
れ
る
性
格
の
も
の
と
見
倣
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
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.
斯
様
に
し
て
次
に
は
､
｢行
政
手
続
上
の
畷
痕
の
治
癒
｣
の
問
題
の
検
討
と
な
る

が
､
立
法
は
お
ろ
か
従
来
の
我
国
学
説

･
判
例
も
'
こ
の
間
題
に
対
し
て
充
分
な

対
応
を
示
し
て
き
て
は
い
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
(2
)｡
こ
れ
に
対
し
て
西

ド
イ
ツ
は
t

T
九
七
六
年
行
政
手
続
法

(V
e
rw
al
t
un
g
s
verf
ah
re
n
sg
ese
tz

v
o
m

2
5.
5
.
19
76
=
以
下

V
w
V
fG
と
略
す
)

四
五

条
を
以

て
'
こ
の
問
題
に
関

L

t
追

完

(N
a
ch
ho
-u
n
g)
に
よ
る
治
癒

(H
e
i-u
n
g
)
を
認
め
る
趣
旨
の
'
且

つ
比
較
的

明
確
な
決
断
を
示
し
た
の
で
あ
る
｡

そ
こ
で
以
下
本
稿
で
は
､
V
w
V
fG
四
五
条
法
制
と
こ
れ
を
め
ぐ
る
論
議
を

一

瞥
し
た
後
'
こ
れ
を
参
考
に
､
我
国
に
お
い
て
妥
当
す
べ
き
行
政
手
続
上
の
環
痕

の
治
癒
の
法
理
'
更
に
は
理
由
付
記
の
堀
庇
の
治
癒
の
そ
れ
に
つ
き
少
し
く
管
見

を
述
べ
て
み
た
い
O

註

(1
)
最
判
昭
四
七
･
一
二
･
五
民
集
二
六
巻

一
〇
号
一
七
九
五
百
｡

(2
)
こ
れ
は
'
学
説
に
限
っ
て
い
え
ば
､
従
来
の
そ
れ
が
現
代
行
政
に
お
け
る
行
政
手
続

の
重
要
性
に
対
し
て
充
分
な
理
解
を
示
し
て
こ
な
か
っ
た
し
､
最
近
の
行
政
手
続
重
視

の
趨
勢
に
あ
っ
て
も
､
あ
る
べ
き
行
政
手
続
の
内
容
の
確
定
に
精
力
の
殆
ど
が
注
が
れ

て
い
る
､
と
い
う
こ
と
に
起
因
し
て
い
よ
う
｡
例
え
ば
､
田
中
二
郎

『新
版
行
政
法
上

巻
全
訂
第
二
版
』
T
四
二
百
は
'
違
法
な
行
政
行
為
が
そ
の
後
の
事
情
に
よ
り
適
法
要

件
を
具
備
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
う
る
場
合
な
ど
に
､
法
的
安
定
そ
の
他
公
益
的
見
地

か
ら
堀
庇
の
治
癒
を
認
め
る
べ
き
こ
と
を
説
-
が
､
手
続
的
畷
症
の
治
癒
に
関
す
る
よ

り
立
ち
入
っ
た
理
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
し
､
ま
た
､
昭
和
五
八
年

二

月
行
政
手
続
法
研
究
会
報
告
に
お
い
て
も
､
こ
の
問
題
は

｢当
面
の
研
究
事
項
｣
の
枠

外
に
置
か
れ
て
い
る

(ジ
ュ
リ
八

1
0
号
四
二
頁
以
下
参
照
).
平
成
元
年
T
〇
月
の

行
政
手
続
法
研
究
会

(第
二
次
)
中
間
報
告
で
も
､
追
完
や
治
癒
の
言
葉
は
登
場
す
る

が
'
内
容
的
に
充
分
に
煮
詰
め
ら
れ
て
は
い
な
い
様
で
あ
る

(自
研
六
五
巻

1
二
号

l

三
二
百
以
下
参
照
)O

こ

く
W
<
fG
四
五
条
概
観

‖

緒

説

行
政
行
為
が
管
轄
規
定
､
手
続
規
定
又
は
形
式
規
定
に
違
反
し
て
発
給
さ
れ
た

場
合
'
そ
れ
は
違
法
と
な
る
と
い
う
法
理
は
'
西
ド
イ
ツ
で
も

7
般
的
に
承
認
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
L
t
且
つ
V
w
V
fG
も
こ
の
認
識
か
ら
出
発
し
て
い
る

の
で
あ
る
(3
)が
'
同
法
は
同
時
に
'

こ
れ
ら
の
環
痕

(以
下
西
ド
イ
ツ
の
例
に
倣
い

｢手
続
的
畷
庇
｣
と
総
称
す
る
)
が
追
完
行
為
に
よ
り
治
癒
さ
れ
う
る
こ
と
を
定
め
て

い
る
の
で
あ
る

｡
次
に
訳
出
さ
れ
る
規
定
が
そ
れ
で
あ
る
｡

第
四
五
条

〔手
続
及
び
形
式
の
積
痕
の
治
癒
〕
①

第
四
四
条
の
規
定
に
よ
り

行
政
行
為
を
無
効
と
し
な
い
手
続
又
は
形
式
規
定
違
反
は
､
次
の
各
号
に
該

当
す
る
場
合
に
は
､
顧
慮
さ
れ
な
い
｡

7

行
政
行
為
の
発
給
に
必
要
な
申
請
が
事
後
に
行
な
わ
れ
た
と
き
｡

二

必
要
な
理
由
付
記
が
事
後
に
与
え
ら
れ
た
と
き
｡

三

必
要
な
関
与
人
の
聴
聞
が
追
完
さ
れ
た
と
き
｡

四

行
政
行
為
の
発
給
に
協
力
を
必
要
と
す
る
委
員
会
の
議
決
が
事
後
に
行

な
わ
れ
た
と
き
｡

五

他
の
官
庁
の
必
要
な
協
力
が
追
完
さ
れ
た
と
き
｡

②

第

1
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
行
為
は
'
前
置
手
続
の
終
了
ま
で
に

限
り
'
又
は
前
置
手
続
が
と
り
行
な
わ
れ
な
い
と
き
に
行
政
裁
判
上
の
訴
え

の
提
起
ま
で
に
限
り
､
追
完
を
受
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
｡

③

行
政
行
為
に
必
要
な
理
由
付
記
が
欠
け
､
又
は
必
要
な
関
与
人
の
聴
聞
が

行
政
行
為
発
給
前
に
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
'
適
時
の
行
政
行
為
取
消

請
求
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
'
法
的
救
済
期
間
の
徒
過
に
つ
い
て
責
任

は
問
わ
れ
な
い
｡
第
三
二
条
第
二
項
に
よ
る
回
復
期
間
に
つ
き
基
準
と
な
る

事
実
は
､
履
践
さ
れ
な
か

っ
た
手
続
行
為
の
追
完
の
時
点
に
始
ま
る
｡
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右
規
定
と
そ
の
前
身
た
る

一
九
六
七
年
行
政
手
続
法
模
範
草
案

(所
謂
,､､
エ
ソ

へ
ン
草
案
)
三
五
条
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
れ
ば
､
第

一
に
､
同
草
案
で
は
､
｢行

政
行
為
が
事
後
に
内
容
的
に
充
分
明
確
化
さ
れ
た
｣
と
き
に
も
畷
症
の
治
癒
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た

(三
五
条
一
項
四
号
)
の
が
､
現
行
法
で
は
そ
の
旨

の
規
定
が
削
除
さ
れ
て
お
り
､
第
二
に
は
､
草
案
が
申
請
及
び
理
由
付
記
と
い
う

二
種
の
追
完
行
為
に
つ
い
て
､
前
置
手
続
の
終
了
又
は
行
政
訴
訟
の
提
起
と
い
う

時
間
的
制
限
を
加
え
て
い
な
か
っ
た

(三
五
条
二
項
)
の
に
対
し
'
現
行
法
は
､
申

請
の
追
完
に
つ
い
て
は
連
続
性
を
維
持
し
っ
つ
､
理
由
付
記
の
追
完
に
つ
い
て
は

そ
の
時
間
的
制
限
を
及
ぼ
し
て
い
る
｡
連
邦
参
議
院
で
は
異
論
の
あ
っ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
'
連
邦
政
府
及
び
連
邦
議
会
が
こ
れ
に
賛
同
し
な
か
っ
た
こ
と
に
因

る
｡
そ
し
て
第
三
に
'
現
行
四
五
条
三
項
は
､
連
邦
議
会
法
務
委
員
会
の
提
案
に

基
づ
き
立
法
過
程
で
全
体
と
し
て
新
た
に
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
(4)0

ま
た
t
V
w
V
fG
四
五
条
と
パ
ラ
レ
ー
ル
な
規
定
は
と
い
え
ば
､

1
九
七
七
年

公
課
法

(A
b
g
a
b
e
no
rd
n
u
n
g
)
一
二
六
条
が
同
条
と
文
言
を
同
じ
-
し
､
ラ
ン

ト
の
行
政
手
続

法
の殆
ど
も
こ
れ
と
同

1
の
規
定
を
含
む
外
､
類
似
の
規
定
も
連

邦
法
及
び
ラ
ン
ト
法
レ
グ

ェ
ル
に
み
ら
れ
､
総
じ
て
V
w
V
fG
四
五
条
は
､
西
ド

イ
ツ
に
お
け
る
手
続
的
瑠
痕
の
治
癒
に
つ
い
て
､
幅
広
い
影
響
力
を
行
使
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
｡

日

主
な
内
容

川

治
癒
が
可
能
な
噸
症
の
範
囲

本
条
に
よ
っ
て
実
体
的
確
痕
が
治
癒
さ

れ
る
こ
と
が
な
い
の
は
言
う
を
侯
た
な
い
が
､

1
口
に
治
癒
の
対
象
が
手
続
的
畷

庇
で
あ
る
と
は
い

っ
て
も
'
第

1
に
､
そ
れ
が
明
白
な
誤
謬

(o
ffen
b
a
re

U
nri
chti
gk
eit
en)
に
該
当
す
る
場
合
に
は
'
治
癒
の
余
地
は
存
し

な

い
｡
斯
か

る
瑠

症
は
行
政
行
為の
効
力
に
影
響
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
り
､
こ
れ
に
対
し
て

