
行
政
手
続
法
の
意
義
の
二
面
性
に
つ
い
て

目

次

は
じ
め
に

一

行
為
規
範
と
し
て
の
行
政
手
続
法
の
意
義

二

裁
判
規
範
と
し
て
の
行
政
手
続
法
の
意
義

三

手
続
的
戦
痕
相
対
化
の
具
体
的
手
法

四

手
続
的
戦
痕
相
対
化
の
承
認
と
問
題
性

五

手
続
的
戦
痕
の
絶
対
化

へ
向
け
て

お
わ
り
に

は
じ
め
に

ド
イ
ツ
行
政
法
学
の
祖
0
･
マ
イ
ヤ
ー
が
嘗
て
提
示
し
た
命
題
､
即
ち

｢憲
法

は
滅
ん
で
も
行
政
法
は
存
続
す
る

(V
erfa
ss
un
gsre
c
h
t

v
e
rge
h
t
)
V
e
r
･

w
a
ttu
n
g
sre
c
h
t
b
e
steh
t
)
小
｣
は
､
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
で
の

旧
憲
法
体
制
の

温
存
(棚
艶

話

謂

)
､
行

政
法
の
技
術
的
･政
治
中
立
的
性
格
な
ど
を
考
慮
に
入
れ

た
場
合
､
当
時
は
相
当
の
説
得
力
を
持
ち
え
た
で
あ
ろ
う
が
､
超
時
代
的
に
妥
当

す
る
も
の
と
し
て
は
首
肯
し
難
い
｡
寧
ろ
､
F

･
ヴ
ェ
ル
ナ
I
の

｢憲
法
の
具
体

化
と
し
て
の
行
政
法
(V
e
rw
a
tt
un
gsre
c
hta
ts
k
o
n
k
re
ti
sie
rt
es
V
e
rfa
ss
un
･

g
sre
c
h
t
)
胤
｣
が
'
行
政

法
学
上
の
基
本
認
識
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
で
あ

ろ
う
｡
し

池

村

好

道

か
し
､
憲
法
理
念
の
行
政
法

へ
の
定
着
化
に
は
そ
れ
な
り
の
時
間
が
要
る
5
'｣
と

を
考
え
る
と
､
先
の
マ
イ
ヤ
ー
の
命
題
に
も

〓
疋
の
合
理
性
を
承
認
せ
ざ
る
を
得

な
い
O
つ
ま
り
､
憲
法
理
念
の
行
政
法

へ
の
投
影
付
が
進
行
し
な
い
間
は
､
確
か
に

｢
行
政
法
は
存
続
す
る
｣
の
で
あ
る
｡

こ
の
視
点
か
ら
我
国
行
政
法
の
現
実
を
み
た
場
合
'
行
政
法
が
直
ち
に
存
続
を

一

敬
-
止
め
た
代
表
例
と
し
て
は
'
日
本
国
憲
法
の
司
法
国
家
理
念
の
採
用
に
伴
う

即

行
政
裁
判
所
制
度
の
廃
止
へ
地
方
分
権
理
念
の
採
用
に
伴
う
地
方
自
治
の
保
障
等

一

LJ.)
O他

方
で
行
政
法
が
依
然
と
し
て
存
続
し
て
い
る
例
の
代
表
格
は
､
人
間
の
尊
厳

及
び
民
主
主
義
の
理
念
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
は
ず
の
行
政
手
続
の
欠
落
で
あ
る
｡

欠
落
と
は
言

っ
て
も
'
個
々
の
行
政
法
規
の
中
に
は
行
政
手
続
の
保
障
が
散
見
さ

れ
う
る
し
､
昭
和
三
〇
年
代
に
お
け
る
多
-
の
行
政
委
員
会
の
廃
止
又
は
審
議
会

へ
の
改
組
の
後
は
､
そ
の
代
償
と
し
て
か
'
告
知

･
聴
聞
､
理
由
附
託
等
を
要
求

す
る
法
律
の
数
は
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
｡
こ
の
意
味
で
正
確
に
は
､
行
政
手
続

保
障
の
不
徹
底
､
行
政
法
の
部
分
的
存
続
と
見
放
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か

も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
'
今
日
み
ら
れ
る
個
々
の
行
政
手
続
は
精
粗
様
々
で
あ
り
､

そ
こ
に
統

一
的
法
政
策
的
基
盤
は
認
め
ら
れ
な
い
｡
こ
れ
は
､
我
国
に
お
け
る
行

政
手
続
の
導
入
が
占
領
軍
の
突
如
の
示
唆
な
い
し
は
指
示
に
よ

っ
た
も
の
で
あ
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り
'
｢
そ
の
意
味
や
意
義
が
当
時
に
お
い
て
正
し
-
理
解
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
甚

だ
疑
問
で
あ
㈲
｣
っ
た
と
共
に
､
斯
か
る
事
態
の
改
善
に
進
展
が
み
ら
れ
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
り
'
故
に
ま
た
､
第

一
次
臨
調
が
指
摘
し
た
如
-
､
手
続
の
実
施
件
数

が
少
な
-
､
形
式
的
に
運
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
実
態
を
招
い
た
の
で
あ
る
｡
そ

し
て
､

1
般
行
政
手
続
法
の
制
定
が
何
ら
政
治
日
程
に
の
ぼ
っ
て
い
な
い
の
は
'

周
知
の
事
実
で
あ
る
｡
こ
の
様
に
し
て
'
行
政
手
続
の
欠
落
'
行
政
法
の
存
続
と

言
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
の
が
現
状
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
｡

従

っ
て
当
然
'
憲
法
理
念
の
行
政
法

へ
の
定
着
化
が
可
及
的
速
や
か
に
図
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
い
-
視
座
か
ら
は
'
こ
の
様
な
行
政
手
続
法
制
の
現
状
に
対
し

て
批
判
が
強
-
な
る
｡
現
に
'
昭
和
三
九
年
第

一
次
臨
調
は
､
｢
公
正
で
民
主
的
か

つ
能
率
的
な
行
政
を
実
現
す
る
た
め
に
､
統

一
的
な
行
政
手
続
法
を
制
定
す
べ
き
｣

こ
と
を
'
三
幸

一
六
八
箇
条
の
｢行
政
手
続
法
草
案
｣
を
附
し
て
提
言
し
㈲
'
行
政

管
理
庁
に
設
け
ら
れ
た
行
政
手
続
法
研
究
会
は
､
昭
和
五
八
年
に
手
続
法
の
要
綱

案
を
公
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
m
o
他
方
で
､
学
界
で
も
昭
和
三
五
年
及
び
五
九
午

に
行
政
手
続
法
が
公
法
学
会
の
テ
-
マ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
'

1
般
行
政
手
続

法
の
制
定
が
緊
要
な
こ
と
は
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
て
き
て
い
る
し
胤
､
裁
判
例
も
'

就
中
運
輸
法
制
に
係
わ
る
事
件
に
お
い
て
'
行
政
手
続
の
意
義
を
強
調
し
て
き
て

い
る
｡
と
こ
ろ
が
､
立
法
府
は

一
般
行
政
手
続
法
の
制
定
に
対
し
て
理
解
を
示
さ

ず
､
行
政
府
に
は
'
行
政
の
能
率
性
及
び
弾
力
性
の
確
保
の
必
要
を
根
拠
に
'
依

然
と
し
て
手
続
法
制
の
整
備
､
更
に
は

T
般
行
政
手
続
法
の
制
定
に
対
す
る
拒
否

反
応
が
強
い
｡
加
え
て
､
昭
和
五
八
年
の
第
二
次
臨
調
最
終
答
申
で
は
'
行
政
手

続
法
の
問
題
は
緊
急
課
題
で
は
な
-
長
期
的
課
題
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
､
調
査

審
議
機
関
の
設
置
が
勧
告
さ
れ
る
に
止
ま

っ
て
い
る
｡
そ
し
て
'
近
時
の
行
政
改

革
の
趨
勢
の
中
で
は
'
行
政
手
続
法
制
の
整
備
は
益
々
消
極
的
な
受
け
取
り
方
を

さ
れ
か
ね
な
い
の
で
あ
る
｡

こ
の
時
点
で
'
行
政
手
続
の
整
備
'
更
に
は

一
般
行
政
手
続
法
の
制
定
に
向
け

て
､
改
め
て
行
政
手
続
法
の
意
義
を
確
認
し
て
お
-
こ
と
に
は
'
少
な
か
ら
ぬ
意

義
が
認
め
ら
れ
よ
う
｡
本
稿
で
は
こ
れ
を
第

一
の
課
題
と
す
る
(
こ
｡
そ
こ
で
は

行
政
手
続
法
の
意
義
が
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
､
そ
こ
で
強
調
さ
る

べ
き
は
飽
-
迄
行
政
手
続
法
の
行
為
規
範
と
し
て
の
意
義
で
あ

っ
て
､
こ
れ
と
裁

判
規
範
と
し
て
の
行
政
手
続
法
の
意
義
と
の
間
に
は
'

1
応
の
区
別
が
な
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
O
そ
こ
で
､
裁
判
規
範
と
し
て
の
行
政

手
続
法
の
意
義
の
究
明
を
第
二
の
課
題
と
す
る
訳
で
あ
る

(
二
乃
至
五
)｡
以
下
､

右
の
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
｡

註

(3)(2) (i)

Otto
M

a
y
e
r
,
D
e

utsches
V
e
r
w

altun
g
s
r
e
c
h
t
.

B
d
.
)
.
3
.

A

u
f
t
.

()924)y

V
o

rwo
rt
.

F

ritz
W
erner,D
V
B
I.
こ
959
),
S.527.

1

二
の
古
･:を

指
摘
す
る
も
の
と
し
て
t
Ha
rtm
ut
M

aurer〉
A

l)g
e

m
eines
V

er･

6

w

a
ltu
ng
s
rech
t
.5.
A
u
ft.
()986
),
S
1
2.

仙

こ

の
点

に

つ
い

て

は

'

橋

本

公

亘

｢
憲

法

理

念
の
行
政
法
へ
の
投
影
｣
公
法
研
究
四

〇
号

l
三
四
頁
以
下
が
比
較
的
詳
し
い
｡

㈲

碓
川
l
郎

｢
l
般
行
政
手
続
法
の
立
法
問
題
｣
公
法
研
究
四
七
号

二

八
頁
.

