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研究ノート

第
二
章

統
治
行
為
論
に
つ
い
て
の
行
政
法
学
説
の
態
度

行
政
裁
判
権
レ
ベ
ル
で
の
統
治
行
為
論
に
つ
い
て
の
西
ド
イ
ツ
の
学
説
の

態
度
は
、
時
代
を
追
う
ご
と
に
変
化
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
変
化
及
び

現
在
の
学
説
の
立
場
は
、
戦
後
の
全
時
期
に
つ
い
て
統
治
行
為
論
肯
・
否
定

両
説
を
総
括
的
に
対
比
す
る
こ
と
に
よ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
れ
を
学
説
史

的
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
る
方
が
よ
り
正
確
に
把
握
さ
れ
う
る
。
こ
の
理
由

か
ら
、
以
下
で
は
、
初
期
に
於
け
る
大
勢
と
し
て
の
慎
重
な
態
度
と
背
・
否

定
各
説
の
自
己
主
張
、
中
期
に
於
け
る
肯
定
説
の
側
か
ら
の
活
発
な
理
論
化

の
試
み
、
そ
し
て
そ
の
後
否
定
説
が
通
説
と
な
る
現
在
ま
で
の
時
期
、
と
い

(
註
)

う
視
点
の
下
に
、
三
期
に
分
け
て
考
察
す
る
。

(
註
〉
も
と
よ
り
、
こ
の
区
分
は
、
盤
玄
告
の
判
断
で
な
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
西
ド
イ
ツ
自
体
で
そ
の
よ
う
な
区
分
に
基
づ
い
て
統
治
行
為
論

に
つ
い
て
の
学
説
が
整
理
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

第
一
節

第
一
期
|
第
二
次
大
戦
後
か
ら
一
九
四
九
年
の
第

八
回
ド
イ
ツ
国
法
学
者
大
会
ま
で
の
時
期
|

西
ド
イ
ツ
で
は
、
統
治
行
為
論
は
、
各
ラ
ン
ト
で
行
政
裁
判
上
の
出
訴
事

項
の
概
括
主
義
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
対
応
し
て
、
基
本
法
制
定
以
前
か
ら

既
に
論
じ
ら
れ
始
め
る
。
戦
後
逸
速
く
統
治
行
為
論
に
つ
い
て
の
見
解
を
述

べ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
の
各
ラ
ン
ト
に
於
け
る
行
政
裁
判
所
法
の

罫 作
豆成
円の
で 世

あ 定
ハ、

ゐ:そ

注 2
里T韮
IA'-'委
コ員
一長
条と
の

し
概ザ

雲主
要高
石役
32 割

主主
闘し
事た
そ者

屍 E

E 治
~行
戸:為
高宿
Rl= ~ 
D乙 m
の 5・
政 E
治 dE
的 g
重苦r
要 P
性湾

整 5
義母
判官
所ミ
の局
審去
査長
か g
らと〉

号ー
た ち

いTIj

と者
考中

え
る
公
権
力
の
行
使
と
し
て
な
す
自
ら
の
行
為
〈

oz-mE三
EMm
〉

EO)

l
た
と
え
ば
、
、
呂
田
包
括

g
の
ラ
ン
ト
行
政
規
則
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
が

裁
判
所
の
審
査
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
を
、

一
九
四
五
年
一
一
月
二
六
日
の
法

律
で
追
加
さ
れ
た
そ
の
一
一
一
六

a
条
で
規
定
し
て
い
る
の
だ
が
ー
も
(
こ
の

(

2

)

 

概
括
条
項
の
〉
例
外
で
は
な
い
」
と
し
、
統
治
行
為
論
を
明
確
に
否
定
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
戦
前
、
統
治
行
為
認
定
論
(
心

E
Z
E
a
z
s
r
r
o〉
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を
展
開
し
た
岡
宮

g
は、

ラ
ン
ト
首
相
が
副
首
相
の
見
解
を
聞
い
た
後
に

行
政
官
庁
の
あ
る
決
定
を
明
示
的
に
問
。
聞
広
自
国
間

g
g
と
名
づ
け
た
場
合
に

は
そ
の
決
定
に
対
し
て
行
政
裁
判
所
に
出
訴
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
定