は
'
行
政
庁
は
何
時
で
も
訂
正

(B
eric
h
tig
u
n
g
)
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
'
関

与
人
も
そ
れ
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

(V
w
V
fG
四
二
条
参
照
)｡
第
二
に
'
手

続
的
積
症
の
う
ち
で
も
､
行
政
行
為
の
無
効
原
因
た
る
そ
れ
は
治
癒
の
対
象
と
は

さ
れ
て
い
な
い
(5)｡
如
何
す
る
唱
症
が
無
効
原
因
と
な
る
か
は
'
重
大
明
白
説

(E
v
id
en
zth
e
orie)
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
が

(V
wV
fG
四
四
条
)'
聴
聞
が
欠

け
た
場
合
に
も
そ
れ
は
行
政
行
為
取
消
原
因
と
さ
れ
て
い
る

(同
法
四
五
条
1
項
三

号
)
こ
と
に
も
窺
え
る
通
り
､
狭
義
の
手
続
的
畷
庇
に
関
す
る
限
り
は
､
そ
れ
が

無
効
原
因
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
(6)0

第
三
に
､
行
政
行
為
取
消
原
因
た
る
手
続
的
確
症
の
全
範
囲
に
百
Tっ
て
治
癒
の

途
が
ひ
ら
か
れ
て
い
る
訳
で
は
な
-
､
追
完
行
為
に
よ
り
治
癒
が
可
能
と
さ
れ
て

い
る
の
は
､
V
w
V
fG
四
五
条

1
項

1
乃
至
五
号
に
掲
げ
ら
れ
る
五
種
の
畷
庇
の

類
型
に
限
ら
れ
る
.
即
ち
､
管
轄
規
定
違
反
に
治
癒
の
途
は
閉
ざ
さ
れ
'
手
続
及

び
形
式
規
定
違
反
で
あ

っ
て
も
'
こ
の
五
類
型
以
外
の
も
の
は
治
癒
さ
れ
え
な

い
｡
つ
ま
り
'
同
条
各
号
は
例
示
規
定
で
は
な
く
'
限
定
的
列
挙
の
規
定
と

一
般

に
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(7)｡
但
し
､
こ
れ
ら
五
類
型
に
準
ず
る
性
格
の
手
続

行
為
に
つ
い
て
'
各
号
の
頬
推
適
用
を
認
め
る
べ
き
か
を
め
ぐ
っ
て
は
'
争
い
が

あ
る
｡
例
え
ば
､
三
号
の
規
定

(聴
聞
)
を
代
理
人
の
選
任
や
記
録
閲
覧
に
及
ぼ
す

べ
き
か
､
な
ど
に
つ
い
て
争
わ
れ
る
(8)｡
こ
の
点
は
兎
も
角
t
V
w
V
fG
四
五
条
が

掲
げ
る
五
類
型
に
つ
い
て
'
次
に
や
や
詳
し
く
み
て
お
こ
う
(

以
下
当
分
の
間
､

V
w
V
fG
四
五
条
7
項
各
号
を
単
に
｢
×
号
｣
と
表
記
す
る
)｡
こ
れ
ら
は
t
V
w
V
fG
制

定
前
に
判
例
に
よ
り
治
癒
が
認
め
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
と
概
ね

一
致
す
る
も
の
と

い
わ
れ
る
(9)0

①

我
国
同
様
'
授
益
的
行
政
行
為
は
屡
々
申
請

(A
n
tra
g
)
に
基
づ
い
て
の

み
発
給
さ
れ
う
る
た
め
'
斯
様
な
場
合
の
申
請
を
欠
-
行
政
行
為
の
発
給
は
違
法

と
な
る
が
､

一
号
に
よ
っ
て
'
申
請
が
追
完
さ
れ
た
場
合
に
は
こ
の
違
法
性
は
治

癒
さ
れ
る
｡
申
請
を
欠
い
た
ま
ま
で
も
'
受
益
者
に
よ
る
取
消
請
求
は
通
常
は
考

え
ら
れ
な
い
か
ら
'
追
完
行
為
た
る
申
請
は
'
殆
ど
の
場
合
'
職
権
取
消
し

(R
n
ck
n
a
h
m
e
)
を
回
避
せ
ん
が
た
め
､
又
は
第
三
者
に
よ
る

(行
政
行
為
)
敬

消
請
求

(D
r
it
ta
nfec
h
tu
n
g
)
を
排
除
す
る
た
め
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
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以
上
の
意
味
で
は
､
申
請
を
要
す
る
行
政
行
為
に
そ
れ
が
欠
け
た
場
合
当
該
行
政

行
為
は
無
効
と
な
る
､
と
い
う
趣
旨
の
従
前
の
学
説
(-0)及
び
判
例
(-1)は
'
立
法

(
言
ち
)
を
以
て
否
定
さ
れ
て
い
る
｡

②

V
w
V
fG
三
九
条
に
よ
れ
ば
､

一
部
例
外

(同
条
二
項
)
を
除
き
､
書
面
に

よ
る
行
政
行
為
又
は
書
面
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
る
行
政
行
為
に
理
由
付
記

(B
eg
r･

tin
d
u
n
g
)
が
義
務
づ
け
ら
れ
､
そ
の
内
容
と
し
て
は
'
事
実
上
の
理
由
及
び
法
的

理

由
が
要
求
さ
れ
て
い
る

(更
に
､
裁
量
行
為
に
つ
い
て
は
'
裁
量
行
使
上
の
視
点
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
)｡
こ
れ
は
､
争
訟
提
起
便
宜
機
能
及
び
行
政
の
自

己
統
制
奉
仕
機
能
を
中
心
と
し
た
理
由
付
記
制
度
が
有
す
る
諸
機
能
に
着
眼
し
て

の
こ
と
で
あ
る
(e)O
従
っ
て
'
必
要
な
理
由
付
記
が
全
-
欠
け
た
り
､
行
な
わ
れ

た
理
由
付
記
が
不
完
全
で
あ
っ
た
り
し
た
場
合
に
行
政
行
為
の
違
法
が
招
来
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
が
､
こ
れ
は
二
号
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
う
る
｡
但
し
'
後
に
み
る

様
に
t
V
w
V
fG
四
五
条
二
項
に
よ
っ
て
､
追
完
行
為
に
は
前
置
手
続
の
終
了
又

は
行
政
訴
訟
の
提
起
と
い
う
時
間
的
限
定
が
施
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
点
嘗
て
は
､

同
項
の
時
限
規
定
は
理
由
付
記
の
欠
敏
の
場
合
に
の
み
適
用
が
あ
る
の
で
あ
り
､

理
由
付
記
の
不
備
は
裁
判
過
程
で
も
な
お
治
癒
が
可
能
で
あ
る
､
と
の
裁
判
例
も

み
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
(n･)が
､
今
日
で
は
､
欠
映
､
不
備
の
双
方
と
も
同
項
の

時
間
的
制
限
に
服
す
る
と
の
考
え
方
が
支
配
的
で
あ
る
(-).

斯
様
な
理
由
付
記
の
預
痕
の
治
癒
に
つ
い
て
は
'
問
題
が
二
つ
残
る
O
第

1
は
'

行
政
行
為
取
消
訴
訟
提
起
の
前
提
と
し
て
前
置
手
続
が
経
由
さ
れ
る
べ
き
場
合

に
'
こ
の
前
置
手
続
は
通
常
は
行
政
裁
判
所
法

(V
erw
a
tt
un
g
sg
e
rich
ts
or･

d
n
u
n
g
v
om

2
).
).
)960
-
以
下
V
w
G
O
と
略
記
)
上

の

異
議
審
査
請
求
手
続

(W
id
e
rs
p
r
u
c
h
sv
erfahren
)
の
形
を
と
る
～

概
略
を
記
す
と
'
異
議
審
査

請
求

(W
i

ders
p
r

uch
)
が
原
処
分
庁
に
提
起

さ
れ､
救
済
が
与
え
ら
れ
な
い
場

合
に
は
､
異
議
審
査
庁

(W
id
ersp
ru
c
h
sb
eh6
rd
e
=

多
-
は
直
近
上
級
官
庁
)
が

異
議
審
査
決
定

(W
id
ersp
ruc
h
s
b
escheid)を行

な

う
ー

が
'
そ
う
と
す
る

と
､
V
w
G
O
七
三
条
三
項
に
従
っ
て
異
議
審
査
決
定
に
付

さ
れ

る
理
由
を
以
て

V
w
V
fG
三
九
条
が
求
め
る
理
由
付
記
の
追
完
行
為
と
見
倣
し
て
よ
い
の
か
t
と

い
う
も
の
で
あ
る
o
肯
定
的
に
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
理
由
付
記
の
環
庇
の
治
癒

に
向
け
て
は
何
ら
特
別
な
追
完
行
為
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る

が
､
異
議
審
査
決
定
に
付
さ
れ
る
理
由
は
､
内
容
的
に
V
w
V
fG
三
九
条
の
要
求

す
る
付
記
理
由
を
下
回
る
こ
と
は
な
い
と
の
観
点
か
ら
､
前
者
に
よ
っ
て
当
然
に

理
由
付
記
の
畷
症
は
治
癒
さ
れ
る
と
い
う
理
解
が
優
勢
の
様
で
あ
る
(te)0
本
稿
冒

頭
に
示
し
た
我
国
行
政
側
の
上
告
理
由

(
t
の
仙
)
の
主
張
と
符
合
す
る
も
の
で

あ
る
｡

第
二
の
問
題
は
'
旧
来

｢行
政
訴
訟
に
お
け
る
理
由
の
補
正

(N
achschi?

ben
)｣
と
し
て
包
括
的
に
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
も
の
が
t
V
w
V
fG

発
効
後
に
は
如

何
に
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
か
t
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
即
ち
'
行
政
庁
が
行
政
節

訟
に
お
い
て
､
充
分
な
理
由
付
記
が
欠
け
た
場
合
に
こ
れ
を
追
完
し
､
又
は
な
さ

れ
た
付
記
理
由
を
補
充
し
若
し
-
は
変
更
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
､
と
い
う
問

い
に
対
し
て
は
､
統

1
的
に
t
e
)事
後
的
に
与
え
ら
れ
る
理
由
が
既
に
行
政
行
為

発
給
の
際
に
存
在
し
､
④
行
政
行
為
が
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
実
質
を
変
更
さ
れ
る