㈲

橋
本
窒
旦

『行
政
手
続
法
草
案
』
八
九
頁
以
下

(資
料
)
参
照
o

m

｢行
政
手
続
法
研
究
会
報
告
-

法
律
案
要
綱
(莱
)｣
ジ
ユ
リ
八

1
0
号
四
二
頁
以

下
参
照
｡

㈲

公
法
研
究
二
三
号
及
び
四
七
号
参
照
｡

一

行
為
規
範
と
し
て
の
行
政
手
続
法
の
意
義

行
政
行
為
の
発
給
を
､
聴
聞
手
続
を
中
心
に
事
前
に
手
続
法
的
に
統
制
す
る
こ

と
の
意
義
は
'
何
処
に
求
め
ら
れ
る
か
｡
そ
れ
は
､
少
な
-
と
も
次
の
三
点
に
求
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め
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
｡
第

一
が
行
政
の
民
主
化
で
あ
り
'
第
二
が
司
法
権
の
限

界
の
補
完
で
あ
り
､
第
三
が
早
期
の
権
利
救
済
で
あ
る
｡
少
し
-
敷
宿
し
よ
う
｡

‖

行
政
の
民
主
化

近
代
国
家
の
権
力
分
立
原
理
の
下
で
は
'
行
政
は
､
議

∫

会

に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
法
を
執
行
す
る
こ
と
を
そ
の
任
務
と
さ
れ
て
い
る
｡
し

か
し
'
こ
の
様
な
機
能
分
担
は
､
今
世
紀
に
入
っ
て
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
ざ
る
を

得
な
-
な

っ
た
｡
社
会
的
法
治
国
家

へ
の
移
行
に
伴
う
国
家
機
能
の
著
し
い
増
大
､

並
び
に
社
会
経
済
関
係
の
複
雑
多
様
化
に
伴
う
行
政
の
複
雑
多
様
化
及
び
専
門
技

術
化
を
契
機
と
し
た
､
所
謂
行
政
国
家
現
象
が
そ
れ
で
あ
る
｡
議
院
内
閣
制
の
下

で
は
特
に
議
会
の
立
法
能
力
の
低
下
が
顕
著
と
な
り
､
議
員
発
議
法
案
の
減
少
､

行
政
権
提
出
法
案
の
増
加
が
も
た
ら
さ
れ
る
｡
議
会
が
本
来
の
立
法
能
力
を
発
揮

す
る
場
合
に
も
'
委
任
立
法
の
増
加
､
行
政
裁
量
の
増
加
は
必
定
と
な

っ
て
い
く
｡

つ
ま
り
は
､
｢
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
｣
は
ノ
-
ナ
ル
な
も
の
へ
と
移
行
し
て
い

-
こ
と
に
な
る
訳
で
あ
る
｡
こ
こ
に
民
主
的
行
政
は

〓
正
の
後
退
を
余
儀
な
-
さ

れ
る
｡
し
か
し
'
右
の
｢法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
｣
の
形
骸
化
は
､
｢行
政
実
体

法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
｣
に
固
執
す
る
限
り
免
れ
難
い
も
の
と
言
う
べ
-
､
議

会
が

｢
行
政
手
続
法
律
-

個
別
法
の
整
備
に
依
ろ
う
と

T
般
法
の
制
定
に
依
ろ

う
と
ー

に
よ
る
行
政

の
原
理
｣
に
着
目
し
た
場
合
に
は
'
事
情
は
多
少
異
な
る
｡

そ
の
場

合

に
は

〓
疋
範
囲
で
'
｢法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
｣
の
復
権
､
民
主
的
行

政
の
回
復
及
び
議
会
の
蘇
生
が
図
ら
れ
る
余
地
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
O

こ
の
点
に
早
-
か
ら
着
眼
し
て
い
た
の
は
米
国
で
あ

っ
た
｡
即
ち
､
米
国
で
は

前
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
前
半
に
か
け
て
多
-
の
行
政
委
員
会
が
創
設
さ
れ
て
い
く

が
'
議
会
は
､
行
政
委
員
会
の
権
限
行
使
に
つ
い
て
は
､
実
体
法
的
規
制
よ
り
も

手
続
法
的
規
制
に
ウ
ェ
イ
-
を
置
い
た
の
で
あ
り
､
こ
れ
が

l
九
E
]六
年
の
連
邦

‥
.
1

･･.
(

.

)

･
.
･
.

'

'

､.

が
行
政
の
手
続
法

的
統
制
を
重
視
す
る
に
至

っ
た
理
由
と
し
て
は
'
議
会
が
実
体

法
的
規
制
に
必
要
な
時
間
を
割
-
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
'
議
会
に
は
行
政

に
関
す
る
専
門
的

･
技
術
的
知
識
が
欠
け
る
に
も
拘
ら
ず
'
こ
れ
を
補
う
べ
き
専

門
ス
タ
ッ
フ
が
手
薄
で
あ

っ
た
こ
と
'
行
政
権
限
の
細
部
に
つ
い
て
コ
ン
セ
ン
サ

ス
を
形
成
す
る
上
で
議
会
に
能
力
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
､
行
政
が
そ
の
目
的
を

達
成
す
る
上
で
細
か
な
実
体
法
的
拘
束
を
課
さ
な
い
方
が
便
宜
的
で
あ
る
､
と
考

･そ
ら
れ
た
こ
と
'
及
び
こ
の
様
な
議
会
の
態
度
を
裁
判
所
も
追
認
し
て
き
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
㈲
｡

右
の
米
国
の
事
情
に
鑑
み
る
と
､
我
国
の
議
会
が
'
手
続
法
制
の
整
備
に
よ
り
､

｢
行
政
府
に
対
す
る
監
視

･
監
督
的
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
､
そ
の
重
要
な
使
命

を
見
出
し
て
い
る
㈹
｣
と
い
う
事
態
か
ら
'
早
期
に
脱
却
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
の

で
あ
る
(川
論
詣

露

㈹
㌶

雛

祭

請

諾

謂

読
話
hJ
JlkJ⊥C)
.

ま
た
､
日
本

国

憲

法
は
国
民
が
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
す

る

(tJ

)
が
､
そ
こ
で
は
､
個
人
が
単
に
行
政
の
客
体
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
は

な
-
､
積
極
的
に
行
政
決
定
の
成
立
過
程

へ

｢
も
の
言
う
市
民

(m
㌢
d
ige
r

B
G
r
ger
)仙
｣
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
よ
う
響

こ
れ
は
'

憲
法

I

の民

主
制
原
理
か
ら
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
｡
従

っ
て
'
日
本
国
憲
法
下
で
は
､

69

行
政
手
続
の
保
障
は
憲
法
的
要
請
と
言
え
る
の
で
あ
る
｡

一

日

司
法
権
の
限
界
の
補
完

日
本
国
憲
法
は
'
三
二
条
で
裁
判
を
受
け
る
権

利
を
保
障
す
る
と
共
に
､
行
政
事
件
に
つ
い
て
は
､
特
に
七
六
条
二
項
で
米
国
型

司
法
国
家
原
理
を
採
用
し
て
'
三
二
条
の
趣
旨
の
徹
底
化
を
宣
言
し
て
い
る
｡
し

か
し
こ
れ
は
'
行
政
事
件
の
裁
判
に
お
い
て
､
司
法
権
の
行
使
が
何
ら
の
制
約
を

も
伴
わ
な
い
こ
と
ま
で
を
も
認
め
た
趣
旨
と
は
解
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'

権
利
救
済
の
最
後
の
砦
と
し
て
の
裁
判
所
に
対
し
て
､
過
大
な
要
求
が
国
民
か
ら

寄
せ
ら
れ
て
も
､
裁
判
所
は
､
右
の
制
約
を
無
視
し
て
こ
れ
に
応
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
い
-
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
実
は
'
こ
の
過
大
な
要
求
の
う
ち
に
は
､

本
来
行
政
手
続
を
以
て
応
え
る
べ
き
も
の
が
多
-
含
ま
れ
て
い
る
様
に
思
え
る
の

で
あ
る
(霧

縞
縦
諾

甥

難

船
川
端

絹
凱
禁
髭

㌫
指

工
㌶
辱
試
謂

纏
J

｡

第

一
に
､
裁
判
所
は
所
謂
裁
量
問
題
に
つ
い
て
審
査
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
｡
勿
論
､
裁
量
権
の
行
使
が
そ
の
限
界
を
超
､え
'
違
法
の
問
題
を
生
ず
る
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と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
が
､
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
'
行
政
行
為
の
当

･
不
当

に
つ
い
て
は
行
政
庁
の
判
断
が
最
終
的
と
見
放
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
(詔

諸

相
)
.

こ
の
点
､
裁
量
権
行
使
過
程
へ
の
利
害
関
係
人
の
参
加
'
処
分
理
由
附
記

な

ど
は
､

裁
量
権
行
使
の
手
続
的
統
制
機
能
か
ら
し
て
重
要
で
あ
る
ば
か
り
か
､
事
案
の
解

決
が
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
る
と
き
に
あ
っ
て
も
'
裁
判
所
に
よ
る
手
続
法
的
レ

ヴ
ュ
ー
が
保
障
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
'
無
視
し
え
を
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
斯
か

る
考
え
方
は
､
更
に
部
分
社
会
の
自
主
的
内
部
規
律
の
問
題
に
つ
い
て
も
妥
当
す

る
で
あ
ろ
う
｡

第
二
に
､
行
政
事
件
訴
訟
の
中
心
的
存
在
た
る
抗
告
訴
訟
に
つ
い
て
は
'
原
告

適
格
の
存
在
が
訴
訟
要
件
の

1
つ
と
さ
れ
る
(
晶
緒

ホ
)o
こ
れ
は
へ
抗
告
訴
訟
が

主
観
訴
訟
に
し
て
､
人
民
の
権
利

･
利
益
の
保
護
を
通
じ
た
行
政
の
適
法
性
の
保

障
を
目
的
と
す
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
｡
こ
の
点
'
訴
訟
で
は
原
告
適
格
を
否
認

さ
れ
る
者
が
'
行
政
手
続

へ
の
参
加
権
を
承
認
さ
れ
る
こ
と
か
あ
る
t
と
い
う
具

合
に
'
行
政
手
続
法
制
を
整
備
し
て
い
-
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
古
示

'
注

目
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
｡
こ
こ
に
､
行
政
の
主
観
的
統
制
を
超
え
た
客
観
的
統
制

が

一
部
保
障
を
み
る
こ
と
と
な
り
､
更
に
手
続
当
事
者
に
訴
訟
で
の
原
告
適
格
を

承
認
す
る
こ
と
が
肯
定
さ
れ
れ
ば
､
抗
告
訴
訟
も
客
観
訴
訟
と
し
て
の
役
割
を
部

分
的
に
果
た
し
-
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
意
味
で
､
例
え
ば
西
ド
イ
ツ

の
手
続
法
制
は
'
手
続
当
事
者
(B
e
te
iligte
r
)
の
範
囲
を
原
則
と
し
て
'
手
続
の

結
果
自
己
の
法
的
利
益
に
影
響
を
受
け

る
者
に
限

っ
て
お
り

(朋
詔

葦

誤

㌢

墾
在

京

蓑

)
'
民
衆
訴
訟
を
排
除
す
る
行
政
裁
判
所
法
四
に
条
二
項
と
同
趣
旨
で
民
衆

参

加

(P
o
p
u
la
rb
e
t
eitig
u
n
g
)
を
拒
否
し
て
い
る
が
m
t
こ
れ
は
飽
-
迄
手
続
法

制
整
備

の

一
方
向
又
は
一
段
階
に
す
ぎ
な

い
と

い
う
べ
-
､
事
実
上
の
損
害

(in
ju
ry
in
fa
ct
)
を
蒙
る
者
に
も
手
続
参
加
権
を
認
め
る
方
向
も
､
無
視
さ
る

べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡

第
三
に
､
抗
告
訴
訟
は
事
後
訴
訟
で
あ
る
｡
こ
れ
は
抑
々
､
司
法
権
発
動
の
前

堤
が
法
律
上
の

｢争
訟
｣
(或

耶
)
の
存
在
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
守
あ
る
o
従

っ

て
'
事
前
訴
訟
は
事
後
訴
訟
に
準
じ
た
形
で
し
か
認
め
ら
れ
な
い
制
O
こ
の
点
'
行

政
手
続
は
､
そ
れ
が
事
前
の
利
害
関
係
の
調
整
を
目
的
と
す
る
以
上
'
訴
訟
法
理

論
上
認
め
ら
れ
る
べ
き
事
前
訴
訟
の
範
囲
を
越
え
て
､
権
利

･
利
益
の
事
前
救
済

に
貢
献
す
る
こ
と
に
な
ろ
う

(鰭

霊

雪
讐

謂

抑
禁

針

㌔

)
｡
或
い
は
'
行
政
手

続
整
備
に
あ

っ
て
は
'
事
前
訴
訟

の
許
容
性
を
論
ず
る
必
要
性
が
滅
ぜ
ら
れ
る
t

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
｡

第
四
に
､
行
政
行
為
は
､
違
法
性
及
び
権
利
侵
害
の
存
在
に
も
拘
ら
ず
､
裁
判

所
に
よ

っ
て
取
消
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
｡
即
ち
'
違
法
な
行
政
行
為
に
事
後
に

既
成
事
実
が
随
伴
し
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
'
裁
判
所
と
し
て
は
､
公
共
の
福

祉
と
の
調
整
を
図
っ
た
上
で
'
取
消
判
決
を
下
し
え
な
-
な
る
場
合
が
あ
る
の
で

と
に
貢
献
す
る
か
ら
へ
取
消
を
免
れ
て
し
ま
う
様
な
違
法
な
行
政
行
為
の
発
給
の

阻
止
に
大
い
に
役
立
っ
て
あ
ろ
う
曾

昌

早
期
の
権
利
救
済

違
法
な
行
政
行
為
に
対
し
て
は
､
事
後
救
済
手
続
､

就
中
行
政
訴
訟
手
続
が
整
備
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
'
こ
れ
だ