(

3

)

 

め
る
、
ロ
ロ
ユ
ロ
間

g
行
政
規
則
一
一
一
六

a
条
〈
こ
の
芯

ωg
の
論
文
執
筆
時

(

4

)

 

こ
の
規
定
は
吋
冨
門
戸

Z
g行
政
裁
判
所
法
一

O
条
に
継
承
さ
れ
て

に
は
、

い
た
)
や
同
趣
旨
の
他
の
ヲ
ン
ト
の
行
政
裁
判
所
の
規
定
の
中
に
、
「
政
治
権

(2) 

カ
の
担
い
手
は
裁
判
所
の
権
限
を
一
般
的
か
つ
具
体
的
に
定
め
る
」
と
い
う

西ドイツに於ける行政裁判権レベルで・の統治行為論

憲
法
原
理
の
表
わ
れ
を
見
た
。
即
ち
、
彼
は
、
明
文
で
一
定
の
国
家
行
為
を
裁

判
所
の
審
査
権
か
ら
除
く
こ
と
を
定
め
る
こ
れ
ら
の
規
定
を
手
が
か
り
に
し

て
二
般
的
に
、
政
治
権
力
の
担
い
手
が
裁
判
所
の
審
査
に
服
さ
な
い
国
家
行

為
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
憲
法
上
の
原
理
と
見
な
す
の
で

あ
る

o
f
zロ
は
、
こ
の
よ
う
な
彼
の
見
解
が
単
に
吋
冨
江
口
問
。
ロ
に
於
け
る

の
み
な
ら
ず
そ
の
よ
う
な
限
定
規
定
を
含
ま
な
い
概
括
主
義
を
と
っ
て
い
る

上ア
;;1¥メ

tのリ

'[ ~ 
E領。 哲也
宵ー V 】

域
の h

長L
聖り
ま凡 ス
判占
し領
な地
が域
らで
次も
の採
よ用
うさ
にれ
言る
つベ
でき

る と
。を

「
C
m
z
z岳
は
)
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
の
行
政
裁
判
所
法
二
二
条
の
新
し

い
包
括
的
な
一
般
条
項
に
つ
い
て
筒
潔
に

P

統
治
行
為
も
、
こ
の
規
定
の
意

味
で
の
取
消
訴
訟
に
か
か
り
う
る
行
政
行
為
の
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
d

と
確

認
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
行
政
裁
判
所
の
実
務
(
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
域
の
行

政
裁
判
所
も
)
は
将
来
、
こ
の
法
律
の
生
成
に
指
導
的
に
関
与
し
た
こ
の
権

威

Q
o口
広
島
の
こ
と

H
筆
者
)
の
見
解
の
正
し
さ
が
確
認
さ
れ
る
の
か
ど
う

か
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
こ
の

F--zmr
の
見
解
が
肯
定
さ
れ

る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
、
国
際
的
に
知
ら
れ
て
お
り
ま
た
数
百
年
来
の

古
い
法
伝
統
か
ら
育
っ
て
き
た
グ
裁
判
権
か
ら
の
政
治
的
執
行
権
の
免
責
d

を
解
除
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
政
治
的
な
る
も
の
の
特
権
に
つ
い
て
の

(

5

)

 

英
米
法
の
法
原
則
を
さ
え
も
超
え
る
も
の
と
な
る
」
。

し
か
し
、
こ
の
時
期
に
は
ま
だ
西
ド
イ
ツ
で
は
、
統
治
行
為
論
は
、
そ
れ

ほ
ど
現
実
的
関
心
を
引
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
問
題
に
触
れ
た
論

文
も
右
の
一
一
論
文
以
外
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
ま
た
、
上
で
紹
介
し
た
よ
う