こ
と
な
く
､
且
つ
④
関
係
人
が
自
己
の
権
利
防
禦

(R
c
ehtsv
ert
eid
i
gu
n
g)
杏

侵
害
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
限
り
､
そ
れ
ら
が
許
さ
れ

る
t
と
す
る
の
が
連
邦
行政

裁
判
所
(-)の
態
度
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
'
V
w
V
fG
に
よ
っ
て
理
由
の
補
正
を

め
ぐ
る
斯
様
な
見
解
が
ど
の
様
な
変
容
を
受
け
た
の
か
t
が
問
わ
れ
る
の
で
あ

る
｡こ

の
点
､
先
ず
理
由
付
記
の
欠
映

･
不
備
の
場
合
､
追
完
行
為
が
最
早
裁
判
手

続
で
は
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
は
､
既
述
の
通
り
で
あ
る
が
､
追
完
を
除
い
た

補
正
の
可
否
に
つ
い
て
は
若
干
意
見
の
対
立
が
あ
る
.
つ
ま
り
､

一
九
六
七
年

シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
=
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州

7
般
行
政
法

H

四
条
が
､
必
要
な
理

由
付
記
が
事
後
に
行

な
わ
れ
た
と
き
に
環
痕
の
治
癒
の
効
果
を
認
め
'
追
完
行
為

に
時
間
的
制
約
を
設
け
て
い
な
か
っ
た

(こ
の
意
味
で
'
先
に
触
れ
た
､､､
ユ
ン
へ
ン
草

案
三
五
条
と
同
じ
)
の
が
'
後
に
改
正
さ
れ
て
V
w
V
fG
四
五
条
と
同
内
容
に
な
っ
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た
際
に
行
な
わ
れ
た
'
補
正
全
般
が
行
政
訴
訟
で
は
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
､
と
い

う
解
釈
(-)に
倣
い
'
V
w
V
fG
発
効
後
に
あ
っ
て
は
､
追
完
に
限
ら
ず
そ
の
他
実

体
法
に
係
わ
る
補
正
も
'
同
法
四
五
条
二
項
の
時
間
的
範
囲
内
で
し
か
認
め
ら
れ

な
い
t
と
す
る
解
釈
が
あ
り
(柑
)'
他
方
で
､
V
w
V
fG
は
追
完
以
外
の
補
正
に
つ
い

て
触
れ
る
と
こ
ろ
は
な
-
､
従
っ
て
こ
れ
は
訴
訟
法
レ
グ
ェ
ル
で
決
せ
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
､
と
の
解
釈
も
あ
る
(19)｡
後
者
が
多
数
説
と
い
え
る
L
t
こ
れ
に
よ
れ

ば
'
右
の
狭
義
の
補
正
は
従
来
通
り
行
政
訴
訟
に
お
い
て
も
許
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
(E3)｡

因
に
'
行
政
行
為
に
実
質
上
の
変
更
を
加
え
､
又
は
行
政
行
為
に
完
全
に
新
た

な
法
的
基
礎
づ
け
を
与
え
る
こ
と
に
な
る

｢
理
由
付
記
の
差
し
換
え

(A
u
sw
e
･

c
h
se
ln
d
e
r
B
eg
rd
n
d
u
n
g)
｣
は
､
補
正
に
よ
る
噸
症
の
治
癒
と
は
見

倣
さ
れ

ず
'
項
庇
あ
る
行
政
行

為
の
転
換

(U
m
d
e
u
tu
n
g
)
の
問
題
と
さ
れ
る

(V
w
V
fG

四
七
条
参
照
)｡

③

V
w
V
fG
二
八
条

1
項
に
よ
り
､
行
政
行
為
の
名
宛
人
を
は
じ
め
と
す
る

関
与
人
(

B
e
te
i-ig
te
r
=
同
法
一
三
条
参
照
)
の
権
利
を
侵
害
す
る
行
政
行
為
の
場

合
に
は
､
こ

れ
が発
給
前

に
､
そ
の
者
に
対
し
て
決
定
に
と
っ
て
重
要
な
事
実
に

つ
き
意
見
を
述
べ
る
機
会
が
保
障
さ
れ
る
.
行
政
庁
に
よ
る
聴
聞

(A
n
h
等
u
n
g)

の
義
務
づ
け
で
あ
る
が
､
こ
の
聴
聞
は
'
そ
れ
が
現
代
行
政
に
不
可
欠

の
市
民
と

官
庁
と
の
信
頼
関
係
の
構
築
に
大
き
-
寄
与
す
る
も
の
で
あ
り
､
基
本
法
上
に
基

礎
づ
け
が
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

(但
し
､
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
は
裁
判
手
続
で

の
聴
聞
の
権
利
を
保
障
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
､
基
本
法
二
〇
条
の
法
治
国
原
理
に

基
礎
づ
け
を
求
め
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
(a
))｡
同
時
に
'
聴
聞

は
基
本
権
を
手
続
法

的
に
保
障
す
る
の
に
特
に
適
し
た
も
の
で
あ
る
､
と
説
示
さ
れ
て
い
る
(S3).
斯
様

に
し
て
､
狭
義
の
手
続
全
般
の
中
に
聴
聞
が
占
め
る
位
置
は
極
め
て
高
い
も
の
と

な
る
が
､
に
も
拘
ら
ず
現
実
に
は
'
聴
聞
の
履
践
は
相
当
等
閑
に
さ
れ
て
い
る
様

で
あ
る
(con)0

何
れ
に
し
て
も
､
こ
の
様
な
聴
聞
が
全
-
欠
け
又
は
行
な
わ
れ
た
聴
聞
が
不
完

全
な
と
き
は
'
行
政
行
為
は
取
り
消
し
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
､
且
つ
斯
か
る
畷
痕

は
追
完
に
よ
り
治
癒
さ
れ
う
る
も
の
と
さ
れ
る

(三
号
)
の
で
あ
る
が
､
こ
こ
に
'

如
何
な
る
行
為
を
以
て
追
完
行
為
と
称
し
う
る
か
の
問
題
が
あ
る
｡
即
ち
'
前
置

手
続
が
行
な
わ
れ
な
い
と
き
､
又
は
前
置
手
続
が
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
も

未
だ
異
議
審
査
請
求
が
提
起
さ
れ
な
い
と
き
で
も
'
聴
聞
の
積
庇
は
治
癒
さ
れ
う

る
の
で
あ
り
'
そ
の
際
の
追
完
行
為
は
当
然
'
行
政
行
為
発
給
前
に
求
め
ら
れ
た

聴
聞
行
為
の
要
件
を
充
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
訳
で
あ
る
が
､
異
議
審
査
請
求

手
続
開
始
後
は
､
追
完
行
為
と
し
て
は
､
異
議
審
査
請
求
で
私
人
が
主
張
す
る
自

己
の
利
害
関
係
を
考
慮
し
､
こ
れ
を
審
査
後
の
決
定
に
反
映
せ
し
め
る
こ
と
で
足

り
る
の
か
､
と
い
う
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
つ
き
連
邦
行
政
裁
判
所

は
､
異
議
審
査
請
求
手
続
が
正
し
く
実
施
さ
れ
る
だ
け
で
聴
聞
の
畷
痕
の
治
癒
は

も
た
ら
さ
れ
る
と
な
し
(警

或
い
は
特
別
な
手
続
行
為
は
要
し
な
い
と
す
る
(gS)

が
､
下
級
審
判
決
の
な
か
に
は
'
前
置
手
続
の
実
施
だ
け
で
は
足
り
*
'
こ
れ
を

超
え
て
事
実
に
つ
き
意
見
を
述
べ
る
機
会
が
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
､
と
解
す
る

も
の
が
あ
り
(SS)'
学
説
上
に
も
､
行
政
行
為
発
給
前
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た

地
位
に
関
与
人
が
置
か
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
治
癒
に
つ
い
て
語
り
え
な
い
こ
と
､

聴
聞
の
畷
症
が
な
か
っ
た
場
合
で
も
異
議
審
査
請
求
手
続
は
正
し
く
行
な
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
'
V
w
V
fG
四
五
条
は
前
置
手
続
の
終
了
ま
で
に
治
癒
が
ち

た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
､
前
置
手
続
に
よ
っ
て
治
癒
が
も

た
ら
さ
れ
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
､
な
ど
を
論
拠
と
し
て
､
右
の
下

級
審
判
決
を
支
持
す
る
見
解
が
有
力
に
唱
え
ら
れ
る
(E=)0

④

V
w
V
fG
上
は
'
委
員
会
､
審
議
会
及
び
そ
の
他
合
議
制
組
織

(A
u
ssc
･

htiss
e.B
e
ira
te
u
n
d

and
ere
k
olle
g
ia
te
E
in
ric
h
tu
n
g
e
n
)
が
広
義
の
委
員

会
と
捉
え
ら
れ

(同
法

八
八
条
)'
そ
れが
､
行
政
手
続
に

お
い
て活
動
す
べ
-
紘

規
に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
議
決
を
行
な
わ
ず
'
又
は
積
庇
あ
る

議
決
を
行
な
っ
た
場
合
に
は
､
行
政
行
為
は
無
効
で
は
な
く
取
り
消
し
う
べ
き
も

の
と
さ
れ
る

(同
法
四
四
条
三
項
三
号
)
が
､
斯
様
な
畷
庇
は
四
号
に
よ
っ
て
治
癒
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さ
れ
う
る
の
で
あ
る
(gS)0

⑤

西
ド
イ
ツ
で
は
､
行
政
行
為
発
給
官
庁
以
外
の
官
庁
の
協
力
を
要
す
る
行

政
行
為
を

｢段
階
的
行
政
行
為

(m
e
h
rst
ufig
e
V
e
rw
a
ltu
n
g
sa
k
te
)
｣
と
呼
ぶ

の
が
慣
わ
し
で
あ
り
(83)'
こ
の
協
力
は
実
定
法
上
'
了
解
(E
in
v
e
rn
eh
m
e
n
)､

同
意

(Z
u
s
tim
m
u
n
g
)
､
承
諾

(E
inv
e
rst恥
n
d
n
is)
な
ど
の

用
語
で
定
め
ら
れ

て
い
る
｡
そ
し

て

､
こ
の
様
な
段
階

的
行
政
行
為
に
協
力
が
欠
け
た
り
､
行
な
わ

れ
た
協
力
が
堪
痕
を
帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た
と
き
は
t
V
w
V
fG
四
四
条
三
項
四

号
に
よ
り
当
該
行
政
行
為
は
取
り
消
し
う
べ
き
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
が
､
五
号