け
で
は
私
人
の
権
利
救
済
手
続
と
し
て
は
頗
る
不
充
分
で
あ
る
｡
蓋
し
､
事
後
救

済
手
続
は
所
詮
加
え
ら
れ
た
権
利
侵
害
に
対
す
る
救
済
制
度
で
あ

っ
て
'
そ
れ
に

は
'
違
法
な
行
政
行
為
の
発
給
を
阻
止
す
る
役
割
は
期
待
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

違
法
な
行
政
行
為
は
固
よ
り
な
さ
れ
な
い
の
が
望
ま
し
い
｡
こ
の
た
め
に
は
行
政

手
続
の
整
備
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
行
政
手
続
に
基
づ
-
正
確
な
事

実
認
定
-
適
用
法
律
の
発
見
と
解
釈
-
法
律
の
事
実

へ
の
適
用

(S
u
b
su
ヨ
tio
n
)

1
行
政
行
為
の
発
給
へ
と
い
-

一
連
の
過
程
は
､
違
法
な
行
政
行
為
の

発
給
可
能

性
を
極
力
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
-
0

以
上
'
行
政
手
続
法
の
行
為
規
範
と
し
て
の
意
義
に
つ
き
績
述
し
て
き
た
が
'

果
た
し
て
行
政
手
続
が
行
政
の
能
率
を
阻
害
す
る
も
の
な
の
か
､
に
つ
い
て
こ
こ
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で

二
言
｡
行
政
手
続
の
進
行
過
程
だ
け
を
考
え
れ
ば
､
確
か
に
行
政
手
続
が
な
い

方
が
コ
ス
-
は
安
-

つ
-
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
行
政
手
続
が
な
い
場
合
に
､
誤

っ

た
事
実
の
把
握
の
下
で
違
法
な
行
政
行
為
を
発
給
し
､
訴
訟
で
争
わ
れ
る
が
故
に

多
大
の
時
間
と
労
力
を
要
し
､
更
に
再
処
分
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
-
な
る
､
と

い
う
こ
と
が
屡
生
ず
る
こ
と
を
考
え
､
他
方
で
'
行
政
手
続
を
履
践
し
た
が
た
め

に
適
法
な
行
政
行
為
の
発
給
が
多
-
な
る
の
を
考
え
る
と
'
ど
ち
ら

が
コ
ス
-
が

高
-

(如
悠

)
っ
-
か
は
速
断
し
難
い
で
あ
ろ
う
.
し
か
し
'
行
政
手
続
を
整
備
し
､

こ
れ

を
行

政
庁
が
遵
守
す
る
際
に
は
､
少
な
-
と
も

1
つ
の
重
要
な
効
果
が
現
わ

れ
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
る
｡
そ
れ
は
国
民
の
行
政
に
対
す
る
信
頼
の
獲
得

･
確
保

で
あ
る
｡
今
日
､
｢
国
民
の
行
政
に
対
す
る
不
信
感
に
は
容
易
に
抜
き
が
た
い
も
の

が
あ
伽
｣
る
の
で
あ
れ
ば
'
行
政
手
続
が
こ
の
不
信
感
の
払
拭
に
役
立
つ
こ
と
は
高

-
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
効
果
は
'
個
々
の
処
分
に
お
い
て
手
続
を
遵

守
し
た
が
故
の
処
分
の
適
法
性
に
つ
い
て
の
説
得
的
効
果
の
積
み
重
ね
と
し
て

も
た
ら
さ
れ
る
も
の
､
と
言
う
べ
き
で
あ
る
｡

註

㈱

U
n
ifo
rm

L
a
w

C
o
m
m
iss
io
n
e
rs〉
M
o
d
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State
A
d
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tiv
e

Proce･
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u
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(19
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1
),
w
ith
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re
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N
ote
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C
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m
ents.
p
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潮

田
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二
郎

｢
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同
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n
九
頁
o

川

M
a
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S
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㈹

個
人

が
受
動
的
客
体
で
あ
る
に
止
ま
ら
ず
'
主
体
と
し
て
手
続
に
関
与
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
､
ウ
-
レ
か
比
較
的
早
-
か
ら
説
い
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ

る

(U
te
,
V
V
D
S
tR
L
,
H
ef
tt
7.S.
2
2
5)
O

脚

M
ey
er＼
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9
ff.
尚
'
連

邦

行
政

手
続
法
は
'
計
画
画
定
手
続
に

つ
い
て
は
､
法
的
利
益
関
係
人
の
範
囲
を
超
え
た

利
害
関
係
人
の
参
加
を
認
め
て
い
る

(七
三
条
四
項
)｡
M
eyer＼
B
orgs,
a
.a
b
.,S
.

6
29.

;3

両

謂
無
名
抗
告
訴
l訟
の
詰
寄
性
の
論
議
に
つ
い
て
は
へ
塩
野
宏
｢無
名
抗
告
訴
一訟
の

は

W
.･R
.
S
ch
e
n
k
e一
D
e
r
v
e
rfa
h
ren
sfe
h
le
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a
fte
V
e
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a
ttun
gsak
t
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S
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V
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v
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棚

田

中
二
郎

1
行
政
適
正

化

へ
の

途
｣
同

〔=司
法
権
の
限
界
〓

三
〇
兵
D

ニ

裁
判
規
範
と
し
て
の
行
政
手
続
法
の
意
義

右
に
述
べ
た
通
り
､
行
政
手
続
の
整
備

･
充
実
に
は
多
大
の
意
義
が
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
り
'
従

っ
て
ま
た
､
行
政
庁
と
し
て
は
行
政
手
続
の
遵
守
を
疎
か
に
す

べ
き
で
な
い
こ
と
は
､
こ
こ
に
改
め
て
強
調
す
る
ま
で
も
な
い
｡
し
か
し
問
題
は
'

行
政
庁
が
手
続
を
全
-
踏
ま
な
か
っ
た
場
合
へ
又
は
完
全
な
形
で
履
践
し
た
と
は

認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
る
｡

こ
の
時
私
人
は
､
行
政
庁
の
手
続
違
背
の
み
を
理

由
に
'
或

い
は
実
体
法
規
違
反
と
抱
き
合
わ
せ
で
､
当
該
処
分
の
取
消
訴
訟
を
提

起
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
｡
さ
て
こ
の
場
合
に
､
裁
判
所
か
処
分
の
実
体
的
内
容

･

適
否
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
-
､
手
続
違
反
の
み
を
理
由
に
処
分
の
取
消
判
決
を

下
す
の
は
適
切
と
言
え
よ
う
か
｡
こ
の
問
題
は
'
取
消
事
由
と
し
て
手
続
的
暇
癌

を
絶
対
的
な
も
の
と
み
る
か
､
そ
れ
と
も
実
体
的
処
分
内
容
と
の
関
連
で
相
対
的

な
も
の
と
み
る
か
t
と
い
う
内
容
を
含
ん
で
い
る
｡
換
言
す
れ
ば
､
そ
こ
で
は
～

裁
判
規
範
と
し
て
の
行
政
手
続
法
の
意
義
如
何
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
｡

こ
の
点
で
は
､
西
ド
イ
ツ
で
の
考
え
方
が
大

い
に
参
考
と
な
る
｡
抑
々
西
ド
イ

ツ
に
は
､
行
政
統
制
の
方
法
と
し
て
は
最
近
ま
で
実
体
法
的
統
制
手
法
を
重
視
し
､

英
米
な
ど
と
は
異
な
り
我
寓
と
事
情
を
同
じ
-
し
て
き
た
が
'

一
九
七
六
年
に
は

我
国
に
先
駆
け
て
連
邦
行
政
手
続
法
を
制
定
し
た
と
い
う
事
情
が
あ
り
'
我
国
に

お
け
る
先
の
問
題
解
決
に
は
'
多
-
の
示
唆
を
与
え
て
-
れ
る
こ
と
か
期
待
さ
れ
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る
か
ら
で
あ
る
｡

さ
て
､
西
ド
イ
ツ
の
連
邦
行
政
手
続
法
は
､
行
政
手
続
規
定
の
行
為
規
範
と
し

一

.･･T

.

.-
:.
.
･･I
..
.
∴
･.

;

'･･

.
(
.

...

.

㌶
賢
嘉

欄
禦
'lSlle句)
仰
､
そ
れ
の
裁
判
規
範
と
し
て
の
意
義

には
さ
ほ
ど
高い
も

の

を
認
め
て
い
な
い
｡
端
的
に
言

っ
て
､
手
続
的
戦
痕
の
取
消
事
由
と
し
て
の
絶
対

性
は
否
定
さ
れ
て
い
る

(附
榊
fT諾

如
鍔

詣
誓

)
｡
同
法
の
行
政
手
続
に
対
す
る
二

重
意
識
的
評
価
(a
m
b
i
va
l
en
t
eW
e
rtigk
e
it
)個
が
語
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
｡
そ

し
て
'
右
の
絶

対
性
の
否
定
は
､
具
体
的
に
は
同
法
四
六
条
及
び
九
七
条
二
号

(
寺

前
か
)
に
お
い
て
現
わ
れ
て
い
る
｡

そ
れ
で
は
'
右
の
様
な
見
方
を
す
る
根
拠
は
何
処
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
｡

先
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
'
行
政
手
続
の
補
助
的
機
能

(H
i-fs
fun
ktion
)
又
は

奉
仕
的
機
能

(d
ie
n
e
n
d
e
F
uコ
k
tion
)
と
呼
ば
れ
る
性
格
で
あ
る
｡

つ
ま
り
､
行

政
手
続
は
実
体
法
実

現を
補
助
或
い
は
そ
れ
に
奉
仕
す
る
に
す
ぎ
ず
'
実
体
法
と

の
関
係
で
は
謂
わ
ば
目
的
に
対
す
る
手
段
に
止
ま
る
｡
従

っ
て
'
実
体
法
は
手
続

法
に
優
位
し
､
手
続
を
誤
っ
て
も
処
分
が
実
体
法
的
に
適
法
な
も
の
で
あ
れ
ば
､

手
続
的
戦
痕
は
消
失
し
て
し
ま
う
､
と
さ
れ
る
o
こ
こ
で
は
､
行
政
手
続
は
､
請

種
の
考
え
方
や
利
益
の
調
整
手
段
と
し
て
で
は
な
-
､
飽
-
迄
法
解
釈
過
程
の

一

種
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
の
考
え
方
は
'
ド
イ
ツ
の
主
流
的
見
解

の
承
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
､
夙
に
0

･
マ
イ
ヤ
ー
が
行
政
行
為
の
本
質
を

｢手

続
を
通
じ
て
正
し
-
な

っ
た
も
の
｣
の
発
現
で
は
な
-
､
｢
正
し
い
も
の
｣
の
発
現

に
求
め
て
い
た
の
と
軌
を

一
に
す
る
も
の
で
あ
る
S
o

第
二
に
は
､
手
続
的
戦
痕
を
絶
対
的
な
も
の
と
見
倣
し
て
も
､
私
人
の
権
利
保

護
に
役
立
た
な
い
場
合
が
あ
る
t
と
い
う
点
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
行
政
訴
訟
､
戟