に
、
統
治
行
為
論
を
論
じ
る
場
合
の
そ
の
論
じ
ら
れ
方
に
し
て
も
、
統
治
行

為
否
定
説
は
単
純
か
つ
明
快
に
、
統
治
行
為
論
が
採
用
さ
れ
え
な
い
こ
と
を

結
論
と
し
て
述
べ
る
だ
け
で
あ
り
、
他
方
、
肯
定
説
の
側
で
は
統
治
行
為
と

見
な
さ
れ
る
べ
き
行
為
の
範
囲
の
確
定
や
統
治
行
為
を
肯
定
す
る
根
拠
づ
け

な
ど
が
ま
だ
十
分
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

一
九
四
九
年
五
月
二
一
一
一
日
の
基
本
法
発
効
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
九
条
四
項

で
西
側
占
領
諸
地
域
の
行
政
裁
判
に
於
け
る
訴
訟
事
項
の
概
括
主
義
が
憲
法

上
の
保
障
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
統
治
行
為
論
は
、
今
度
は
、

北法34(6・75)1025 



研究ノート

こ
の
一
九
条
四
項
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

に
応
じ
て
否
定
説
の
側
か
ら
は
ま
ず
回

ag『

g
g一
回
が
、
「
こ
の
一
九
条
四

項
(
の
採
用
)
に
よ
っ
て
、
ボ
ン
基
本
法
は
、
ド
イ
ツ
の
法
治
国
家
を
完
成

し
た
。
司
法
審
査
に
服
さ
な
い
高
権
行
為

C
5
5
-
g叩
ω
g
g
g宮
市
)
も
、

裁
判
所
の
審
査
に
服
さ
な
い
国
家
行
為
(
問
。
同
庁
宮
に
お
芯
出
cr即日広島件。〉

(
6〉

も
存
在
し
な
い
」
と
述
べ
、
他
方

8
2ロ
は
、
彼
の
従
来
の
統
治
行
為
論
肯

(

7

)

 

定
説
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

一
九
四
九
年
一

O
月
に
聞
か
れ
た
ド
イ
ツ
国
法
学
者
大
会
で
は

司

z
a
z
s
E包
囲
が
、
「
ボ
ン
基
本
法
一
九
条
四
項
に
於
け
る
一
般
条
項

そ
の
後
、

の
射
程
距
離
」
と
、
題
す
る
報
告
の
中
で
上
述
の
同
唱
団
自
の
主
張
に
呼
応
し

そ
れ
を
敷
祈
す
る
形
で
統
治
行
為
論
に
も
言
及
し
、
概
略
次
の
よ
う
に
言
つ

て
い
る
。

裁
判
所
の
審
査
に
服
さ
な
い
高
権
行
為
と
し
て
特
に
問
題
に
な
る
国
家
行

為
は
、
国
家
に
於
け
る
執
行
権
と
立
法
権
と
の
関
係
の
領
域
に
属
す
る
措
置
、

国
家
の
国
際
法
上
の
関
係
の
領
域
に
属
す
る
措
置
、
そ
し
て
国
家
の
安
全
に

関
す
る
措
置
の
領
域
に
属
す
る
措
置
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
行
為
を

一
般
的
に
裁
判
所
の
審
査
か
ら
除
く
こ
と
は
、
法
治
国
家
思
想
と
一
致
す
る

と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
法
治
国
家
に
於
い
て
は
、

一
定
の
高
権
行
為

を
司
法
審
査
か
ら
除
く
こ
と
は
、
例
外
的
な
も
の
、
規
範
に
反
す
る
も
の
、

そ
し
て
反
法
治
国
家
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
老
各
】
の

言
う
よ
う
に
「
そ
の
性
質
か
ら
し
て
、
裁
判
所
の
審
査
に
服
さ
な
い
一
定
の

統
治
行
為
と
い
う
も
の
が
、
法
治
国
家
に
は
常
に
存
在
し
た
」
と
す
れ
ば
、

法
治
国
家
原
理
の
考
慮
に
基
づ
い
て
一
九
条
四
項
に
よ
っ
て
個
人
の
権
利
保

護
が
広
範
に
拡
大
さ
れ
た
と
は
い
え
、
す
べ
て
の
統
治
行
為
あ
る
い
は
政
治

的
高
権
行
為
が
こ
の
一
九
条
四
項
に
よ
っ
て
裁
判
所
の
審
査
に
服
す
る
も
の

に
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
裁
判
所
の
審
査
に
服

さ
な
い
統
治
行
為
の
存
在
の
可
能
性
を
認
め
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
、