は
斯
か
る
堀
庇
に
治
癒
の
途
を
ひ
ら
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
但
し
､
協
力
が
職
務

援
助

(A
m
tsh
ilfe
)
又
は
行
政
規
則

(V
e
rw
attu
ng
sv
orsc
h
rift)
に
よ
る
と

き
は
'
こ
の
限
り
で
は
な
い
と
さ
れ
る
(g!)0

伺

追
完
の
時
間
的
範
囲
､
主
体
及
び
効
果

追
完
行
為
が
畷
痕
の
治
癒
の

効
果
を
も
た
ら
し
う
る
時
間
的
範
囲
は
､
V
w
V
fG
四
五
条
二
項
に
よ
っ
て
画
さ

れ
て
い
る
が
､
同
項
に
よ
る
と
､
先
ず
申
請
に
つ
い
て
は
時
間
的
制
限
は
課
さ
れ

ず
'
従

っ
て
'
行
政
訴
訟
の
終
結
ま
で
に
追
完
が
な
さ
れ
れ
ば
こ
れ
に
畷
庇
の
治

癒
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
(a
).
但
し
'
申
請
期
間
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の

限
り
で
な
い
｡
こ
れ
に
対
し

､
理
由
付
記
'
聴
聞
'
委
員
会
の
議
決
及
び
他
の
官

庁
の
協
力
に
関
し
て
は
'
前
置
手
続
の
終
了
又
は
行
政
訴
訟
の
提
起
と
い
う
時
間

的
枠
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
従
っ
て
'
後
者
の
場
合
は
行
政
裁
判
所
へ
の
訴
え

の
到
達
が
､
前
者
の
場
合
に
は
異
議
審
査
決
定
が
送
達
に
よ
り
効
果
を
生
ず
る
時

点
が
分
水
嶺
と
な
る
｡

こ
の
点
抑
々
は
､
追
完
行
為
が
よ
り
早
い
時
点
に
行
な
わ
れ
れ
ば
'
そ
れ
丈
堀

痕
は
効
果
的
に
修
繕
さ
れ
う
る
訳
で
あ
る
が
(望
'
v
w
v
fG
は
'
事
案
が
行
政
の

領
域
に
止
ま
る
限
り
で
(Sg)'
即
ち

｢行
政
が
な
お
手
続
の
主
体

(H
err)
で
あ
る

限
り
｣
(a
)で
追
完
に
よ
る
堀
庇
の
治
癒
を
認
め
る
t
と
い
う
立
法

的
選
択
を
行

な
っ
た
の
で
あ
る
｡
別
言
す
れ
ば
､
追
完
行
為
が
行
政
上
の
決
定
に
影
響
を
及
ぼ

し
う
る
限
り
'
追
完
行
為
に
堀
痕
の
治
癒
の
効
果
を
認
め
よ
う
と
の
趣
旨
な
の
で

あ
る
(鷲
勿
論
'
行
政
行
為
に
対
し
て
訴
訟
が
提
起
さ
れ
ず
､
或
い
は
異
議
審
査

請
求
が
提
起
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
'
職
権
取
消
し
が
な
さ
れ
な
い
限
り
'
争
訟

提
起
期
間
経
過
後
に
お
い
て
も
追
完
行
為
に
よ
り
項
痕
は
治
癒
さ
れ
う
る
.

し
か
し
次
に
､
右
の
時
間
的
範
囲
内
で
誰
が
追
完
行
為
を
行
な
い
う
る
か
に
つ

い
て
は
t
V
w
V
fG
四
五
条
は
沈
黙
を
守
る
.
但
し
'

三
号
に
つ
い
て
は
申
請
権

者
'
四
号
に
つ
い
て
は
当
該
委
員
会
､
五
号
に
つ
い
て
は
当
該
他
の
官
庁
と
い
う

こ
と
で
'
追
完
行
為
者
は
夫
々
自
ず
と
指
定
さ
れ
る
か
ら
､
問
題
は
理
由
付
記
及

び
聴
聞
に
つ
い
て
生
ず
る
｡
端
的
に
は
'
行
政
行
為
を
発
給
し
た
官
庁
即
ち
原
処

分
庁

(A
u
sg
a
n
g
sb
e
h
O
rd
e
)
の
み
が
追
完
行
為
を
行
な
い
う
る
の
か
､
そ
れ
と

も
異
議
審
査
庁
も
ま

た
こ
れ
を
行
な
い
う
る
地
位
に
あ
る
の
か
t
で
あ
る
｡
そ
し

て
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
異
議
審
査
庁
も
ま
た
追
完
行
為
を
行
な
い
う
る
と
す
る

見
解
が
支
配
的
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
(ES)O
そ
の
理
由
づ
け
を
L
a
u
b
in
g
er
に
求

め
れ
ば
'
日
-
､
追
完
行
為
の
主
体
を
原
処
分
庁
に
限
る
見
解

は
'
｢原
処
分
庁
と

異
議
審
査
庁
の
関
係
と
相
容
れ
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
｡
両
者
は
執
行
府
に
属
す
る

の
で
あ
り
'
従

っ
て
'
両
者
相
互
の
関
係
は
行
政
庁
と
行
政
裁
判
所
の
関
係
と
は

異
質
で
あ
る
｡

こ
れ
は
立
法
者
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
､
例
え
ば

V
w
G
O
七

九
条

一
項

言
方
で
は
､
取
消
訴
訟
の
対
象
は

『異
議
審
査
決
定
を
通
じ
て
と
る
に

至

っ
た
形
に
お
け
る
原
行
政
行
為
』
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
斯

様
に
し
て
'
異
議
審
査
請
求
手
続
が
行
な
わ
れ
る
限
り
'
こ
の
手
続
に
お
い
て
漸

-
行
政
行
為
は

『最
終
的
形
態
』
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
を
考
慮
し
た
場

合
､
原
処
分
庁
が
犯
し
た
手
続
及
び
形
式
違
反
は
'
原
処
分
庁
に
取
ら
ず
異
議
審

査
庁
に
よ
っ
て
も
除
去
さ
れ
う
る
､
と
い
う
こ
と
が
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な

ろ
う
｣
(37
)と
｡

し
か
し
'
異
論
も
な
い
で
は
な
い
｡
例
え
ば

H
ufen
は
'
治
癒
と
い
う
が
た
め

に
は
､
手
続
的
畷
庇
の
結
果
が
法
的
に
も
事
実

上
に
も
除
去
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
､

従

っ
て
､
手
続
的
畷
痕
が
な
か
っ
た
場
合
に
置
か
れ
た
の
と
同
様
の
地
位
に
私
人

が
置
か
れ
る
必
要
が
あ
る
が
'

一
度
行
な
わ
れ
た
行
政
決
定
が
も
つ
こ
と
に
な
る
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官
庁
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
t
に
お
け
る
行
政
心
理
か
ら
-
る
持
続
力

(v
erw
al
tun
g
s
･

p
s
y
c
h
0-
0g
isc
h
e
B
e
s
ta
n
d
k
ra
ft)
を
考
え
れ
ば
'
真
の
治

癒
は
殆
ど
も
た
ら

さ
れ

る
余
地
は
な
い

し
'
ま
た
'
治
癒
は
私
人
に
対
し
て
手
続
上
の
審
級
を

一
つ

失
な
わ
し
め
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
と
説
い
て
'
追
完
行
為
は
原
則
的
に
原
処
分

庁
に
お
い
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
(Eq)0

最
後
に
､
追
完

･
治
癒
が
如
何
な
る
法
的
効
果
を
行
政
行
為
に
対
し
て
も
た
ら

す
の
か
に
つ
い
て
は
'
V
w
V
fG
四
五
条

1
項
が
､

｢
顧
慮
さ
れ
な
い

(u
n
b
e
a
･

c
h
tlic
h
)
｣
と
い
う
余
り
明
瞭
と
は
い
え
な
い
文
言
を
用
い
て
い
る
こ
と

も
あ

り
'
統

一
的
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
｡
成
程
､
追
完

･
治
癒
に

よ

っ
て
も
依
然
と
し
て
行
政
行
為
は
遵
法
で
あ
り
'
た
だ
取
消

し
が
排
除
さ
れ
る

だ
け
な
の
で
あ

っ
て
'
同
項
は
'
行
政
裁
判
所
は
権
利
を
侵
害

す
る
違
法
行
為
の

取
消
し
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
い
う

V
w
G
O

l
二
二
条

l
項

一
号
の
特
別
法
乃

至
は
事
後
法
で
あ
る
t
と
い
う
解
釈
は

一
般
に
否
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
(誓

追
完

･
治
癒
は
当
該
行
政
行
為
を
適
法
な
ら
し
め
る
の
で
あ

っ
て
'
以
後

に
そ
れ
の
効
力
を
失
な
わ
し
め
る
こ
と
は
撤
回

(W
id
e
rru
f)
の
領
域
に
属
す

る
t
と
の
考
え
方
が
支
配
的
で
は
あ
る
が
'
追
完

･
治

癒
が
行
政
行
為
を
将
来
に

向
か

っ
て
の
み

(e
x
n
u
n
c
)
適
法
た
ら
し
め
る
の
か
'
そ
れ
と
も
遡
及
的
に

(e
x

tu
n
c
)
環
症
を
排
除
す
る
の
か
t
に
つ
い
て
見
方
は
分
か
れ
て
い
る
｡
追
完

･
治

癒
の
遡
及
効
を
承
認
す
る
者
に
S
te
-k
e
n
s
＼
B
o
n
k
＼
L
e
o
n
h
a
r
dtt
u
-e
＼

L
a
u
b
in
g
e
r
な
ど
が
お
り
(4
)'
当
初

の
遵
法

は
追
完

･
治
癒

に

よ

っ
て
も
除
去
さ

れ

な
いと
す
る
論
者
に
は
K
o
p
p
､
M
e
y
er
J
B
o
rg
s
な
ど
が
み
ら
れ
(S
)'
ま
た
'

追
完

･
治
癒
の
効
果
に
つ
い
て
は
積
痕

の種
類
に

よ
り
区
別
す
べ
L
と
す
る
見
解

も
あ
る
(SZ).
損
害
賠
償
請
求
権
の
成
立
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
る
と
き
'
将
来
効
説

が
自
然
と
の
印
象
を
抱
-
が
'
行
政
手
続
法
案
の
政
府
説
明
(43
)が
､
こ
の
間
題
を

論
ず
る
こ
と
に
は
精
々
理
論
的
利
益
が
あ
る
に
止
ま
り
実
務
上
の
利
益
は
な
い
､

と
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
､
未
だ
本
格
的
論
議
の
対
象
と
は
さ
れ
て
い
な
い
様
で

あ
る
｡

手
続
的
堀
痕
が
追
完
に
よ
り
治
癒
さ
れ
た
と
い
う
理
由
の
み
を
以
て
異
議
審
査

請
求
が
認
容
さ
れ
な
か

っ
た
と
き
は
'
手
続
違
反
を
犯
し
た
官
庁
の
帰
属
す
る
行

政
主
体
が
'
異
議
審
査
請
求
追
行
に
要
し
た
費
用
を
弁
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(V
w
V
fG
<
0
#
)
Q

註

(3
)
V
g
I
.
i
.