中
取
消
訴
訟
に
私
人
が
期
待
す
る
の
は
､
現
状
の
変
更
､
他
の
法
的
規
制
の
可
能

性
な
の
で
あ
る
か
ら
'
若
し
行
政
行
為
が
結
果
的
に
実
体
法
上
適
法
な
も
の
で
あ

れ
ば
'
裁
判
所
が
手
続
的
暇
症
を
絶
対
視
し
て
こ
れ
を
理
由
に
行
政
行
為
を
取
消

し
て
も
'
行
政
庁
に
よ

っ
て
他
の
法
的
規
制
が
な
さ
れ
る
余
地
は
な
-
､
私
人
の

期
待
を
裏
切
る
こ
と
と
な

っ
て
し
ま
う
｡
裁
判
所
と
し
て
は
'
欺
橘
的
救
済
を
与

え
る
こ
と
と
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
唯

1
の
例
外
は
'
戦
痕
あ
る
行
政
手
続

に
よ
る
行
政
行
為
の
発
給
後
'
関
係
事
実
又
は
関
係
法
規
が
私
人
の
有
利
に
変
更

さ
れ
た
場
合
で
あ

っ
て
'
こ
の
場
合
に
は
じ
め
て
他
の
法
的
規
制
の
可
能
性
が
生

ず
る
か
ら
で
あ
る
｡
斯
様
な
例
外
を
除
け
ば
'
裁
判
所
は
､
実
体
法
上
適
法
な
処

分
が
如
何
な
る
考
慮
に
基
づ
い
て
成
立
し
た
か
､
如
何
な
る
手
続
で
成
立
し
た
の

か
を
問
う
べ
き
で
は
な
い
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
,S
O

第
三
の
根
拠
は
､
手
続
経
済

(V
e
rfa
h
re
n
s･O
kon
om
ie
)
な
り
訴

訟
経
済

(p
roz
e
B
6
k
o
n
o
m
ie
)
と
い
わ
れ

る
配
慮
で
あ
る

.即
ち
､手
続
的
戦
痕
を
絶
対

視
し
て､
実
体
法
的
に
適
法
な
行
政
行
為
を
手
続
的
違
法
を
理
由
に
取
消
す
こ
と

は
､
行
政
庁
が
結
果
と
し
て
同

一
内
容
の
行
政
行
為
を
繰
り
返
す
こ
と
に
帰
着
し
､

更
に
こ
れ
に
不
満
な
私
人
が
再
び
取
消
訴
訟
を
提
起
す
る
な
ら
ば
'
裁
判
所
は
同

一
事
案
に
二
度
に
亘
り
係
わ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
､
こ
の
様
な
こ
と
は
公
益
上
期

待
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
'
手
続
経
済
上
又
は
訴
訟
経
済
上
許
し
難
い
t
と
い
-
考

え
方
で
あ
る
Ij
o

第
四
に
､
裁
判
所
の
包
括
的
審
査
権
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
｡
裁
判
所
が
手
続
的
戦

痕
を
絶
対
的
と
み
る
と
き
は
'

一
度
係
争
の
事
案
が
実
体
法
的
に
は
何
ら
解
決
を

み
な
く
な
る
訳
で
あ
り
､
こ
れ
は
許
さ
れ
な
い
｡
何
と
な
れ
ば
､
裁
判
所
に
賦
与

さ
れ
て
い
る
の
は
包
括
的
審
査
権
'
別
言
す
れ
ば
事
案
に
対
し
て
完
全
な
解
決
を

与
え
る
(d
亡
rC
h
en
tsc
h
e
id
e
n
)
権
限
な
の
で
あ

っ
て
'
そ
こ
で
は
'
事
案
を
行
政

に
差
し

戻す

(zur
tickverw
eise
n
)
こ
と
は
極
力
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
｡
従

っ

て
､
裁
判
所
と
し
て
は
､
能
う
限
り
行
政
行
為
が
実
体
法
的
に

適
法
な
の
か
違
法
な
の
か
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
､
つ
ま
り
は
判
決

へ
の
成
熟

(s
p
ru
c
h
re
ife
)
を
招
致
す
る
必
要
が
あ
る
'
と
い
う
こ
と
に
な
る
管

更
に
'

こ
の
考
え
方
は
'
民
事
訴
訟
及
び
行
政
訴
訟
に
お
け
る
上
級
審
の
包
括
的
審
査
権
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の
あ
り
方

(髭

詔

錆

㌍

蛋

巌
絹
‰

畑
謂

)
か
ら
類
推
し
て
編
み
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
､
そ
こ

で

は

行
政
行
為
と
司
法
判
決
と
の
類
似
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
､

と
い
う
点
が
特
に
注
目
を
惹
-
で
あ
ろ
う
g3
0

最
後
に
'
行
政
手
続
的
戦
痕
の
裁
判
所
に
よ
る
補
正
(F
e
hterk
om
p
e
n
s
a
tio
n
)

と
い
う
考
え
方
で
あ
る
｡
即
ち
､
手
続
的
戦
痕
を
相
対
的
と

み
る
場
合
は
'
当
然
､

裁
判
所
が
手
続
的
違
法
を
不
問
に
附
し
'
こ
れ
に
対
し
て
何
ら
制
裁
を
加
え
な
い

(s
a
n
k
tio
n
s-o
s
)
場
合
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
が
'
手
続
的
戦
痕
は
行
政
手
続

に
優
る
(b
e
ss
er
)
裁
判
所
手
続
に
よ

っ
て
補
正
さ
れ
る
か
ら
､
こ
れ
で
も
私
人
に

と

っ
て
何

ら
不
利
益
は
生
じ
て
こ
な
い
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
S
.

以
上
西
ド
イ
ツ
の
論
議
に
ヒ
ン
-
を
得
た
今
'
我
国
で
'
手
続
的
暇
庇
の
絶
対

性
又
は
相
対
性
の
問
題
を
如
何
に
考
え
る
べ
き
か
｡
筆
者
は
'
西
ド
イ
ツ
同
様
手

続
的
戦
痕
を
取
消
事
由
と
し
て
は
相
対
的
に
み
る
こ
と
を
､

1
応
支
持
し
た
い
O

そ
れ
は
､
手
続
的
戦
痕
を
相
対
化
す
る
西
ド
イ
ツ
的
根
拠
が

一
応
正
当
な
も
の
と

見
徹
さ
れ
る
ば
か
り
か
へ
こ
の
問
題
の
検
討
を
現
在
の
我
国
に
限

っ
た
場
合
に
は

特
に
'
特
殊
日
本
的
事
情
を
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

つ
ま
り
､

行
政
手
続
の
整
備
が
甚
だ
不
充
分
な
我
国
で
､
裁
判
所
が
手
続
的
暇
庇
を
絶
対
化

し
て
い
-
た
め
に
は
､
裁
判
所
自
ら
が
手
続
法
理
を
形
成
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
が
へ
こ
れ
は
裁
判
所
に
と

っ
て
過
重
負
担
で
あ
る
ば
か
-
か
'
本
来
立
法
府
が

果
た
す
べ
き
役
割
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
勿
論
､
日
本
国
憲
法
が
手
続
的

戦
痕
の
絶
対
化
を
要
求
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
別
と
な
る
が
､
こ
の
点
で

は
､
ボ
ン
基
本
法

丁
九
条
四
項
の
裁
判
的
権
利
保
護
条
項
の
中
に
は

｢
包
括
的
且

つ
有
効
な
権
利
保
護
｣
が
読
み
込
ま
れ
､
私
人
の
権
利
保
護

の
充
実
が
目
さ
れ

(
㌫
酌
珊
翫

㍍

崇

鳩
読

禁

詔

yS
)
っ
っ
も
'
同
条
項
が
､
行
政
手
続
法
制
定
後
に

あ
っ
て
も

'｢手
続
的

戦
痕

が
実

体

法
上
適
法
な
決
定
の
取
消
を
結
果
す
る
こ
と
ま

で
を
も
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
倒
｣
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
､
我
国
の
憲
法

三
二
条
の
解
釈
に
際
し
て
も
参
考
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

註

仰

同
法
の
定
め
る
手
続
の
概
要
に
つ
い
て
は
､
成
田
栢
明
｢行
政
手
続
の
法
典
化
の
進

展
±
…田
中
古
稀
･公
法
の
理
論
下
Ⅰ
:
l
六
四
五
頁
以
下
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殊
に
l
六
六
六
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以
下
を
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三

手
続
的
暇
庇
相
対
化
の
具
体
的
手
法

手
続
的
暇
庇
を
処
分
取
消
事
由
と
し
て
は
相
対
的
な
も
の
と
み
る
べ
き
こ
と
が

確
認
さ
れ
れ
ば
､
次
な
る
課
題
は
､
取
消
訴
訟
に
お
い
て
手
続
的
違
法
を
実
体
法

的
処
分
内
容
と
の
関
係
で
ど
の
様
に
仕
組
む
か
､
で
あ
る
が
､
こ
の
点
で
も
西
ド

イ
ツ
法
制
は
有
益
な
示
唆
を
与
え
る
｡
即
ち
'
連
邦
行
政
手
続
法
四
六
条
は
次
の

様
に
定
め
る
｡

｢
･･･-
豪
州効
と
認
め
ら
れ
な
い
行
政
行
為
の
取
消
は
､
事
案
に
お
い
て
別
様

の
決
定
が
な
さ
れ
え
た
と
い
う
可
能
性
が
な
い
場
合
に
は
､
当
該
行
政
行
為
が

手
続
､
形
式
文
は
土
地
管
轄
に
関
す
る
規
定
に
違
反
し
て
成
立
し
た
と
い
う
こ

と
の
み
を
理
由
と
し
て
は
､
こ
れ
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
O
｣

こ
の
規
定
は
､
仝
ラ
ン
-
の
行
政
手
続
法
律
の
中
に
取
り
込
ま
れ
､
ま
た
公
課

法

(A
O
)

二

一七
条
や
社
会
法
典
十

(S
G
B

㍍
)
四
二
条

一
文
な
ど
に
も
採
用

さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
､
今
日
で
は
高
権
的
行
政
の
殆
ど
の
領
域
に
お
い
て
適
用

を
み
'
従

っ
て
ま
た
行
政
裁
判
所
へ
財
政
裁
判
所
及
び
社
会
裁
判
所
に
お
け
る
敬

消
訴
訟
及
び
義
務
づ
け
訴
訟
の
殆
ど
を
支
配
し
て
い
る
と
さ
れ
る
:-f
o

右
四
六
条
は
､
南
東
行
為
に
つ
い
て
の
み
適
用
が
あ
る
｡
つ
ま
り
'
行
政
手
続

の
戦
痕
を
理
由
に
行
政
裁
判
所
に
対
し
て
行
政
行
為
の
取
消
請
求
が
な
さ
れ
た
場

合
､
当
該
行
政
行
為
が
罵
束
行
為
に
相
当
す
る
と
き
は
'
裁
判
所
は
当
該
行
為
の

実
体
法
上
の
適
否
を
判
断
し
'
適
法
の
場
合
に
は
請
求
理
由
な
し
と
し
て
請
求
を

棄
却
す
る
の
で
あ
る
｡
行
政
裁
判
所
が
事
案
を
行
政
庁
に
差
し
戻
し
､
行
政
庁
を

し
て
手
続
遵
守
の
上
で
行
政
行
為
を
再
び
発
給
せ
し
め
て
も
､
別
様
の
決
定
が
生

ず
る
余
地
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
当
該
行
為
が
実
体
法
上
達
法
の
場
合
は
､
勿
論

取
消
判
決
が
下
さ
れ
る
｡
但
し
'
こ
の
取
消
判
決
に
あ

っ
て
も
'
当
該
行
為
は
実

体
法
上
達
法
で
あ
る
か
ら
取
消
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
､
手
続
的
違
法
故
に
取
消
さ