た
と
え
ば
、
法
治
国
家
思
想
を
倭
小
化
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら

な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
最
終
的
な
政
治
的
決
定
を
も
裁
判
官
が

審
査
す
る
こ
と
に
対
す
る
純
粋
に
事
柄
に
関
す
る
疑
念
|
こ
の
疑
念
は
、
そ

の
政
治
的
決
定
の
性
質
や
裁
判
所
の
訴
訟
手
続
の
性
質
か
ら
導
き
出
さ
れ
る

(

8

)

 

の
だ
が
ー
か
ら
出
て
く
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
間
-
2ロ
の
報
告
で
は
、
し
か
し
、
|
彼
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
ー

か
で
は
、
具
体
的
に
、
裁
判
所
の
審
査
に
服
す
る
高
権
行
為
と
服
さ
な
い
高

権
行
為
と
の
限
界
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
d

と
い
う
問
題
、
あ
る
い
は
、
そ
の

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
前
提
と
な
る
グ
そ
も
そ
も
裁
判
所
の
審
査
に
服
さ
な

い
統
治
行
為
と
は
、
基
本
法
の
下
で
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
定
義
づ
け

北法34(6・76)1026 



〈

9
〉

ら
れ
る
の
か
H

な
ど
と
い
う
よ
う
な
問
題
は
、
後
の
研
究
に
委
ね
ら
れ
た
。

こ
の
報
告
に
関
す
る
討
論
に
於
い
て
は
、

5
0
2
自
身
は
「
議
論
す
る
価
値

(

m

)

 

が
あ
り
ま
た
そ
の
必
要
も
あ
る
」
と
考
え
た
こ
の
問
題
提
起
に
対
し
て
、
意

(

日

)

外
に
反
応
は
少
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
統
治
行
為
に
言
及
し
た

六
人
の
発
言
者
の
う
ち
、
「
司
法
審
査
に
服
さ
な
い
高
権
行
為
の
問
題
に
つ
い

て
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
ボ
ン
に
於
け
る
(
基
本
法
の
〉
審
議
の
際
に
は
時
間
不

(2) 

足
の
故
に
検
討
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
だ
念
入
り
か
つ
詳

(

ロ

)

細
な
特
別
の
研
究
の
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
て
明
確
な
態
度
表
明
を
避
け
た

西ドイツに於ける行政裁判権レベルで・の統治行為論

〈
-
忌
白
口
問
。
]
与
を
除
く
、

以
下
で
言
及
す
る
五
人
が
と
も
か
く
も
何
ら
か
の

形
で
司
法
審
査
に
服
さ
な
い
統
治
行
為
を
認
め
る
こ
と
に
賛
成
し
て
い
る
。

ま
ず
、
同
明
書
出
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
す
べ
て
の
裁
判
権
に
と
っ
て
、
従
っ
て
一
九
条
四
項
に
と
っ
て
も
、
限
界

が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
統
治
行
為
の
長
い
歴
史
は
、
P

そ
の
よ
う
な
認
識
の
正
し

さ
4

及
び
、
4
吋
法
審
査
に
服
さ
な
い
高
権
行
為
と
い
う
も
の
が
何
ら
不
法
な

行
為
で
あ
る
必
要
が
な
く
ま
た
(
そ
れ
に
対
す
る
)
裁
判
権
を
認
め
な
い
場

ム
ロ
で
も
正
義
に
か
な
っ
た
調
整
の
方
法
が
存
在
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解

の
正
し
さ
8

を
確
認
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
全
体
は
、
今
日
我
々
に
と

つ
て
は
、
占
領
状
態
が
こ
の
種
の
行
為
の
重
要
な
も
の
を
ド
イ
ツ
の
決
定
か

ら
奪
っ
て
い
る
限
り
で
、
本
来
そ
れ
が
持
つ
よ
り
も
少
な
い
重
要
性
し
か
持

た
な
い
。
ド
イ
ツ
の
権
限
が
再
び
次
第
に
回
復
さ
れ
て
く
る
と
と
も
に
、
そ

し
て
そ
の
限
り
で
、
ド
イ
ツ
法
及
び
一
九
条
四
項
の
適
用
に
と
っ
て
、
司
法

(

日

)