B
.
K
n
a
ck
.
V
w
V
fG
.
3
.
A
u
flI.
∽
45
R
d
n
.
2
;
M
a
u
rer.
A
ltg
e･

m
eine
s
V
erw
a
ltu
n
g
srec
h
t.
5
1
A
u
fl1.
S
.
207
.

(4
)
K
n
a
ck
.a
.
a
.〇
こ
S
45
R
d
n
.
I
.
)
;K
o
p
p
.D
ie
H
eilu
n
g
vo
n
M
a
n

g
etn
d
es

V
erw
al
tu
n
g
sv
erfa
h
ren
s,
V
erw
A
rc
h
.
)
970.
S
1
2
)9f.

(5
)
こ
の
点
､
連
邦
公
務
員
法

(B
u
n
d
e
sb
eam
ten
g
e
setz)
二

条

l
項
が
'
事
物
的

に
無
権
限
の
官
庁
に
よ
る
任
命

行
為を
無
効
と
す
る
と
共
に
'
権
限
を
有
す
る
官
庁
に

よ
っ
て
こ
れ
が
追
認
さ
れ
た
と
き
に
'
遡
及
的
に
任
命
行
為
が
適
法
と
な
る
こ
と
を
定

め
て
い
る
の
は
'
無
効
原
因
た
る
畷
庇
の
治
癒
を
認
め
た
も
の
に
し
て
へ
例
外
的
存
在

で
あ
る
｡

(6
)
V
w
V
fG
制
定
前
に
t
H
a
u
e
ise
n
に
よ
っ
て
'
重
大
明
白
説
か
ら
す
れ
ば
手
続
的

違
反

は行
政
行
為
取
消
原
因
に
止
ま
る
こ
と
に
な
る
t
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
と

対
応
し
て
い
よ
う
O
V
g
I.
H
a
u
e
ise
n
,V
erw
a
ltun
g
sve
rfa
h
ren
u
n
d
V
erw
a
･

ttun
g
sa
k
t.
D
O
v
t973
,S
.
654

(A
nn
.
12)
.

(7
)
K
n
a
ck
.
a
.
a
.
〇
‥
S
45
R
d
n
.
3
:
L
au
b
in
g
er
,H
eilun
g
u
n
d
F
o
lgen
v
o
n

V
erfa
h
ren
s･u
n
d
F
o
rm
fe
hl
ern
.V
erw
A
r
ch
.
1981.
S
.
336:M
ey
er
J
B
or
g
s.

V
w
V
fG
一
2
.

A
u
flこ
∽
4
5
R
d
n
.
6
1
9
;
U
le
＼
L
au
b
in
g
er,
V
erw
a
ltu
n
g
sv
erf･

a
h
rens
r
e
c
h
t.3
.
A
u
flこ
8
58
(
2
;
K
op
p
.
V
w
V
fG
.4
.
Au
flこ
∽
45
R
d
n
.
)2
.

(8
)

積
極
的
論
者
と
し
て
は

K
o
p
p
,
a
.
a
.
0
.
(註
7
)
.
5
45
R
d
n
.
25;
O
b
erm
I

a
yer.V
w
V
fG
.∽
45
R
d
n
.
48
な
ど
を
､
消
極
的
に
解
す
る
者
と
し
て
は
M
e
yer
＼

B
o
rgs.
a
.
a
.
〇
こ
∽
45
R
d
n
.
9
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(9
)
H
u
fen
,F
e
h
ler
im
V
erw
a
ltu
n
g
sv
erfa
h
ren
.1986
.S
.
400
(A
n
m

.200)

.
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3耶
四

姐御
的

(S
)

姐眼
四

(14
)

(15
)

( /~＼ (
18 17 16＼_′＼_･ ＼..′

茄＼_...･

S
o
z
.
B
.
n
o
c
h
W
o
lff
J
B
a
c
h
o
f.
V
e
rw
a
ltu
n
g
sre
c
h
t.
I
.
9
.
A
u
flこ
∽
4
8

u
Iv

G
H
K
a
sse
I.
D
O
v
19
68
.
8
09
.

理
由
付
記
の
機
能
､
更
に
こ
の
制
度

一
般

に
つ
き
､
拙
稿

｢行
政
行
為
の
理
由
付
記
｣

本
誌
三
九
集
九
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

O
V
G
L
u
n
e
b
u
rg
.
D
V
B
l.
198
0.
8
85
.

S
o
z
.
B
.
K
n
a
c
k
.
a
.
a
.
〇
二
肋
4
5
R
d
n
.
3
.
2
.
2
;
O
V
G
u
in
e
b
u
rg
.
N
ュ
w

198
4.
1
)3
8
1

V
g
I.
M
a
u
rer.
a
.
a
.
0
.,
S
.
20
9
;
S
c
h
o
c
h
.
N
a
c
h
h
o
te
n
d
e
r
B
e
g
rtin
d
u
n
g

u
n
d
N
a
c
h
sc
h
ie
b
e
n
Y
o
n
G
rtin
d
e
n
.
D
O
V

1984
.
S
.
4
0
7;
V
G
H

B
a
d
e
n
I

W
tirtte
m
b
e
rg
.
D
O
V
19
83
.
38
3
.

B
V
e
rw
G
E
38
,
19
)
(19
5
)
.
批
判
と
し
て
は
t
K
o
p
p
.
a
.
a
.
0
.
(註

4
)
.
S
.

2
2
7ff
.
u
.
2
44
ff
.

S
c
h
o
c
h
,
a
.
a
.
0
.,
S
.
40
8
.

V
G
H
K
b
tn
.
N
JW

t98
4,
78
0
.
尚
'
詳
密
化
及
び
明
確
化

(Prazisie
ru
n
g
u
n
d

K
la
rste
llu
n
g
)
に
限
り
認
め
る
K
o
p
p
.
a
.
a
I
0
.
(註
7
)
,
8
45R
d
n
1
22
'
更

に
き
め
細
か
な
説
明

(d
iffe
re
n
z
ie
rte
E
rla
u
te
ru
n
g
)

の
み
を
許
容
す
る

M
e
y
e
r

＼
B
o
rg
s.
a
.
a
1
0
1,
∽
4
5
R
d
n
.3
)
は
'
本
文
に
述
べ
る
二
見
解
の
折
衷
的
立
場
と

い
え
な
く
は
な
い
が
､
理
由
の
訂
正
を
認
め
な
い
以
上
､
基
本
的
に
は
こ
の
立
場
と
見

倣
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

S
o
z
.
B
.
K
n
a
c
k
.
a
.
a
.
〇
‥
肋
4
5
R
d
n
.
3
1
2
.
3
;
S
c
h
o
c
h
.
a
.
a
.
〇
こ
S
1

4
0
8
ff
∴
E
y
erm
a
n
n
J
F
r6
h
)e
r,V
w
G
O
,
S
t
t3
R
d
n
.
18;M
esse
rsc
h
m
id
t.Z
u
r

H
e
ilu
n
g

u
n
d

F
o
lg
e
n
lo
sig
k
e
it
Y
o
n

V
e
rfa
h
re
n
s･
um
d

F
o
rm
fe
h
-e
rn
,

N
V
w
Z
t98
5
,
S
.
8
78
.

K
n
a
c
k
.
e
b
e
n
d
a
･.
O
b
e
rm
a
y
e
r,
a
.
a
.
〇
こ
∽
4
5
R
d
n
.
)2
i.
V
.
m
.
∽
39

R
d
n
.
6
2;
U
le
＼
L
a
u
b
in
g
e
r.
a
.
a
1
0
‥
S
58
日
3
;
O
V
G
L
tin
e
b
u
rg
.
D
V
B
t.

)98
0.
8
5
5
.

姐矧
E

M砺
E

(23
)

M矧
四

(25
)

(.26
)

(3･0
)

姐甜
粥

(32
)

姐輔
弼

(g
J)

(35
)

へ36
)

S価
四

姐駆
E

n
dBiX
的

M
a
n
d
e
la
rtz,A
n
h
O
ru
n
g
.A
b
se
h
e
n
v
o
n
d
e
r
A
n
h
a
ru
n
g
.
N
a
c
h
h
o
te
n
d
e
r

u
n
te
rb
lie
b
e
n
e
n
A
n
h
6
ru
n
g
.
D
V
B
1.
1983
.
S
.
tt2
.

B
V
e
rfG
E
53
.
30
(6
5
)
.

M
a
n
d
e
la
rtz
,
a
.
a
.
0
.,
S
.
t
t2
.

B
V
e
rw
G
E
6
6
,
I
ll
.

B
V
e
rw
G
,
D
O
V
t983,3
3
9
I

V
G
H
M
tin
ste
r
v
o
m
2
1
.
)2
.
)9
79
;
O
V
G
N
W

v
o
m

19
.
)
.
19
8
)
.
但
し
､

両
判
決
と
も
入
手
で
き
ず
､
前
者
に
つ
い
て
は
L
a
u
b
in
g
e
r.a
.
a
.
0
.,
S
.
3
40
､
後

者
に
つ
い
て
は
M
a
n
d
e
la
rtz,
a
.
a
.
0
.,
S
.
t
t5
に
よ
っ
た
o

H
u
fe
n
.a
.
a
1
0
.,S
.
40
6
ff
.;
M
a
n
d
eJa
rtz,a
.
a
1
0
..
S
.
Its
;
K
n
a
c
k
,a
.
a
.

〇
こ
8
4
5
R
d
n
.
3
.
3
1
)
.

K
n
a
c
k
.
a
.
a
.
〇
‥
S
4
5
R
d
n
.
3
.
4
.