れ
る
の
で
は
な
い
｡
総
じ
て
､
手
続
的
戦
痕
は
'
霞
乗
行
為
に
あ

っ
て
は
取
消
と

は
無
関
係

(

i

r
r
elev
a
n
t
)
で
あ
る
｡
即
ち
'
手
続
的
戦
痕
は
､
当
該
行
政
行
為
が

実
体
法
上

適

法

で
あ
る
か
ら
無
視
さ
れ
る
の
で
は
な
-
'
単
に
当
該
行
為
が
罵
束

行
為
で
あ
る
と
い
う

一
事
に
よ

っ
て
無
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
従

っ
て
裁
判
所
と

し
て
は
'
取
消
請
求
の
な
さ
れ
た
行
政
行
為
が
若
し
累
乗
行
為
に
該
当
す
る
と
き

は
､
請
求
者
の
主
張
す
る
手
続
的
戦
痕
の
存
否
や
他
の
手
続
的
戦
痕
の
存
否
を
認

定
す
る
必
要
は
な
-
'
即
刻
当
該
行
為
の
実
体
的
適
否
を
審
査
す
れ
ば
よ
い
こ
と

と
な
る
の
で
あ
る
trj
.
以
上
が
四
六
条
の
趣
旨
と
さ
れ
る
が
'
現
実
に
四
六
条
の
文

言
は
､
行
政
行
為
が
実
体
的
違
法
性
を
帯
び
て
い
る
と
き
に
は
手
続
的
戦
痕
が
取

消
事
由
と
し
て
意
味
を
持

つ
か
の
様
な
印
象
を
与
え
る
た
め
'
次
の
様
に
読
み
換

え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
提
言
も
存
す
る
8
0

｢
手
続
へ
形
式
文
は
土
地
管
轄
に
関
す
る
規
定
違
反
は
'
行
政
行
為
の
発
袷

に
当
た
っ
て
官
庁
が
裁
量
権
の
行
使
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
に
は
､
当
該

行
政
行
為
を
取
消
す
理
由
と
は
な
ら
な
い
｡
但
し
'
右
の
違
反
が
-
-
当
該
行

政
行
為
を
無
効
と
す
る
と
き
は
､
こ
の
限
り
で
な
い
｡
｣

他
方
で
､
右
の
読
み
換
え
の
提
言
に
も
明
ら
か
な
様
に
'
裁
量
行
為
に
つ
い
て

は
事
情
を
異
に
す
る
｡
即
ち
へ
四
六
条
は
裁
量
行
為
に
つ
い
て
は
適
用
が
な
い
､

或
い
は
適
用
さ
れ
て
も
原
則
と
し
て
構
成
要
件
を
充
た
す
こ
と
が
な
い
の
で
あ

る
｡
従

っ
て
､
行
政
手
続
違
背
を
理
由
に
行
政
行
為
の
取
消
訴
訟
が
提
起
さ
れ
､

当
該
行
政
行
為
が
裁
量
行
為
に
該
当
す
る
と
き
は
､
行
政
裁
判
所
は
､
単
に
手
続

的
違
法
を
理
由
に
当
該
行
為
を
取
消
す
こ
と
に
な
る
.
裁
判
所
に
よ
る
取
消

(盟

.;JTL,I))
の
後
､
行
政
庁
に
よ
っ
て
行
政
手
続
を
遵
守
し
た
上
で
の
再
度
の
裁
量
的

判
断
が
な
さ
れ
た
場
合
'
他
の
内
容
の
行
政
行
為
が
発
給
さ
れ
る
可
能
性
は
排
除

さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
不
確
定
概
念
に
つ
い
て
生
ず
る
判
断
余
地

(B
e
亡｢

te
itu
n
gssp
ielr
au
m

)に
つ
い
て
も
､
裁
量
の
場
合
と
同
様
の
解
釈
が
な
さ
れ

るO

例
外

的
に'
裁
量
行
為
で
あ

っ
て
も
'
裁
判
所
の
審
理
の
結
果
裁
量
収
縮
(E
rm
e
s･

se
n
ssc
h
r
um
pfu
n
g)
が
生
ず
る
場
合
に
は
､
事
案
は
轟
束
処
分
同
様
の
取
り

扱

い

を
受
け
る
こ
と
に
な
る
｡
裁
量
権
の
稔
越
叉
は
濫
局
を
生
じ
な
い
た
め
の
唯

一
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の
処
分
内
容
が
確
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
管

註

eg CZ8)(27日26)

B
e
t
t
e
r
m

a
n
n
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四

手
続
的
暇
癌
相
対
化
の
永
認
と
間
是
性

行
政
手
続
上
の
違
法
を
取
消
訴
訟
に
お
い
て
如
何
に
位
置
づ
け
る
か
に
関
す
る

右
の
西
ド
イ
ツ
の
法
制
は
'
我
国
に
お
い
て
も
基
本
的
に
妥
当
す
る
も
の
と
見
放

さ
れ
よ
う
｡
我
国
で
も
'
諸
学
上
行
政
行
為
の
分
類
と
し
て
飛
乗
と
裁
量
と
が
語

ら
れ
､
ま
た
裁
判
所
の
審
査
方
法
と
し
て
も
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
が
定
着
化
し

て
お
り
､
こ
こ
に
問
題
解
決
に
際
し
て
西
ド
イ
ツ
の
法
理
を
受
容
す
る
こ
と
は
便

宜
で
あ
る
ば
か
り
か
､
元
来
行
政
手
続
の
戦
痕
の
相
対
化
自
体
が
'
手
続
法
的
に

違
法
且
つ
実
体
法
的
に
適
法
な
行
政
行
為
の
取
消
を
否
認
す
る
こ
と
が
'
公
益
及

び
私
人
の
権
利
保
護
の
双
方
に
と
っ
て
利
益
に
働
-
､
と
い
う
配
慮
か
ら
発
す
る

以
上
は
､
裁
判
所
と
し
て
は
､
行
政
行
為
の
実
体
的
適
否
を
可
能
な
限
-
判
断
せ

ね
ば
な
ら
ず
､
従

っ
て
当
然
､
そ
れ
を
判
断
し
う
る
範
囲
を
画
す
る
必
要
か
ら
､

霧
束
行
為
と
裁
量
行
為
の
別
を
用
い
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
も
あ
る
｡
そ
こ
で
こ

こ
で
も

一
応
､
先
の
西
ド
イ
ツ
連
邦
行
政
手
続
法
四
六
条
の
法
理
､
即
ち
､
手
続

的
戦
痕
は
霧
束
行
為
に
対
し
て
は
そ
の
取
消
の
可
否
に
影
響
せ
ず
'
裁
量
行
為
に

あ

っ
て
は
取
消
事
由
と
認
め
ら
れ
る
､
と
い
う
考
え
方
が
日
本
で
も
適
用
を
み
て

よ
い
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
-
O
現
に
我
国
]の
裁
判
例
の
中
に
も
'
右
の
西
ド
イ

ツ
的
法
理
と
同
様
の
機
軸
を
採
用
し
て
い
る
も
の
が
み
ら
れ
る
｡
即
ち
昭
和
三
八

年

一
二
月
二
五
EH
東
京
地
裁
判
決
価
は
､
｢
処
分
の
手
続
の
適
正
と
い
う
こ
と
が
強

-
要
請
さ
れ
る
の
は
'
処
分
の
内
容
の
妥
当
性
'
正
当
性
を
担
保
と
す
る
た
め
の

も
の
で
あ
る
か
ら
'
処
分
の
内
容
の
正
当
性
が
客
観
的
に
明
白
で
あ
る
場
合
､
換

言
す
れ
ば
'
行
政
庁
が
裁
量
権
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
処
分
の
適
法
へ
正
当

性
を

『
カ
バ
ー
』
す
る
二
と
の
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
程
度
に
､
処
分
の
内

容
の
正
当
性

が
明
白
で
あ
り
､
そ
の
結
果
､
処
分
手
続
の
当
否
を
論
ず
る
こ
と
が

無
意
味
と
認
め
ら
れ
よ
う
な
場
合
に
は
'
処
分
手
続
の
戦
痕
は
'
処
分
の
取
消
事

由
と
な
ら
な
い
｣
と
解
し
て
い
る
｡
実
体
法
的
に
違
法
な
轟
束
処
分
の
場
合
に
手

続
的
戦
痕
も
取
消
事
由
と
さ
れ
る
の
か
に
つ
き
､
確
か
に
右
判
決
に
は
明
言
す
る

と
こ
ろ
は
な
い
が

(綿
誓

喜

/;･誓

嵩
謂

詣
緊

賃

J諸

咽
誤

読

枇
篤

農
禦
嘉

棚

詣
J最
′了
撞

苓
㌍

嘉

禦

新

宝

S
lJ:
:

il.毒
的
)
'
取
消
事
由
と
し
て
の
手
続
的
戦

痕
の
問
題
を
比
較
的
詳
し
-
論
じ
た
数
少
な
い
裁
判
例
の

一
つ
で
あ
る
右
判
決

が
､
西
ド
イ
ツ
法
理
と
ほ
ぼ
同
様
の
法
理
を
展
開
し
て
い
る
の
は
､
真
に
魁
目
に

値
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

尚
念
の
た
め
に
触
れ
て
お
-
が
､
手
続
的
暇
痕
の
取
り
扱
い
を
右
の
様
に
考
え

た
と
し
て
も
'
行
政
手
続
の
整
備

･
充
実
が
私
人
の
権
利
救
済
に
何
ら
役
立
た
な

い
の
で
は
､
と
い
う
批
判
は
こ
れ
を
免
れ
う
る
で
あ
ろ
う
｡
行
政
手
続
規
定
が
未

整
備
な
た
め
､
裁
判
所
と
し
て
は
裁
量
行
為
の
実
体
法
的
効
力
を
維
持
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
に
は
､
裁
判
所
が
手
続
的
違
法
を
理
由
に
行
政
庁

を
し
て
再
度
慎
重
に
裁
量
処
分
を
行
な
わ
し
め
る
と
い
う
具
合
に
､
変
化
が
も
た

ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
｡

し
か
し
な
が
ら
､
手
続
的
畷
痕
を
取
消
事
由
と
し
て
相
対
化
し
､
手
続
法
を
裁

量
行
為
に
つ
い
て
の
み
裁
判
規
範
化
す
る
､
と
い
う
件
の
考
え
方
に
は
､
実
に
重

大
な
欠
陥
が
幾
つ
か
潜
ん
で
い
る
様
に
思
わ
れ
る
｡
確
か
に
､
右
の
如
-
考
え
た

と
き
は
'
手
続
法
と
実
体
法
と
の
間
に
法
の
軽
重
を
生
じ
､
こ
れ
は
両
者
間
に
何

ら
区
別
を
認
め
な
い
は
ず
の
憲
法
規
定
(酎
㌔

苅
撃
.嘉

一詣
結

露

)
に
反
す
る
こ
と

と
な
る
t
と
い
う
批
判
も
あ
り
え
よ
う
が
俳
､
こ
の
批
判
は
当
た
ら
な
い
と
言
う
ベ
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き
で
あ
る
｡
手
続
的
戦
痕
を
相
対
化
す
る
こ
と
は
'
行
為
規
範
と
し
て
の
手
続
法

の
意
義
を
何
ら
軽
視
す
る
も
の
で
は
な
い
し
､
裁
判
規
範
と
し
て
手
続
法
を
過
度

に
評
価
す
る
こ
と
は
､
却

っ
て
憲
法
の
裁
判
に
よ
る
権
利
保
障
条
項

(謂

㌔

)
に

反
す
る
事
態
を
招
い
て
し
ま
い
､
こ
れ
を
憲
法
が
容
認
す
る
と
は
考
え
難

い

か
ら

で
あ
る
｡

問
題
は
､
手
続
的
戦
痕
の
絶
対
化
に
は
充
分
に
期
待
さ
れ
る
は
ず
の
行
政
権
に

対
す
る
教
育
的
効
果
瀞
が
'
そ
の
相
対
化
故
に
大
幅
に
削
が
れ
て
し
ま
う
点
で
あ

る
.
罵
束
行
為
の
取
消
が
裁
判
所
で
争
わ
れ
る
こ
と
と
な

っ
て
も
､
裁
判
所
は
行

政
手
続
法
を
何
ら
裁
判
規
範
と
し
て
は
認
め
ず
'
若
し
手
続
的
違
法
が
あ

っ
た
と

し
て
も
'
こ
れ
に
対
し
て
は
何
ら
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
も
科
さ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
､

行
政
権
の
内
部
に
､
罵
束
行
為
に
つ
い
て
は
行
政
手
続
を
遵
守
す
る
必
要
な
L
t

と
の
意
識
が
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
て
も
お
か
し
-
な
い
の
で
あ
る
｡
現
実
に