の
審
査
に
服
さ
な
い
高
権
行
為
は
、
そ
の
現
実
性
を
増
す
こ
と
で
あ
ろ
う
」

Q

ま
た
岡
、
え

2
2
は
、
「
一
九
条
四
項
に
は
、

国
家
や
他
の
高
権
の
担
い
手

(
U
)
 

に
対
す
る
そ
れ
ら
の
財
政
上
の
活
動
か
ら
生
ず
る
請
求
権
は
服
さ
な
い
」
と

述
べ
、
出
2
w
は
「
一
九
条
四
項
の
規
定
は
、
そ
の
射
程
距
離
に
つ
い
て
も
、

よ
り
詳
細
な
限
定
解
釈
が
必
要
と
な
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
い
わ
ゆ
る
統
治
上

の
行
為

(HNom-。
2
口問

ω
E
E
-
5
m
g〉
も
1

フ
ラ
ン
ス
法
に
於
け
る
よ
う

に
|
除
外
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
こ
の
一
九
条
四
項
の

規
定
の
適
用
は
狭
義
の
行
政
上
の
行
為
(
〈

0
2岳
ロ
ロ
間
切

Z
Z
-
g
m
g
)、特

に
行
政
処
分
(
〈

0
2包
Z
ロ
寝
耳
同
町
民
間
口
口
問
。
ロ
)
に
限
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

(
日
〉

で
あ
ろ
う
」
と
し
、
ま
た
、
巴

S
S
は、

「
司
法
の
審
査
に
服
さ
な
い
統
治

行
為
を
認
め
る
こ
と
が
い
か
な
る
場
合
に
も
法
治
国
家
の
否
定
と
な
る
と
考

え
る
こ
と
は
私
に
は
疑
問
で
あ
る
。
:
:
:
今
こ
こ
で
は
、
私
に
は
(
こ
の
よ

う
な
統
治
行
為
と
し
て
〉
為
替
管
理
・
通
貨
・
商
取
引
な
ど
に
関
す
る
措
置

ー
そ
れ
ら
の
措
置
は
、
常
に
無
数
の
法
関
係
を
侵
害
し
、
通
常
は
法
律
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
秘
密
保
持
等
の
理
由
か
ら
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
な
さ
れ

る
|
以
外
の
例
は
思
い
つ
か
な
い
。
こ
の
種
の
あ
る
い
は
こ
れ
と
類
似
の
場

(
団
四
〉

A
A

口
に
は
出
訴
の
途
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
述
ベ
、
そ
れ
ぞ
れ
統
治
行
為
論
を

北法34(6・77)1027 
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肯
定
し
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
な
呂
田
島
の
見
解
で
あ
る
。
か
つ
て
統
治
行
為
論

門

口

〉

の
-
認
め
ら
れ
る
可
能
性
を
明
確
に
否
定
し
た
彼
は
、
こ
の
大
会
で
は
「
司
法

審
査
に
服
さ
な
い
高
権
行
為
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
極
め
て
用
心
深
く

円
一

M
V

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
彼
の
か
つ
て
の
見
解
を
修
正
し
、

司
法
審
査
に
服
さ
な
い
統
治
行
為
の
存
在
を
肯
定
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。「

し
か
し
、

と
に
か
く
も
、

も
し
そ
の
よ
う
な
高
権
行
為
を
挙
げ
る
と
す

れ
ば
、
法
律
及
び
命
令
(
に
対
す
る
出
訴
の
途
)
、
即
ち
一
般
に
抽
象
的
規

範
審
査
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
一
九
条
四
項
の
規
定
(
の
適
用
)
か
ら
除
外
す

る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
司
法
審
査
に
服
さ
な
い
の
は
、
次

に
、
恩
赦
行
為
で
あ
る
。
:
:
:
恩
赦
は
、
ま
さ
に
自
由
裁
量
以
上
の
も
の
で

あ
る
。
即
ち
、
自
由
裁
量
の
場
合
に
は
浪
庇
な
き
裁
量
の
行
使
を
求
め
る
請

〈

m
m
)