K
n
a
c
k
.
a
.
a
.
〇
こ
S
4
5
R
d
n
1
3
.
5
;
W
o
lff
＼
B
a
c
h
o
f,
a
.
a
.
0
..
8
4
6
V
C
.

S
c
h
u
e
g
ra
f.
D
e
r
m
e
h

rstu
fig
e
V
erw
a
ltu
n
g
sa
k
t.N
JW

t96
6
,
S
.
)7
7
に
よ
れ

ば
､
こ
の
呼
称
は
M
e
n
g
e
r
以
来
と
さ
れ
る
｡

K
n
ac
k
,
a
.
a
.
0
..
&
4
5
R
d
n
1
3
.
5
.

U
le
＼
L
a
u
b
in
g
e
r.
a
.
a
.
O
I.
S
58
Ⅰ
.

H
u
fe
n
,a
.
a
.
0
-.
S
.
4
04
.

M
a
u
re
r.
a
.
a
.
0
.,
S
.
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.

V
g
I.
I
.
B
.
K
n
a
c
k
.
a
.
a
.
0
.,
∽
4
5
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d
n
1
4
.2
.

B
V
e
rw
G
E
6
1.
4
5
.

M
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h
m
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a
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0
.,
S
.
8
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;
L
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u
b
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g
e
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a
.
a
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o
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S
.
3
38
ff
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K
n
a
c
k
,a
.
a
1
0
こ
8
4
5
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n
.
3
.
3
.
2
;B
V
e
rw
G
E
54
,2
76;
B
V
erw
G
E
58
.3
7
.

L
a
u
b
in
g
e
r,
a
.
a
.
0
.,
S
.
34
1
.

H
u
fe
n
.
H
eitu
n
g
u
n
d
U
n
b
e
a
c
h
ttic
h
k
e
it
g
ru
n
d
re
c
h
tsre
le
v
a
n
te
r
V
er･

fa
h
re
n
sfe
h
ter?,
N
J
W

t98
2
,
S
.
2
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.

S
o
z
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M
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rsc
h
m
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a
.
a
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0
..
S
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(4

)
S
telken
s
＼
Bo
n
k
＼
L
eo
n
h
ard
t.V
w
V
fG
.2
1

A
u
fl‥
5
45
R
d
n
.
45;U
le
＼

L
au
bin
g
er.
a
.
a

1
0
‥
∽
58
1
1;
O
b
erm
a
y
e
r,

a
.
a
1
0
こ
S
45
R
d
n
.
3
0
;

K
n
ack
.a
.
a
.
〇
‥
8
45
R
d
n
t2
1

5
.

(
41

)

K
o
p
p
,a
.
a
.
0
.
(註
7
)
.S
4
5

R
d
n
.6
;

H
ufen
,a
.
a
.
0
.
(註
9
)
.S
.
409;

M

ey
er
J
B
o
rg
s.a
.
a
.
〇
こ
S
45
R
d
n
.
)2
1
K
na
ck
.a
.
a
.
0
.,
S
45
R
d
n
.
2
.

5

が
マ
イ
ヤ
ー
=-
ポ
ル
ク
ス
を
遡
及
効
説
に
含
め
て
い
る
の
は
､
誤
り
と
思
わ
れ
る
｡

(42
)

M
essersch
m
id
t.a
.
a
.
〇
‥
S
.00∃
f.
例
え
ば
申
請
の
追
完
に
は
遡
及
効
を
､
同

じ
く
理
由
付
記
及
び
聴
聞
の
追
完
に
は
将
来
効
の
み
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ

る
.
こ
れ
で
は
法
的
安
定
性
が
阻
害
さ
れ
る
と
い
う
批
判
と
し
て
､
K
n
ack
.a
.
a
.

〇
こ

∽
45
R
d
n1
2
.
5
.

(43
)
B
T･
D
ru
ck
s
.7
[940
.

S
.
65.

三

行
政
手
続
上
の
環
症
の
治
癒

･
管
見

西
ド
イ
ツ
に
い
う
狭
義
の
行
政
手
続
は
'
我
国
で
は

(特
に
行
政
行
為
の
畷
庇
論

で
は
)

行
政
行
為
の
管
轄
及
び
形
式
か
ら
は

一
応
区
別
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
き
て
お

り
(3
)'
こ
こ
に

1
つ
の
論
点
が
な
い
訳
で
は
な
い
が
'
以
下
で
は
従
来
の
扱
い
に

敢
え
て
異
を
唱
え
ず
'
行
政
行
為
発
給
前
の

一
連
の
手
続
過
程
の
み
を
行
政
手
続

と
観
念
L
t
我
国
に
妥
当
す
べ
き
行
政
手
続
上
の
畷
痕
の
治
癒
の
法
理
を
探
る
こ

と
と
す
る
｡
先
ず
前
提
と
し
て
､
前
節
で
概
観
し
た
西
ド
イ
ツ
の
制
度
と
論
議
に

つ
い
て
の
所
感
を
若
干

(他
国
の
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
)
述
べ
て
お
こ
う
｡

仙

既
に
触
れ
た
が
､
V
w
V
fG
四
五
条
か
ら
す
れ
ば
､
行
政
手
続
上
の
違
法

が
行
政
行
為
を
無
効
た
ら
し
め
る
こ
と
は
先
ず
あ
り
え
な
い
｡
斯
様
な
結
果
が
重

大
明
白
説
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
'
手
続
違
背
は
'
明
白
性
の

要
件
は
斑
置
き
重
大
性
の
要
件
を
充
た
さ
な
い
と
の
考
慮
が
背
景
に
あ
る
も
の
と

推
察
さ
れ
る
｡
し
か
し
､
手
続
違
背
を
挙
げ
て
重
大
視
し
な
い

(｢重
大
性
｣
の
要
件

を
充
足
し
な
い
と
み
る
)
と
い
う
の
は
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
私
人
に
対
す
る

事
前
の
権
利
保
護
'
適
法
行
政
の
保
障
と
い
っ
た
行
政
手
続
の
役
割
に
鑑
み
る
と

き
'
例
え
ば
'
枢
要
な
行
政
手
続
違
背
､
就
中
手
続
の
欠
故
に
つ
い
て
は
こ
れ
を

行
政
行
為
無
効
原
因
と
な
す
様
な
立
法
的
選
択
の
余
地
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
｡
我

国
で
範
例
と
な
す
べ
き
で
は
な
い
(45
)0

惚

仮
に
手
続
違
反
を

一
律
に
行
政
行
為
の
取
消
原
因
と
見
倣
す
こ
と
が
正
当

で
あ
る
と
し
て
も
､
V
w
V
fG
四
五
条

l
項
各
号
列
挙
の
手
続
に
つ
い
て
は
'
逮

反
が
ど
の
程
度
の
重
大
さ
を
帯
び
て
い
る
か
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
､
或
い
は
行

政
行
為
の
種
類
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
-
､
堪
痕
は
総
て
治
癒
可
能
な
も
の
と
さ

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
点
に
も
､
批
判
の
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
｢治
癒
の
問

題
に
つ
き
考
え
う
る
総
て
の
解
決
策
の
う
ち
'
立
法
者
は
行
政
に
と
っ
て
最
も
有

利
な
も
の
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
｣
(鶴
)と
の
評
価
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
ま
た
､

聴
聞
の
欠
故
も
治
癒
可
能
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
､
V
w
V
fG
四
五

条

一
項
各
号
を
限
定
的
列
挙
の
規
定
と
解
す
る
こ
と
の
合
理
性
も
疑
わ
れ
よ
う
｡

㈲

し
か
し
な
が
ら
､
叙
上
に
も
拘
ら
ず
'
手
続
的
場
症
の
追
完
に
よ
る
治
癒

を
認
め
る
こ
と
自
体
､
更
に
前
置
手
続
の
終
了
ま
で
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
'
西

ド
イ
ツ
の
関
連
行
政
法
制
度
を
前
提
と
す
る
限
り
､
寧
ろ
自
然
と
も
い
え
よ
う
｡

即
ち
'
西
ド
イ
ツ
で
は

l
般
的
に
､
前
置
手
続
は

〝行
政
手
続
″

の

1
部
と
観
念

さ
れ
て
い
る
.
こ
の
点
確
か
に
'
嘗
て
V
w
G
O
の
草
案
の
段
階

で
連
邦
政
府
は
'

前
置
手
続
は
行
政
裁
判
手
続
の
不
可
分
の

一
部
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
'
ま
た

V
w
G
O
発
効
当
初
に
は
こ
れ
と
同
様
の
見
方
が
連
邦
行
政
裁
判
所
に
よ
っ
て
支

持
さ
れ
た
t
と
い
う
経
緯
は
あ
る
も
の
の
'
今
日
で
は
､
同
裁
判
所
も
前
置
手
続

は
行
政
手
続
の

一
部
で
あ
る
と
判
示
L
t
学
説
上
も
同
様
の
見
解
が
支
配
的
な
の

で
あ
る
(-7).
例
え
ば
'
U
le
が
'
前
置
手
続
は
裁
判
手
続
で
は
な
く
行
政
手
続
の

一
部
で
あ
る
と
い
い
(48)､
o
erd
erが
､
前
置
手
続
担
当
機
関
は
執
行
府
に
属
す
る

し
､
ま
た
'
当
該
機
関
は

原
処
分
庁
同
様
行
政
法
関
係
を
具
体
化
す
る
の
で
あ

っ

て
､
裁
判
機
能
又
は
準
裁
判
的
機
能
を
営
む
の
で
は
な
い
か
ら
､
前
置
手
続
は
形

式
的
に
も
実
質
的
に
も
行
政
手
続
で
あ
る
､
と
説
-
(49
)が
如
し
｡
以
上
の
如
-
把
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担
さ
れ
る
前
置
手
続
を
前
提
と
す
る
限
り
､
前
置
手
続
の
終
了
ま
で
を

7
連
の
手

続
と
捉
え
､
｢
a
u
b
in
g
e
r
の
指
摘
に
も
あ
っ
た
通
り
'
行
政
行
為
は
前
置
手
続
に

お
い
て
最
終

的
形
態
を
獲
得
す
る
も
の
と
し
た
上
で
'
前
置
手
続
終
了
ま
で
は
手

続
的
項
庇
の
追
完
に
よ
る
治
癒
が
許
さ
れ
る
と
み
て
い
く
の
は
'
何
ら
不
合
理
な

こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
同
じ
意
味
で
'
異
議
審
査
庁
に
も
追
完
を
許
容
す
る