そ
う
な
る
と
は
断
言
す
べ
き
で
な
い
で
あ
ろ
う
が
'
少
な
-
と
も
法
理
論
と
し
て

は
､
そ
の
様
な
意
識
の
形
成
に
道
を
拓
-
こ
と
は
慎
む
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
行
政
手

続
法
の
行
為
規
範
と
し
て
の
意
義
を
強
調
す
る
と
し
た
ら
､
行
政
手
続
の
行
政
権

に
よ
る
運
用
が
安
易
に
流
れ
な
い
た
め
の
解
釈
を
採
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
｡

行
政
手
続
規
定
が
不
完
全
法
規
化
す
る
こ
と
に
は
歯
止
め
が
か
け
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
｡

第
二
の
問
題
は
'
手
続
的
戦
痕
の
相
対
化
の
理
論
は
'
先
に
も
摘
示
し
た
如
-
､

裁
判
所
の
包
括
的
審
査
権
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
た
し
､
更
に
こ
れ
は
'
行
政

行
為
と
司
法
判
決
と
の
同

一
視
に
そ
の
淵
源
を
求
め
て
い
た
訳
で
あ
る
が
､
行
政

行
為
と
司
法
判
決
と
の
同

一
視
が
抑
々
妥
当
な
も
の
な
の
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
で

あ
る
､
と
い
う
点
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
点
は
､
実
は
行
政
手
続
の
司
法
形
式
性

(l
u
stiz
fa
rm
tic
h
k
e
it
)
の
度
合

(㌍

那
耶
禦

幣

)
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な

い

か

と
考
､そ
ら
れ
る
O
つ
ま
り
'
行
政
手
続
が
準
司
法
的

(
gua
si･j
ud
i
cia
t)
辛

続
と
し
て
の
実
質
を
具
え
た
も
の
で
あ
れ
ば
'
そ
こ
に
は

行
政
行
為
と
司法
判
決

と
の
同
質
性
､
更
に
は
行
政
行
為
取
消
訴
訟
の
あ
り
方
と
下
級
審
判
決
の
取
消
の

あ
り
方
と
の
同
質
性
を
看
取
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
O
英
国
で
､
下

級
裁
判
所
の
統
制
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
移
送
命
令

(c
e
rtiora
ri)
が
行

政
機
関
の
司
法
的

(ju
d
i
cia
-)
行
為

へ
と
適
用
を
み
る
様
に

な
る
の
は
､
正
に
こ

の
司
法
的
行
為
に

は
自
然的
正
義

(n
a
tu
ra
〓
u
stic
e)
の
遵
守
が
求
め
ら
れ
た
こ

と
と
密
接
な
関
係
に
立
つ
の
は
へ

こ
の事
情
を
よ
く

表
わ
し
て
い
る
曾

逆
に
言
え

ば
'
行
政
手
続
が
司
法
手
続
と
の
同
質
性
を
享
受
し
え
な
い
場
合
に
は
'
行
政
行

為
と
司
法
判
決
と
の
類
似
性
の
指
摘
は
困
難
に
逢
着
L
t
司
法
判
決
取
消
の
法
哩

を
取
消
訴
訟
に
適
用
又
は
類
推
適
用
す
る
こ
と
の
合
理
性
は
夫
な
わ
れ
る
こ
と
と

な
る
｡
そ
の
際
は
'
取
消
訴
訟
の
性
格
を
'
｢他
の
手
段
を
用
い
た
行
政
手
続
の
紘

行
過
程
｣
で
は
な
く

｢
行
政
手
続
の
統
制
過
程
｣
と
見
徹
す
余
地
も
生
じ
て
-

る
8
.
こ
こ
に
'
裁
判
所
の
包
括
的
審
査
権
で
は
な
-
し
て
'
行
政
手
続
違
反
に
着

目
し
た
限
定
的
審
査
権
が
主
張
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

第
三
に
'
行
政
手
続
上
の
戦
痕
は
裁
判
所
手
続
に
よ
っ
て
補
正
さ
れ
う
る
と
の

考
え
方
は
'
訴
訟
手
続
が
行
政
手
続
と
少
な
-
と
も
同
価
値
の
も
の
で
あ
る
こ
と

を
前
提
と
す
る
が
'
行
政
手
続
は
そ
の
開
始
当
初
か
ら
処
分
関
係
事
実
を
形
成
し

て
い
-
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
､
訴
訟
手
続
に
は
そ
の
様
な
機
能
は
認
め
ら
れ

な
い
凪
な
ど
､
行
政
手
続
の
機
能
と
訴
訟
手
続
の
そ
れ
と
の
間
に
は
差
異
が
認
め

ら
れ
る
と
す
れ
ば
､
裁
判
手
続
に
よ
る
行
政
手
続
の
戦
痕
の
補
正
と
い
う
考
え
方

も
､
説
得
力
充
分
と
は
言
い
難
-
な
る
で
あ
ろ
う
管

最
後
に
'
手
続
的
戦
痕
の
相
対
化
が
果
た
し
て
訴
訟
経
済
に
役
立
つ
も
の
な
の

か
の
点
も
'
甚
だ
疑
問
視
さ
れ
る
｡
裁
判
所
が
事
案
に
最
終
的
解
決
を
与
え
て
し

ま
-
こ
と
は
'
再
び
事
案
が
裁
判
所
に
係
属
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
点
て
へ

一
見
経
済
性
が
高
い
様
に
も
映
る
が
､
実
は
そ
れ
だ
け
に
'
裁
判

所
自
ら
が
事
案
の

一
回
的
解
決
の
た
め
に
相
当
の
時
間
と
労
力
を
費
や
す
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
手
続
的
戦
痕
を
絶
対
的
と
み
た
場
合
に
は
却

っ

て
'
適
法
な
行
政
手
続
に
よ
る
行
政
行
為
発
給
の
結
果
､
多
-
の
場
合
に
裁
判
所

に
事
案
が
再
び
係
属
す
る
二
と
は
な
-
な
る
で
あ
ろ
う
L
t
仮
に
係
属
し
た
と
し
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て
も
､
争
点
は
明
確
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
､
事
案
の
解
決
に
割
-
裁
判
所
の
コ
ス

-
は
そ
れ
程
の
も
の
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
曾

註

(32)(31)(30)(37)(36)(35)(341も33)

行
裁
例
集

▲.
田
巻

二
`
号

二

一
1五
五
頁
｡

H
u
fen
,
a
.a
b
"
S
.393
.

H
u
fe
n
,a
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10
.,
S
.
393
;K
reb
s〉a
.a
10
こ
S.1
1
4
.

尚
t
E
rich
sen
,a
.a
.0
..S.2
79

は
､
教
育
的
効
果
の
喪

夫

を
､
私
人
か
行
政
手

続

法

を

実
り
あ
る
も
の
と
は
見
衝
き

な

-
な
る
こ
と
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
O
重
要
と
思
わ
れ
る
u

H
.
W
.
R
.
W
a
d
e
,
A
d
mi
nistra
tiv
e
L
a
w
,5th

ed
..pp.547

･

5521

H
a
n
s
M
ey
er,
D
isk
u
ss
ion
sb
e
itra
g
.V
V
D

StRL4)こ
98

3
),
S
.2
57.

W
a
h
t,a
.a
.0
"
S
.)6Off.

K
re
bs,
a.a
10
.,

S.
tL3.

K
re
bs.
a
.a
.O
I.S

.11
4

.

五

手
続
的
場
痕
の
絶
対
化
へ
向
け
て

四
で

一
瞥
し
た
様
に
'
手
続
的
暇
痕
相
対
化
に
も
相
当
の
犠
牲
が
伴
う
こ
と
を

考
慮
に
入
れ
れ
ば
､
手
続
的
戦
痕
相
対
化
の
方
法
を

l
応
は
承
認
し
な
が
ら
側
,
こ

れ
を
成
可
-
手
続
的
戦
痕
絶
対
化
の
方
向
で
解
釈
し
て
い
-
こ
と
が
望
ま
し

い
*
o
そ
の
具
体
的
方
途
と
し
て
は
次
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
｡

第

一
に
､
轟
束
行
為
と
裁
量
行
為
と
い
う
従
来
の
行
政
行
為
の
分
類
を
､
裁
判

所
に
よ
る
行
政
行
為
の
手
続
法
的
統
制
と
の
関
連
で
再
検
討
す
る
こ
と
で
あ

る
棚
O
即
ち
､
手
続
的
違
法
を
取
消
事
由
と
し
て
度
外
視
し
う
る
の
は
､
厳
密
に
言

え
ば
､
｢
唯

一
正
し
い
決
定

(e
in
z
ig
ric
h
tig
e
E
n
tsc
h
e
id
u
n
g
)｣
の
内
容
が
裁

判
所
に
よ

っ
て
確
定
さ
れ
-
る
場
合
だ
け
で
あ
る
t

と
い
う
観
点
か
ら
出
発
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
う
考
え
る
と
'
従
来
講
学
上
又
は
裁
判
所
に
よ
る
行
政
行

為
の
実
体
法
的
統
制
と
の
連
関
で
罵
束
行
為
と
見
放
さ
れ
て
き
た
も
の
の

一
部

(謂

kl:捕
:;)
は
､
手
続
法
的
戦
痕
を
取
消
事
由
と
は
認
め
な
い
場
合
に
該
当
し
な

-
な
る
で
あ
ろ
う
｡
罵
束
裁
量
行
為
と
目
さ
れ
て
き
た
分
野
が
正
に
こ
れ
に
該
当

す
る
｡
例
え
ば
'
事
業
認
定
の
要
件
と
し
て
の

｢
事
業
計
画
が
土
地
の
適
正
且

つ

合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
｣
(
卜
諸

浦
曇

や
'
公
衆
浴
場
業
不

許
可
要
件
と
し
て
の

｢
公
衆
浴
場
の
設
置
の
場
所
若
し
-
は
そ
の
構
造
設
備
が
'

公
衆
衛
生
上
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
｣
(

露

競

J

な
ど
は
､
従
来
行
政
庁

の
覇
束
裁
量
行
為
に
属
す
る
も
の
と
見
徴
さ
れ
へ

裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し
て
は
過

常
人
の
経
験
的
衡
平
感
に
基
づ
い
て
判
断
を
下
し
て
き
た
が
'
罵
束
裁
量
の
判
断

に
も
少
な
か
ら
ず
未
来
予
測
的
判
断
'
就
中
学
術
的

･
専
門
的
考
慮
が
入
り
込
む

こ
と
を
考
え
れ
ば
(㌍

当

課

朋
誓

巌

鮎

幣
71.<持
㌍
折
需

用

)
や

手
続
法
的
統
制

を
考
慮
に
入
れ
る
限
り
､
判
断
に
つ
い

て
国
民
に
責

任
を
負
わ
な
い
裁
判
所
が
事

案
の
最
終
的
判
断
を
行
な
う
の
は
適
当
と
は
言
え
ず
､
裁
判
所
と
し
て
は
'
手
続

的
暇
痕
が
存
在
す
る
場
合
に
は
､
処
分
を
取
消
し
､
判
断
に
つ
い
て
責
任
を
負
-

行
政
庁
を
し
て
手
続
法
的
要
請
に
応
え
た
再
度
の
判
断
を
な
さ
し
め
る
の
が
適
当

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か

(
㌍
詣

鵠

謹

製
気
焔
諸

㌍

霊

｡

つ
ま
-
'
こ
こ
で
行
政

手
続
に
は
'
利
害
関
係
人
を
と
-
ま
-

事
実
､
個

人

的
デ
ー
タ
及
び
利
害
を
明
ら

か
に
す
る
と
い
う
過
程
'
即
ち
情
報
過
程

()n
fo
rm
ation
spro
z
eB
)姫
で
あ
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
情
報
過
程

の
名
に
値
す
る
の
は
､
裁
判

手
続
で
は
な
-
行
政
手
続
で
あ
る
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
｡

第
二
に
'
手
続
的
違
法
が
看
取
さ
れ
る
場
合
に
は
'
裁
判
所
は
､
裁
量
の
収
縮

を
手
懸
け
る
べ
き
で
は
な
く

無
条
件
に
手
続
的
違
法
の
み
を
理
由
に
当
該
裁
量

処
分
を
取
消
す
途
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
西
ド
イ
ツ
の
学
説
及
び
判
例