求
権
が
存
在
す
る
が
、
恩
赦
は
全
一
く
自
由
な
の
で
あ
る
」
。

国
法
学
者
大
会
に
於
け
る
こ
れ
ら
の
発
言
を
検
討
す
る
に
、
ま
ず
呂
町
一
ロ

自
身
が
認
め
ざ
る
か
』
得
な
か
っ
た
よ
う
に
、
報
告
者
の

E
m
g
を
除
く
発
言

者
一
八
人
中
の
大
多
数
で
あ
る
一
三
人
は
注
意
深
く
こ
の
問
題
へ
の
言
及
を

門

別

)

避
け
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
統
治
行
為
論
肯
定
説
が
こ
の
場
で
の
多
数
派

円

nv

を
形
成
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
ま
ず
指
摘
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
指
摘
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
|
各
発
言
者
の
簡
単
な
叙
述
か
ら
、
そ
の

見
解
の
全
体
像
を
推
察
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
が
、
少
く
と
も
|
個
々
の
論

者
の
聞
で
そ
の
挙
げ
る
統
治
行
為
の
例
や
統
治
行
為
の
イ
メ
ー
ジ
が
区
々
で

あ
り
、
ま
た
、
今
日
行
政
裁
判
権
レ
ベ
ル
で
の
統
治
行
為
論
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
よ
九
条
四
項
の
諸
国
京
件
を
満
た
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
ハ
我
が
国

で
の
考
え
方
に
対
応
さ
せ
れ
ば
、
，
法
律
上
の
争
訟
で
あ
り
な
が
ら
4

と
い

う
こ
と
に
結
果
と
し
て
近
い
が
、
完
全
に
は
一
致
し
な
い
)
一
定
の
高
権
行

為
が
そ
の
高
度
の
政
治
性
等
の
故
に
そ
の
一
九
条
四
項
の
適
用
か
ら
除
外
さ

れ
る
4

と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
見
解
と
い
う
意
味
で
は
、

百
冊
目
ロ
を
支
持
し
た
見
解
の
す
べ
て
が
統
治
行
為
論
肯
定
説
で
あ
る
と
は
言

え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の
場
で
統
治
行
為
論
肯
定
説
を

こ
の
大
会
で

述
べ
た
論
者
が
、
執
行
権
の
行
為
を
統
治
上
の
行
為
と
行
政
上
の
行
為
と
に

分
け
、
前
者
を
司
法
審
査
に
服
さ
な
い
ー
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
行
為
を
限

定
的
に
と
ら
え
、
そ
の
上
で
そ
の
行
為
を
司
法
審
査
に
服
さ
な
い
と
考
え
る

こ
と
が
法
治
国
家
原
理
に
反
し
な
い
と
い
う
限
定
説
も
あ
る
が
|
と
考
え
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
一
致
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

見
解
が
、
そ
の
よ
う
な
統
治
行
為
が
一
九
条
四
項
の
諸
要
件
を
満
た
す
場
合

に
も
そ
れ
を
統
治
行
為
と
し
て
司
法
審
査
が
及
ば
な
い
と
考
え
て
い
る
の

北法34(6・78)1028 



か
、
そ
れ
と
も
、
統
治
行
為
と
は
一
九
条
四
項
の
諸
要
件
を
最
初
か
ら
満
た

さ
な
い
行
為
に
あ
た
る
の
か
、
ま
た
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
行
為
を
一

ま
と
め
に
し
た
も
の
が
司
法
審
査
に
服
さ
な
い
統
治
行
為
と
名
づ
け
ら
れ
て

い
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
、
統
治
行
為
論
を
肯
定
す
る
発
言
者
の
発
言
内
容

は
区
々
で
あ
る
。

(2) 

こ
の
報
告
自
体
に
於
い
て
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
が
、

つ
い
て
は
、
〈
・
宮
g
m
o
E
の
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
を
改
訂
し
た
〈
・

z
g
m
o
E
¥

ま
ず
烈
-
即
日
ロ
に

西ドイツに於ける行政裁判権レベルでの統治行為論

E
g
p
欠
O
B
B
B
S
F
切
。
ロ
ロ
市
町
の

E
E岡
町
田
町
門
N

・
5
匂・

E
-
F
ω
・
匂
∞
?