解
釈
が
正
当
性
を
帯
び
て
こ
よ
う
｡

但
し
､
そ
れ
で
は
例
外
的
に
前
置
手
続
を
経
な
い
場
合
に
行
政
行
為
は
何
時
最

終
的
形
態
に
至
る
の
か
と
な
る
と
'
そ
れ
は
告
知

(B
e
k
a
n
ntg
a
b
e
)
の
時
点
と

な
ろ
う

(V
w
V
fG
四
三
条
一
項
参
照
)
.
従

っ
て
'
こ

の場
合
に
つ
き
V
w
V
fG
四

五
条
二
項
が
追
完
を
行
政
訴
訟
の
提
起
ま
で
認
め
て
い
る
の
に
は
､
最
終
処
分
性

と
い
う
点
か
ら
す
る
と
､
疑
問
が
な
く
は
な
い
｡

仙

手
続
的
畷
症
の
治
癒
は
､
手
続
的
に
は
遵
法
に
成
立
し
た
が
実
体
的
に
は

無
垢
痕
の
行
政
行
為
の
取
消
し
を
回
避
す
る
t
と
い
う
目
的
に
奉
仕
す
る
も
の
と

い
わ
れ
る
(讐

v
w
v
fG
四
五
条
は
同
法
四
六
条
(-1
)と
同
様
の
機
能
を
果
た
す
訳

で
あ
り
t

Vw
V
fG
に
お
け
る
行
政
の
効
率
重
視
の
態
度
が
こ
こ
に
窺
わ
れ
る
の

で
あ
る
が
'
斯
様
な
目
的
の
下
に
認
め
ら
れ
る
追
完

･
治
癒
の
制
度
に
纏
わ
る
問

題
性
も
指
摘
さ
れ
え
よ
う
｡

第

一
に
は
'
手
続
を
遵
守
せ
ず
と
も
こ
れ
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
は
欠
け
る

の
で
あ
る
か
ら
､
原
処
分
庁
に
よ
る
手
続
規
定
軽
視
の
傾
向
を
生
じ
な
い
か
で
あ

る
(鷲

こ
の
点
に
つ
き
我
国
の
行
政
側
は
否
定
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が

(冒
頭

一
の
仙
)
､
斯
様
な
危
快
は
容
易
に
は
払
拭
さ
れ
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡
第
二

に
は
'
追
完
行
為
が
､
本
来
発
揮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
手
続
行
為
の
機
能
を
充

分
に
果
た
し
う
る
か
で
あ
る
｡
例
え
ば
理
由
付
記
の
争
訟
提
起
便
宜
機
能
に
つ
い

て
み
れ
ば
､
-
S
ch
o
ch
は
､
付
記
理
由
を
参
考
に
自
己
が
争
訟
を
提
起
し
た
場
合

の
成
功
の
見

込
み
を
考
え
'
無
意
味
な
争
訟
提
起
を
回
避
す
る
と
い
う
私
人
の
利

益
は
､
追
完
行
為
を
以
て
し
て
は
カ
ヴ
ァ
-
さ
れ
な
い
､
と
指
摘
す
る
(E3)｡
我
国

最
高
裁
の
立
場

(
1
の
似
)
を
更
に
私
人
に
有
利
な
方
向
で
進
め
た
も
の
と
い
っ

て
よ
い
(54
)｡
ま
た
'
行
政
行
為
発
給
時
の
適
法
性
保
障
と
い
う
機
能
も
追
完
に
よ

り
回
復
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
｡
し
て
み
る
と
､
追
完
行
為
が
手
続
行
為
の
本
来
の

機
能
を
果
た
し
え
な
い
と
い
う
場
合
は
､
行
政
手
続
全
般
を
問
題
と
し
た
場
合
に

存
外
多
く
あ
り
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
.
こ
の
意
味
で
'
追
完
が
瑠
痕
を
治
癒

し
う
る
と
い
う
考
え
方
を
広
く
行
政
手
続
に
及
ぼ
す
こ
と
に
は
'
不
合
理
な
面
が

あ
ろ
う
｡

さ
て
'
明
白
な
誤
謬
や
行
政
行
為
無
効
原
因
た
る
手
続
的
畷
痕
に
つ
い
て
､
西

ド
イ
ツ
の
法
理
を
我
国
に
移
入
せ
し
め
る
こ
と
に
異
論
は
な
か
ろ
う
が
､
行
政
行

為
取
消
原
因
た
る
手
続
的
環
症
の
治
癒
の
問
題
は
ど
う
扱
わ
れ
る
べ
き
か
O
裁
判

手
続
に
お
け
る
追
完

･
治
癒
が
西
ド
イ
ツ
同
様
否
定
的
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

こ
と
は
'
こ
こ
に
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
と
す
る
と
'
次
に
不
服
申
立
て

手
続
に
お
け
る
治
癒
の
可
否
を
決
す
る
も
の
と
し
て
差
し
当
た
り
考
え
ら
れ
る
の

は
､
相
対
的
に
手
続
軽
視
は
否
め
な
い
と
し
て
も
'
西
ド
イ
ツ
の
如
-
実
体
的
に

適
法
な
行
政
行
為
は
仮
令
手
続
的
畷
痕
を
帯
び
て
い
て
も
効
力
を
維
持
せ
し
め
る

の
か
'
そ
れ
と
も
､
手
続
を
重
視
し
'
手
続
的
畷
症
を
伴
う
行
政
行
為
は
無
条
件

に
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
の
か
t
を
め
ぐ
る
価
値
判
断
で
あ
ろ
う
｡
極

く
大
ま
か
に
表
現
す
れ
ば
､
手
続
法
を
実
体
法
と
同
列
に
扱
う
か
､
実
体
法
優
先

を
貫
く
か
で
あ
る
｡

し
か
し
'
西
ド
イ
ツ
に
学
ぶ
限
り
'
畷
症
の
治
癒
の
可
否
を
決
す
る
上
で
右
の

点
よ
り
も
よ
り
前
提
的
な
第
二
の
論
点
が
あ
る
様
に
'
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
｡
そ

れ
は
'
西
ド
イ
ツ
の
異
議
審
査
請
求
手
続
に
対
応
す
る
我
国
の
不
服
申
立
て
手
続

が
行
政
の
過
程
乃
至
は
流
れ
の
中
に
占
め
る
位
置
で
あ
る
｡
即
ち
'
不
服
申
立
て

手
続
が
行
政
行
為
発
給
手
続
と
不
可
分

一
体
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
は
じ
め
て
､
先
の
第

一
の
論
点
が
意
味
を
も

っ
て
-
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
｡

そ
こ
で
次
に
､
不
服
申
立
て
手
続
が
西
ド
イ
ツ
の
異
議
審
査
請
求
手
続
と
同

様
'
行
政
行
為
発
給
手
続
と
不
可
分

7
体
と
な

っ
て
い
る
の
か
に
つ
き
接
ず
る
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に
'
結
論
と
し
て
否
と
い
う
外
は
な
い
｡
確
か
に
'
異
議
申
立
て
は
処
分
庁
又
は

不
作
為
庁
に
対
す
る
不
服
申
立
て
で
あ
る
し
､
審
査
請
求
も
､
処
分
庁
又
は
不
作

為
庁
以
外
の
行
政
庁
に
対
す
る
そ
れ
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
'
裁
決
庁
の
第
三
者

性
は
裁
判
所
の
そ
れ
に
比
肩
す
べ
-
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
､
更
に
再
審
査
請
求

も
行
政
機
関
に
対
す
る
不
服
申
立
て
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い

(行
政
不
服

審
査
法
三
条
･
八
条
)
｡
こ
の
意
味
で
問
題
の
両
手
続
の
親
近
性
を
否
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
｡
し
か
し
反
面
で
､
行
政
事
件
訴
訟
法
は
原
則
と
し
て
自
由
選
択
主

義
を
採
り

(八
条
)
'
且
つ
'
私
人
が
自
主
的
に
不
服
申
立
て
を
選
択
し
た
場
合
及

び
法
律
が
不
服
申
立

て
前
置
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
適
用
さ
れ
る
の
は
､
原
処

分
主
義
で
あ
り
､
｢
裁
決
の
取
消
し
の
訴
え
に
お
い
て
は
､
処
分
の
違
法
を
理
由
と

し
て
取
消
し
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
｣
(
一
〇
条
二
項
)
と
規
定
さ
れ
る
｡
即

ち
､
我
国
で
は
行
政
行
為
は
処
分
庁
に
よ
っ
て
最
終
的
形
態
を
与
え
ら
れ
る
も
の

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
点
､
西
ド
イ
ツ
の
不
服
申
立
て
前
置
原
則
'
裁

決
主
義
原
則
と
は
大
き
-
異
な
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
い
｡
総
じ
て
評
価

す
る
な
ら
ば
､
不
服
審
査
は
同
じ
行
政
権
内
部
の
機
関
に
よ
る
も
の
と
は
い
え
､

行
政
行
為
の
発
給
と
不
可
分

一
体
の
も
の
と
は
見
倣
し
え
な
い
の
で
あ
る
｡

こ
れ
を
前
提
と
す
る
な
ら
へ
我
国
に
お
い
て
は
､
不
服
申
立
て
手
続
に
お
け
る

手
続
的
畷
痕
の
治
癒
は
'
否
定
的
に
解
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
｡
但
し
､
特
別
法
が

裁
決
に
つ
い
て
の
み
出
訴
を
認
め
､
原
処
分
に
対
す
る
出
訴
を
許
さ
な
い
場
合

(例
え
ば
電
波
法
九
六
条
の
二
､
労
働
組
合
法
二
七
条
七
項
)
に
は
､
西
ド
イ
ツ
同
様
､

最
終
処
分
性
は
裁
決
に
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
､
裁
決
に
至
る
ま
で
は

追
完
に
よ
る
畷
症
の
治
癒
を
認
め
る
余
地
が
生
じ
よ
う
｡
け
れ
ど
も
'
裁
決
手
続

に
つ
い
て
は
我
国
の
場
合
実
定
法
が
比
較
的
詳
細
な
要
件
を
定
め
て
い
る
か
ら
､

取
消
訴
訟
で
治
癒
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
余
り
考
え
ら
れ
な
い
｡
対
し
て
､
裁