が
旧
来
支
持
し
て
き
た
所
謂
具
体
的
考
察
法

(
k
o
nk
re
t
e
B
etra
c
h
tu
n
g
･

sw
e
ise
)
の
放
棄
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の

理

由

は
'
一
つ
に
は
'
罵
束

処
分
に
お
い
て
手
続
的
戦
痕
が
取
消
事
由
と
見
徹
さ
れ
な
い
の
は
､
罵
束
処
分
が
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正
に
罵
乗
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
､
実
体
法
上
適
法
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
の
で

あ
る
か
ら
'
こ
れ
と
の
均
衡
上
は
'
裁
量
処
分
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
手
続
的
暇
庇

は
取
消
事
由
と
し
て
絶
対
的
で
あ
る
と
の
見
方
､
即
ち
抽
象
的
考
察
法
が
要
請
さ

れ
て
当
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ゃ

二
つ
に
は
'
裁
量
の
収
縮
は
本
来
情
報

過
程
た
る
行
政
手
続
過
程
に
お
い
て
図
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
て
､
裁
判
所
に

よ

っ
て
第

l
次
的
に
企
図
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
S
o

つ
ま
り
､
行
政
庁
に
よ
る
裁
量
収
縮
と
裁
判
所
に
よ
る
裁
量
収
縮
と
で
は
'
処
分

内
容
に
つ
い
て

一
致
を
み
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
あ

っ
て
､
こ
の
点
で
裁
判
所
の

判
断
は
､
｢
唯

1
正
し
い
決
定
｣
で
あ
る
こ
と
を
保
障
さ
れ
ず
'
精
々
最
終
的
拘
栄

力
を
有
す
る

(le
tz
tv
e
rb
ind
lic
h
)
も
の
に
す
ぎ
を
-
な
る
の
で
あ
る
｡
西
ド
イ

ツ
で
も
'
手
続
的
暇
痕

に
よ
る
裁
量
行
為
の
取
消
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
'
裁
判

所
が
安
易
に
裁
量
収
縮
を
試
み
る
危
険
性
は
'
現
実
の
も
の
と
な

っ
て
い
る
と
の

指
摘
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
脚
O
,)
の
意
味
で
'
裁
量
収
縮
と
い
う
伝
統
的
実
体
法

的
統
制
法
は
､
裁
量
処
分
の
審
査
に
当
た
っ
て
手
続
的
暇
痕
の
存
在
を
認
定
し
え

な
い
場
合
に
､
裁
判
所
に
よ

っ
て
使
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
｡第

三
に
､
裁
判
所
は
､
手
続
的
違
法
と
裁
量
行
為

の
内
容
と

の
因
果
関
係

(
K

au
sa
tita
t
)
を

1
切
問
う
べ
き
で
は
な
い
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
O
こ
れ
は
へ

手

続
的
違
法
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
他
の
処
分
内
容
に
至

っ
た
と
考
､そ
ら
れ
る
場
令

に
当
該
処
分
を
取
消
し
､
他
方
で
､
手
続
的
違
法
が
な
-
と
も
他
の
処
分
結
果
に

至
ら
な
か
っ
た
と
考
､そ
ら
れ
る
場
合
に
当
該
処
分
を
維
持
す
る
へ
と
い
う
裁
判
所

の
審
査
方
法
を
排
除
す
る
ば
か
-
か
'
裁
判
所
は
因
果
関
係
の
存
否
ま
で
を
も
確

定
す
る
必
要
は
な
い
が
､
手
続
的
暇
痕
が
処
分
内
容
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が

あ
る
場
合
に
の
み
当
該
処
分
を
取
消
し
､
可
能
性
が
な
い
場
合
に
は
当
該
処
分
を

維
持
す
る
胸
､
と
い
う
審
査
方
法
を
も
否
認
す
る
こ
と
と
な
る
瓜
｡
裁
判
所
は
'
辛

実
と
し
て
他
の
裁
量
結
果
が
生
ず
る
か
否
か
､
或
い
は
そ
の
可
能
性
が
あ
る
か
否

か
ま
で
も
問
う
べ
き
で
は
な
-
､
実
体
法
上
他
の
処
分
結
果
が
可
能
か
否
か
の
み

を
問
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る

働｡こ
の
様
に
し
て
は
じ
め
て
､
裁
判
所
は
本
来

行
政
庁
が
行
う
べ
き
行
政
手
続
を
代
行
し
て
い
る
と
い
う
非
難
を
免
れ
う
る
L
へ

こ
れ
こ
そ
が
権
力
分
立
の
理
念
に
そ
う
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
S
o
こ
の
点
で
､
飲

酒
の
上
自
動
車
を
運
転
'
歩
行
者
を
死
亡
さ
せ
る
交
通
事
故
を
起
こ
し
､
被
害
者

に
対
す
る
救
護
措
置
を
講
ぜ
ず
'
警
察
に
も
通
報
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
消
防
職

員
に
対
し
て
､
捜
査
上
接
見
が
拒
否
さ
れ
た
こ
と
及
び
迅
速
な
処
分
に
よ
る
消
防

の
信
用
回
復
の
必
要
を
理
由
に
､
告
知

･
聴
聞
を
経
な
い
で
な
さ
れ
た
懲
戒
免
職

処
分
に
つ
い
て
､
最
近
の
裁
判
例
榊
が
､
行
政
庁
の
事
実
認
定
に
は
誤
り
が
な
く
'

裁
量
権
の
濫
用
も
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
上
で
'
｢
告
知
･聴
聞
の
手
続
を
経
て
い

た
と
し
て
も
､
事
実
の
認
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ

っ
た
も
の
と
認
め
る

こ
と
は
で
き
ず
､
告
知

･
聴
聞
の
手
続
を
経
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
､
処
分
の

手
続
に
違
法
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
｣
と
し
て
､
懲
戒
免
職
処
分
を
維

持
し
て
い
る
の
に
は
問
題
が
あ
ろ
う

(絹
欄
㌶
鴇

禁

断
警

告
崇

塁
;C'TO致
)
.
っ
ま

り
､
先
ず
､
裁
判
所
が
早
速
実
体
判
断
に
踏
み

込
ん
で
い
る
の
は
'

裁
判
所
が
手

続
法
的
統
制
を
放
棄
し
た
も
の
と
見
傾
き
ざ
る
を
得
ず
'
こ
こ
に
批
判
の
余
地
が

あ
る
｡
更
に
'
告
知

･
聴
聞
の
欠
如

･
不
備
に
よ

っ
て
当
然
に
手
続
的
違
法
が
生

ず
る
と
は
さ
れ
ず
'
そ
れ
が
生
ず
る
か
否
か
は
行
政
庁
の
事
実
認
定
､
延
い
て
は

処
分
内
容

へ
の
影
響

へ
の
有
無
に
か
か
っ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
て
uq
,
告
知
･聴
聞

と
い
う
行
政
手
続
の
行
為
準
則
と
し
て
の
価
値
が
過
小
評
価
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い

る
ば
か
-
か
'
仮
令
右
判
決
の

｢
処
分
の
手
続
に
違
法
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で

き
な
い
｣
と
い
-
件
を
､
｢
そ
れ
を
処
分
を
取
消
す
理
由
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｣

と
い
う
風
に
読
み
換
え
た
と
し
て
も
'
行
政
手
続
に
よ
る
行
政
庁
の
事
実
認
定
過

程
を
裁
判
所
か
代
行
し
､
同
じ
認
定
結
果
に
な
る
と
推
量
し
て
し
ま

っ
て
い
る
の

は
甚
だ
不
当
で
あ
る
｡
加
え
て
､
本
件
で
は
裁
判
所
が
､
被
処
分
者
が
裁
量
判
断

･

･
･

.
I

.･

.
I.

'
.

)
:
･

･

過
程
で
意
見
陳
述
を
す
る
機
会
を
も
奪

っ
て
し
ま

っ
て
い

る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て

右
の
諸
点
の
-
ち
'
裁
判
所
に
よ
る
行
政
手
続
の
代
行
に
つ
い
て
は
'
既
に
最
高

78
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我
が
そ
の
た
め
の
道
を
拓
い
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
に
影
響
さ
れ
た
も
の
と
み
て

差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡
即
ち
､
最
高
裁
は
､
個
人
タ
ク
シ
ー
事
件
に
お
い
て
､

｢
事
実
を
聴
聞
L
t
被
上
告
人
に
お
い
て
こ
れ
に
対
す
る
主
張
と
証
拠
の
提
出
の

機
会
を
与
え
そ
の
結
果
を
し
ん
し
ゃ
-
し
た
と
す
れ
ば
上
告
人
が
さ
き
に
し
た
判

断
と
異
な
る
判
断
に
到
達
す
る
可
能
性
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
｣
と
し
て
免

許
申
請
却
下
処
分
の
取
消
を
維
持
し
@
'
群
馬
中
央
バ
ス
事
件
に
お
い
て
､
｢
運
輸

審
議
会
の
認
定
判
断
を
左
右
す
る
に
足
る
意
見
及
び
資
料
を
追
加
提
出
し
う
る
可

能
性
が
あ

つ
た
と
は
認
め
難
い
｣
と
い
-
理
由
で
申
請
却
下
処
分
を
維
持
し
て
い

る
協
の
で
あ
る
0
両
判
決
共
に
'
行
政
庁
の
裁
量
権
行
使
過
程
を
推
論
し
て
い
る
点

に
問
題
が
残
ろ
う
｡

第
四
に
､

一
口
に
行
政
手
続
と
は
言

っ
て
も
'
そ
の
果
た
す
役
割
､
重
要
性
に

は
差
異
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
､
行
政
手
続
の
中
で
も
私
人
の
権
利
保
護
に
と

っ
て

特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
'
例
え
ば
侵
益
処
分
に
お
け
る
告
知
･聴
聞
な
ど
は
､

一
般
法
理
の
適
用
か
ら
除
外
し
'
そ
の
不
遵
守
を
処
分
取
消
事
由
と
し
て
絶
対
視

す
る
と
い
う
余
地
も
あ
ろ
う
0
例
え
ば
西
ド
イ
ツ
社
会
法
典
十
は
､
四
六
条

1
文

を
連
邦
行
政
手
続
法
四
六
条
と
文
言
を
同
じ
も
の
と
し
て
い
る
が
､
同
条
二
文
で

は
､
聴
聞
の
義
務
を
果
た
さ
な
か

っ
た
場
合
に
は

一
文
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
､

つ
ま
り
轟
束
処
分
に
お
い
て
も
聴
聞
の
暇
痕
は
単
独
で
取
消
事
由
と
な
る
こ
と
を

定
め
て
い
る
の
で
あ

っ
て
'
参
考
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
O

第
五
に
,
手
続
的
暇
庇
の
絶
対
化
の
究
極
は
､
既
に
手
続
的
違
反
が
発
覚
し
た

時
点
で
､

つ
ま
り
処
分
発
給
時
を
待
た
ず
に
､
手
続
的
戦
痕
を
裁
判
所
に
お
い
て

争
わ
せ
る
と
い
う
制
度
で
あ
ろ
う
が
'
こ
れ
は
､
手
続
的
戦
痕
の
相
対
化
を
本
則

と
す
る
以
上
,
容
易
に
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
-
｡
西
ド
イ
ツ
で
も
行
政
裁
判

所
法
四
四

a
条

(
髭

雛

附
帯

蓑
批
声

｣賃

抗
二

が
､
｢
官
庁
の
手
続
行
為
に
対

す
る
救
済

は
､
こ
れ
を
'
実
体
的
決
定
に
対

し
て
認
め
ら
れ
る
救
済
と
同
時
に
の

み
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
｣
と
規
定
し
､
手
続
的
戦
痕
は
行
政
庁
の
実
体
判
断

が
下
さ
れ
る
ま
で
単
独
で
は
争

い
え
な

い
こ
と
を
定
め
て
い
る
｡
し
か
し
'
例
え

ば
裁
量
行
為
が
そ
の
発
給
後
に
手
続
的
違
法
を
理
由
に
取
消
さ
れ
た
と
き
は
'
行

政
庁
が
新
た
に
行
政
手
続
を
踏
ま
ね
ば
な
ら
ず
､
こ
れ
は
行
政
庁
に
と

っ
て
不
都

合
で
あ
る
ば
か
り
か
､
私
人
に
対
し
て
も
権
利
救
済
の
遅
延
が
も
た
ら
さ
れ
て
し

き

っ
｡
ま
た
へ
窮
乗
行
為
発
給
後
に
お
い
て
は
手
続
違
反
に
は
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
が

科
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
'
行
政
手
続
進
行
過
程
で
裁
判
所
が
サ
ン
ク
シ
ョ
ン

を
科
す
と
い
う
や
り
方
は
'
充
分
評
価
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
西
ド
イ
ツ

で
も
'
四
四

a
条
の
例
外
を
認
め
て
い
-
こ
と
に
対
し
て
は
徐

々
に
理
解
が
高
ま

り
つ
つ
あ
る
様
で
あ
り
,5
'
我
国
で
も
'
主
と
し
て
立
法
論
と
し
て

(葦

禦

巨
tJJ

箪

整

震

悠
蒜
:S)
･
手
続
的
荒

を
単
独
で
行
政
権
内
部
又
は
裁
判
所

で

争
畑

し
め
る
こ
と

を考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

註

細

西
-
イ
ソ
て
も
,
連
華
打
政
手
続
法
四
六
条
は
判
例
に
よ
こ

産

倒
的
に
支
持
さ
れ

7

て
い
る
o
V
g

I.
B
ette
rm
a
n
n
,
a
.a
.0
.
(t9
8
5
),

S
.7
LO
.