に
於
け
る
彼
の
叙
述
か
ら
(
こ
れ
に
つ
い
て
の
詳
細
は
後
述
す
る
)
彼
が
第

一
の
意
味
で
の
統
治
行
為
論
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
、

Z
Bロ
に
つ
い
て
は
、
彼
の
見
解
が
第
一
の
意
味
で
の
統
治
行
為
を
も
認
め

る
趣
旨
で
あ
る
こ
と
は
推
察
さ
れ
う
る
が
、
し
か
し
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
い
。
沼

2
r
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

彼
は
、

一
九
条
四
項
の
規
定
の
適
用
が
狭
義
の
行
政
上
の
行
為
、
特
に
行

政
処
分
に
限
定
さ
れ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
は
彼
は
明
ら
か
に
、
統
治
行
為
と

狭
義
の
行
政
上
の
行
為
と
し
て
の
行
政
行
為
(
あ
る
い
は
行
政
処
分
)
の

分
説
に
基
づ
い
て
前
者
が
一
九
条
四
項
の
適
用
か
ら
除
か
れ
る
と
考
え
て
い

る
の
で
あ
る
が
し
か
し
、
そ
の
こ
と
だ
け
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
統
治
行
為

が、

一
九
条
四
項
の
要
件
を
満
た
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
が
統
治
行
為
で

あ
る
と
い
う
理
由
で
同
条
項
の
適
用
を
除
外
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ

の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
は
な
い
故
に
除
外
さ
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
対

す
る
一
義
的
な
解
答
は
引
き
出
さ
れ
え
な
い
。
ま
た

U
S
F
が
例
に
出
す

為
替
管
理
・
通
貨
・
商
取
引
な
ど
に
関
す
る
政
府
の
措
置
に
し
て
も
、
そ
れ

は
国
家
の
財
政
上
の
高
権
行
為
と
し
て
、
通
常
は
直
接
に
は
個
人
の
権
利
を

侵
害
し
な
い
行
為
で
あ
る
か
あ
る
い
は
国
家
の
私
法
上
の
行
為
で
あ
っ
て
、

い
ず
れ
に
し
ろ
一
九
条
四
項
の
出
訴
の
途
に
は
服
さ
な
い
。
従
っ
て
、

口
同
担
任
の
挙
げ
る
行
為
は
最
初
か
ら
お
よ
そ
行
政
裁
判
権
に
は
服
さ
な
い
も

の
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
問
題
と
は
直
接
関
わ
り
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
最

後
に
、

F
5
5
r
に
つ
い
て
い
え
ば
、
彼
が
抽
象
的
規
範
審
査
と
恩
赦
を
司
法

審
査
に
服
さ
な
い
統
治
行
為
の
例
と
し
て
挙
げ
る
場
合
に
は
、
彼
が
第
三
の

意
味
で
m
統
治
行
為
4
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

即
ち
ま
ず
、
法
律
・
命
令
に
対
す
る
抽
象
的
規
範
審
査
に
つ
い
て
い
え
ば
、

こ
れ
は
、
今
日
、
憲
法
上
の
争
訟
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
れ
は

個
人
の
権
利
義
務
の
侵
害
を
要
件
と
し
な
い
客
観
訴
訟
で
あ
る
の
で
一
九
条

四
項
の
要
件
か
ら
み
て
も
こ
の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、

こ
れ
に
つ
い
て
、
行
政
法
上
の
出
訴
の
途
が
最
初
か
ら
問
題
に
な
ら
な
い
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。
他
方
、
恩
赦
に
つ
い
て
は
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
現

在
の
通
説
判
例
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
』

0
5
5
r
が
依
拠
し
た
ぎ
B
2
Z
B
E
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(
m
v
 