決
庁
に
よ
る
原
処
分
の
審
査
の
際
に
治
癒
は
意
味
を
持
と
う
｡
そ
し
て
こ
の
点
､

手
続
違
反
の
事
実
を
重
大
視
L
t
こ
れ
を
理
由
に
原
処
分
は
取
り
消
さ
れ
る
べ
L

と
す
る
こ
と
も
無
論
考
え
ら
れ
な
-
は
な
い
が
'
裁
決
庁
に
よ
る
実
体
的
に
適
法

な
原
処
分
の
取
消
し
1
再
処
分
と
い
う
の
は
'

一
面
で
は
行
政
の
効
率
を
損
な

い
､
他
面
で
は
国
民
に
不
経
済
を
強
い
る
結
果
と
な
る
か
ら
'
治
癒
を
肯
定
的
に

解
す
る
の
が
基
本
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

不
服
申
立
て
手
続
に
お
い
て
は
右
の
如
-
で
あ
る
と
し
て
も
'
私
人
に
よ
る
提

訴
又
は
不
服
申
立
て
の
提
起
以
前
に
限
っ
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
確
か
に
'
行

政
行
為
発
給
段
階
で
手
続
が
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
憾
み
は
あ
る
L
t
最
終

処
分
性
も
既
に
具
わ
っ
て
は
い
る
｡
し
か
し
'
第

一
に
'
不
服
申
立
て
手
続
又
は

裁
判
手
続
が
開
始
さ
れ
る
以
前
の
追
完
行
為
な
の
で
あ
り
'
且
つ
こ
れ
が
行
な
わ

れ
る
の
は
処
分
庁
に
よ
っ
て
で
あ
る
｡
第
二
に
'
二
箇
月
と
い
う
不
服
申
立
て
期

間

(行
政
不
服
審
査
法
1
四
条
l
項
･
四
五
条
)
又
は
三
箇
月
と
い
う
出
訴
期
間

(行

政
事
件
訴
訟
法
1
四
条
一
項
)
内
で
の
追
完
行
為
で
あ
っ
て
'
処
分
時
と
時
間
的
に

そ
う
大
き
な
隔
た
り
は
な
い
｡
そ
し
て
第
三
に
'
追
完

･
治
癒
を
認
め
な
い
と
き

は
処
分
庁
は
追
完
行
為
を
行
な
わ
な
-
な
る
が
､
逆
の
場
合
に
は
､
処
分
庁
の
追

完
行
為
に
よ
り
誤
っ
た
実
体
判
断
が
是
正
さ
れ
(ER)'
争
訟
手
続
に
よ
る
よ
り
は
よ

り
早
期
の
権
利
救
済
が
も
た
ら
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
｡
以
上
に
よ
り
､
追
完

･

治
癒
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
て
よ
い

(例
え
ば
'
理
由
の
遅
滞
な
き
追
送
な
ど
)0

そ
れ
で
は
最
後
に
'
理
由
付
記
の
積
症
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
る
べ
き
か
.
先

ず
理
由
付
記
の
欠
鉄
に
つ
い
て
は
､
筆
者
は
予
々
判
例
(Eg)と
は
立
場
を
異
に
L
t

こ
れ
を
行
政
行
為
の
無
効
原
因
と
見
倣
し
て
い
る
｡
行
政
行
為
に
付
記
理
由
が
全

-
欠
け
た
場
合
､
私
人
と
し
て
は
争
訟
に
お
け
る
請
求
認
容
の
可
能
性
を
殆
ど
判

断
で
き
な
い
｡
裁
量
行
為
に
つ
い
て
は
全
-
判
断
不
可
能
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
か
ろ
う
｡
に
も
拘
ら
ず
'
理
由
と
請
求
認
容
の
可
能
性
と
を
勝
手
に
推
論
L
t

救
済
を
求
め
る
な
ら
ば
と
に
か
-
争
訟
を
提
起
し
て
お
け
､
と
い
う
の
は
幣
に
失

す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
理
由
付
記
の
欠
枚
は
追
完

･
治
癒
の
対

象
と
す
べ
き
で
は
な
い
｡
他
方
で
付
記
理
由
の
不
備
は
､
こ
れ
を
行
政
行
為
取
消

原
因
と
見
徹
す
こ
と
に
異
存
は
な
-
(-7
)'
且
つ
既
に
述
べ
た
追
完

･
治
癒
の
一
般

論
の
適
用
を
拒
む
理
由
は
な
い
様
に
思
う
｡
結
局
私
見
で
は
､
本
稿
の
冒
頭
提
起
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の
問
題
に
つ
い
て
､
治
癒
を
否
定
す
る
最
高
裁
の
立
場
が
支
持
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
が
､
理
由
づ
け
は
異
な
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
即
ち
私
見
で
は
'
当
該
不
服
申
立

て
手
続
に
お
い
て
追
完
に
よ
る
治
癒
は
許
さ
れ
な
い
t
と
い
う
点
を
以
て
理
由
と

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
関
L
t
若
し
最
高
裁
の
理
由
づ
け
に
従
え

ば
'
不
服
申
立
て
前
の
追
完
行
為
も
､
｢処
分
そ
の
も
の
の
慎
重
､
合
理
性
を
確
煤

す
る
目
的
に
そ
わ
な
い
｣
こ
と
と
な
り
'
治
癒
の
効
果
を
否
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な

い
こ
と
と
な
っ
て
'
こ
の
点
不
合
理
で
あ
る
､
と
い
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
よ
う
｡

註

(44
)

例
え
ば
'
田
中
･
前
掲
書

一
四
三
亘
以
下
｡

(45
)

こ
の
問
題
を
本
稿
で
主
題
的
に
論
ず
る
訳
で
は
な
い
が
､
例
え
ば
'
南
博
方
･
原
田

尚
彦
･
田
村
悦

7
編

『新
版
行
政
法
川
』
一
八
四
乃
至
五
頁
が

｢利
害
関
係
人
の
権
利

ま
た
は
利
益
を
担
保
す
る
見
地
か
ら
定
め
ら
れ
て
い
る
手
続
の
違
背
や
､
そ
の
手
続
を

経
な
け
れ
ば
､
と
う
て
い
公
正
な
実
体
的
結
果
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め

ら
れ
る
場
合
の
手
続
の
違
背
｣
を
無
効
原
因
と
み
て
い
る
の
は
､
示
唆
的
で
あ
る
｡

(46
)
H
ufen
.a
.
a
1
0
.
(註
9
)
.S
.
399
1

(4
)
詳
し
-
は
､
O
e
rd
er,
D
a
s
W
id
e
rsp
ruchsverfahren
d
er
V
erw
altun
g
s･

g
erich
tso
rdn
u
n
g
,
)989
.S.
)5f
.
及
び
そ
こ
に
挙
げ
ら

れる
資
料
を
参
照
O

(48
)

U
Je,
v
erw
attu
n
g
sp
rozeL3recht.
7
.
A
u
fl‥
S
1
97
.

(4
)

O
e
rd
er
.a
.
a
.
〇
‥
S
.)
6
1

(5

)

S
o
z.
B
.
K
n
ac
k
.a
.
a
.
〇
‥
肋
45
R
d
n
.2
.
l
l

(

51
)

v
w

v
fG
四
六
条
に
つ
い
て
は
'
例
え
ば
拙
稿

｢
取

消
訴
訟
に
お
け
る
行
政
手
続
上

の
噸
痕

･
序
説
｣
『雄
川
献
呈
･
行
政
法
の
諸
問
題
中
』
五
五
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た

い
｡

果
た
さ
れ
る
と
い
い

(B
T
･D
ruck
s
.
7[94
0
,

S
.66)､
我
国
行
政
側

(
f
の
仙
)
ち

こ
れ
と
同
旨
で
あ
る
が
'
回
復
さ
る
べ
き
は
争
訟
提
起
便
宜
機
能
で
あ
ろ
う
0

(55
)

追
完
行
為
に
よ
り
原
処
分
の
実
体
的
遵
法
が
顕
在
化
す
る
こ
と
が
あ
る
点
の
指
摘

と
し
て
､
v
g
I.
M
a
u
rer,
a
.
a
.
〇
‥
S
.
208
.

(56
)

最
判
昭
五

四
･
四
･
五
訟
務
月
報
二
五

巻

八
号
二
二
三
九
頁
｡

(5
)

兼
子
仁

『行
政
法
総
論
』
一
八
八
頁
､
最
判
昭
三
八
･
五
･
三
1
民
集

1
七
巻
四
号

六
一
七
頁
参
照
｡

西
ド
イ
ツ
で
は
､
私
人
の
手
続
上
の
権
利
は
t
V
w
V
fG
四
五
条
と
同
四
六
条

に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
'
価
値
が
低
下
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
(粥)が
'
同
時
に
'

手
続
的
項
庇
を
理
由
と
し
た
裁
判
所
に
よ
る
行
政
行
為
の
取
消
し
を
制
限
し
よ
う

と
す
る
四
六
条
の
場
合
と
は
異
な
り
'
四
五
条
に
つ
い
て
は
論
議
が
活
発
で
は
な

く
(E"'
且
つ
憂
慮
を
口王
す
る
向
き
も
少
な
か

っ
た
(-
)'
と
も
い
わ
れ
て
い
る
｡
し

か
し
､
既
に
み
た
様
に
､
同
条
が
追
完

･
治
癒
に
対
し
て
極
度
に
寛
容
で
あ
る
こ

と
を
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
'
治
癒
の
範
囲
を
狭
め
て
い
こ
う
と
す

る
最
近
に
み
ら
れ
る
態
度
(6.)は
必
然
的
な
動
き
と
も
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
'
ま

た
､
こ
れ
を
契
機
と
し
た
今
後
の
活
発
な
論
議
も
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

そ
の
活
発
な
論
議
を
ま

っ
て
再
び

V
w
V
fG
四
五
条
に
目
を
向
け
､
関
連
行
政
法

制
度
は
異
な
る
と
は
い
え
､
こ
れ
を
素
材
に
我
国
で
の
問
題
解
決
を
吟
味
し
な
お

す
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡
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S
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V
w
V
fG
の
法
案
に
つ
い
て
の
政
府
説
明
は
'
追
完
に
よ
り
訴
訟
提
起
便
宜
機
能
が

60 5958

註

S
o
l
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B
I
M
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rer.a

S
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a
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〇
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S
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(61
)

代
表
と
し
て
は
､
H
亡
fe
n
の
前
掲
書

(註

9
)
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
｡

(
一
九
九
〇

年
九
月
脱
稿
)
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