1

榊

M
e
y
er
/

B

or
gs一a
.a
10
こ
S
.
402.

我
国
て

僚

EE
教
授
か
'
行
政
訴
訟
の
審
理
か
実

体
的
判
断
代
置
方
式
に
よ
る
完

全

審

査
か
ら
行
政
過
程
の
事
後
審
査

へ
と
移
行
す
べ

き
こ
と
を
示
唆
さ
れ
､
手
続
的
戦
痕
を
処
分
の
独
立
の
取
消
事
由
と
な
し
う
る
道
を
模

索
さ
れ
て
い
る

(原
田
尚
彦

｢行
政
訴
訟
の
構
造
と
実
体
審
査
｣
一面

中
追
悼
･公
法
の

課
撃
二

王

三
頁
以
下
一
の
は
､
真
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
但
し
､
教
授
か
科
学

問
題
か
か
か
わ
る
未
来
裁
判
に
つ
い
て
の
み
論
議
さ
れ
て
い
る
占
｢

及
び
｢手
続
な
い

し
過
程
面
て
の
粥
底
か
本
案
判
断
に
影
響
す
る
可
能
性
か
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
限
り
｣

こ
れ
を
取
消
事
由
と
し
て
評
価
さ
.t
る
点
な
ど
を
み
る
と
'
教
授
の
所
説
と
本
稿
の
結

論
と
は
必
ず
し
も

l
致
し
な
い
て
あ
ろ
う
O

脚

連
邦
行
政
手
続
法
凹
六
条
の
解
釈
上
'
罵
乗
･裁
量
の
二
分
法
を
見
直
す
べ
き
で
あ

る
と
提
111Eす
る
も
の
と
し
て
は
t
P
ietzck
er
,
a
.a
.0
.〉S1
2
2
3;
K
reb
s)
a
･a
･0
･)
S
･

l
L
tff.

か
あ
,リ
'
反
対
論
と
し
て
は
t
B
etterm
ann,aa
.0
.()98
5
),S
.72
4f.

か
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(46)(45)舶節那姻;
=

.
馳

あ

る

｡

東

京
高
利
昭
EE
八

･
七

･
一
三
判
時
七

二
し
号
二
三
頁
参
照
o

H
u
fen
.a
.a
.0
.,
S
A
t4
1

T

sch
ira＼
S
ch
m
itt
G)ae
se
r,
V
e
rw
a
ltu
n
g
sp
ro
ze
L3rec
ht.4.
A
u
fl
こ

S
.)
2

5
;

M

ey
er
＼
B
org
s,
a.a
.〇
‥
S
A
O9
.

尚
'
具
体
的
考
察
法
を
支
持

す
る
へ
/
タ

ー

マ

ン

も

'

二
の薫
に
つ
い
て
は

〓
正
の
理
解
を
か
す

(a
.a
b
.
()9
8
5
)
S
172
5
f.)o

H
u
fe
n
,
a
.a
b
.,
S
.4
L3
f.

M
e
y
e
r/
B
o
rg
s,
a
.a
.0
"
SA
tO
.

二
の
手
法
は

t

B
e
t
te
rm
a
n
n
,
a
.a
.0
.,
(19
8
5
),
S
1726
ff.

の
支
持
す
る
と
こ
ろ

M

e
y

e
r/
B
o
rg
s,
a
.a
10
.,
S
14
0
8
f.

M
e
y
e
r/
B
o
rg
s
,
a
.a
10
"
S
140
7f.

vg

r
M
au
re
r
〉a
.a
.〇
こ
S
.
2
tt.

東

京
地
利
昭
五
九

･
三
･二
九

行
戴
例
集
三
五
巻
四
号
四
六
ヒ
頁
O
尚
､
東
京
高
判

西
-
イ
ソ
て
も
'
手
続
的
戦
痕
か
取
消
事
由
と
さ
れ
な
い
場
合
に
'

そ
れ
が
違
法
性

を
生
じ
な
い
か
ら
な
の
か
'
権
利
侵
害
を
生
じ
な
い
か
ら
な
の
か
'
そ
れ
と
も
取
消
請

求
権
が
排
除
さ
れ
る
か
ら
な
の
か
､
が
論
議
さ
れ
て
い
る
が
､
第

一
の
立
場
に
立
つ
も

の
は
殆
ど
見
ら
れ
ず
､
第
二
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
し
て
は
K
re
b
s,a
.a
10
.一S
.)0
9
ff.

を
'
第
三
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
し
て
は
S
ch
en
k
e
,
a.a
.0
..
S306
ff.

を
夫
々
貴
近

の
代
表
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
て
き
る
｡

叢
刊
昭
四
六

･
一
〇

･
二
八
民
集
二
五
巻
七
号

一
〇
三
七
頁
｡

景
利
昭
五
〇

･
五

･
二
九
民
集
二
九
巻
五
号
六
六
二
頁
｡

M
a
u
re
r.
a.a
b
.,
S
.3
88
f.;
H
u
fen
.
a
.a
10
.,S
A
2
O
ff.

例
え
は
､
手
続
行
為
の
悔

意
に

対
し
て
は
行
政
裁
判
所
法

一
二
三
条
の
仮
命
令

を
利
用
す
べ
き
こ
と
か
主
張
さ

れ
た
り
'
立
憲
的
に
同
条
の
適
用
範
囲
を
限
定
し
'
聴
聞
手
続
の
暇
硫
な
ど
は
即
時
に

争

い
う
る
-も
の
と
す
る
こ
と
か
唱
え
ら
れ
た
り
し
て
い
る
が
､
二
の
且
に
つ
い
て
の
詳

論
は
本
稿
で
は
割
愛
す
る
｡

お
わ
り
に

以
上
'
行
政
手
続
法
の
行
為
規
範
と
し
て
の
意
義
に
は
大
な
る
も
の
が
あ
り
'

従

っ
て
行
政
手
続
法
制

の
整
備

･
充
実
は
急
務
で
あ
る
､
と
い
う
点
を
確
認
す
る

と
共
に
､
行
政
手
続
上
の
戦
痕
は
処
分
取
消
事
由
と
し
て
相
対
的
な
も
の
と
見
徹

さ
れ
る
べ
き
で
あ

っ
て
'
こ
こ
に
行
政
手
続
法
の
裁
判
規
範
と
し
て
の
意
義
は
相

対
的
低
下
を
み
る
こ
と
を
摘
示
'
し
か
し
な
が
ら
戦
痕
相
対
化
に
伴
-
ヂ
メ
リ

ッ

-
に
鑑
み
れ
ば
､
こ
の
相
対
化
の
緩
和
の
方
向
､
即
ち
行
政
手
続
法

の
裁
判
規
範

と
し
て
の
意
義
を
高
め
て
い
-
方
向
が
望
ま
し
い
こ
と
を
強
調
し
て
き
た
｡
し
か

し
'
論
旨
は
こ
こ
で
次
の
点
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
｡

つ
ま
り
へ
行
政
辛

続
の
整
備

･
充
実
は
行
政
の
民
主
化
､
私
人
の
権
利

･
利
益
の
救
済
の
徹
底
化
に

貢
献
す
る
も
の
で
あ
り
'
こ
れ
ら
目
的
の
達
成
度
は
行
政
手
続

の
司
法
形
式
化
の

度
合
に
大
き
-
左
右
さ
れ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
が
､
こ
れ
ら
目
的
の
達
成
は
､

独
り
行
政
手
続
に
よ

っ
て
図
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く

行
政
組
織
の
民
主
化

も
当
該
目
的
達
成

の
手
段
と
し
て
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
｡

｢
組
織
及
び
手
続
に
よ
る
基
本
権

の
実
現
｣
が
西
ド
イ
ツ
で
説
か
れ
日.=
'
我
国
で

も
､
現
代
行
政
の
特
性
に
応
じ
'
｢
国
民
の
納
得

の
い
-
組
織
体
制
､
例
え
ば
へ
行

政
委
員
会
制
度

の

一
層

の
拡
充
強
化
と
か
審
議
機
関

の
独
立
公
正
化
等
を
図
る
必

要
が
あ
る
LS
J
と
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
こ
の
点
､
多
-
の
審
議
会
が
設

け
ら
れ
､
し
か
も
行
政
組
織
に
つ
い
て
は
所
謂
脱
法
律
化
が
進
行
し
て
お
り
'
加

え
て
行
政
委
日月
会
制
度
復
権

の
兆
し
は
窺
え
な
い
の
が
'
我
国
行
政
組
織
の
現
状

で
あ

っ
て
'
今
後
の
行
政
法
制
整
備
の
上
で
は
､
行
政
組
織
の
民
主
化
も
'
行
政

手
続
法
制

の
整
備
と
並
ん
で
､
重
要
な
課
題
と
い
-
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

最
後
に
､
標
記

の
問
題
に
関
す
る
論
議
は
今
日
西
ド
イ
ツ
で
は
極
め
て
盛
ん
で

あ

っ
て
一㌧
'
学
説
上
及
び
判
例
上
極
め
て
手
薄
に
し
か
論
ぜ
ら
れ
て
い
な

い
我
国
と

80
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は
対
照
的
と
言
え
る
｡
し
か
し
､
こ
の
問
題
は
行
政
権
と
司
法
権
と
の
機
能
分
担

の
問
題
を
捲
き
込
み
､
其
丈
に
我
国
の
行
政
制
度
の
あ
り
方
を
左
右
す
る
も
の
の

一
つ
で
あ
る
と
し
た
ら
'
立
法
府
に
は
､
早
急
に

〓
疋
の
方
向
を
示
し
,
学
説
及

び
判
例
の
活
発
な
論
議
を
誘
発
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
｡

註

脚

M
a
u
re
r一
a
.a
.0
.,
S
.375.

細

田
中
二
郎

･
前
掲

(謹
16
)
論
文
一
一u
l八
頁
o

帥

本
稿
で
は
､
西
ド
イ
ツ
の
論
議
の
紹
介
は
比
較
的
最
近
の
も
の
に
限
っ
た
o
そ
れ
以

前
の
論
議
に
つ
い
て
は
'
拙
稿

｢行
政
手
続
上
の
戦
痕
の
法
的
効
果
日
｣
早
稲
田
政
治

公
法
研
究

一
四
号

一
八
七
頁
以
下
が
あ
る
｡

二

九
八
七
年
九
月
七
日
脱
稿
)
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