Z
吋ml回目仏

g
の
行
政
裁
判
所
の
判
例
が
き
問
う
よ
う
な
グ
法
の
世
界
と
は
全

く
別
な
も
の
d

で
は
な
く
、
こ
れ
も
裁
量
行
為
と
し
て
憲
法
の
支
配
、
即
ち

法
治
国
家
原
理
に
服
し
て
い
る
と
さ
れ
る
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
)
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
今
日
の
西
ド
イ
ツ
の
統
治
行
為
論
の
理
解
及
び
我
が

国
の
学
説
で
の
統
治
行
為
概
念
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
国
法
学
者
大
会

で
明
白
に
統
治
行
為
論
を
主
張
し
た
と
評
価
し
う
る
の
は
貝
Z
E
の
み
と
い

う
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。

(

1

)

こ
れ
は
、
実
は
公
布
の
時
期
に
多
少
の
差
の
あ
る
三
つ
の
相
異
な

る
ラ
ン
ト
(
即
ち
、

F
3
5・
巧

E
Z
B
Z円四
l
F
L
P
出
2
2
乙

の
法
律
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
行
政
裁
判
所
法
と
呼
ば
れ
、
内
容
も
ほ

ぼ
同
一
な
の
で
、
通
常
は
一
括
し
て
扱
わ
れ
る
。
各
ラ
ン
ト
法
律
の
細

か
な
差
を
捨
象
す
れ
ば
、
同
法
二
二
条
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
〔
巧

-
P
}口
5
r・
HMO
〈
句
者
同
]
門
口
口
町
田
町
内
包
円
『
$
E
H
r
a円

Z
L
R

〉
5
2岸
田
口
町
nyoロ
NOロ
0・
u
m
N
H
U
A
H∞
-
ω
-
N吋
。
同
・
こ
れ
ら
各
ラ
ン

ト
法
の
全
文
は
、
た
と
え
ば
、
思

R
E
Sロ¥明
H
O
Y
-
R

〈

m
g包

E

Z
U四国間
m
H
F
n
r
z
m
o
z
F
同
O
B
E
g
g
p
5
8・
ω
-
H
R・
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
)
。

①
行
政
裁
判
所
は
、
特
別
行
政
裁
判
所
、
あ
る
い
は
仲
裁
裁
判
所
ま
た

あ
る
い
は
ラ
イ
ヒ
法
に
基
づ
い
て
民
事
裁
判
所
が
裁
判
す
べ
き
場
合

を
除
い
て
、
行
政
庁
の
処
分
及
び
そ
の
他
の
行
政
行
為
に
つ
い
て

(
取
消
事
項
)
、
な
ら
び
に
公
法
上
の
そ
の
他
の
争
訟
に
つ
い
て
(
当

事
者
争
訟
)
決
定
す
る
。
議
会
の
選
挙
の
審
査
、
及
び
憲
法
裁
判

権
の
領
域
の
も
の
で
あ
る
そ
の
他
の
争
訟
事
項
は
、
行
政
裁
判
所
の

権
限
に
属
さ
な
い
。

②
従
来
の
法
に
よ
れ
ば
行
政
庁
が
最
終
的
に
決
定
す
る
(
こ
と
に
な
っ

て
い
た
H
筆
者
)
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
行
政
裁
判
所
へ
の
訴
え
は

排
除
さ
れ
な
い
。

(
2
〉
』
巳
-
5
0
F
同-但・

0
・・

ω
-
N
2ー・

(

3

)

、
同
区
江
口
問
。
ロ
で
は
、
一
九
二
六
年
以
来
、
概
括
条
項
が
採
用
さ
れ

出
訴
の
途
が
明
示
的
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
な
い
限
り
は
原
則
と
し
て
公
行

政
の
す
べ
て
の
措
置
に
対
し
て
行
政
裁
判
所
に
出
訴
が
許
さ
れ
る
、
と

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
概
括
条
項
に
よ
っ
て
行
政
裁
判
所
に
よ
る
審
査
が

余
り
に
過
度
に
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
こ
の
一
一
一
六

a
条
が
挿

入
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
る

(ω
。
7
5丘町
p
p
m
-
。・・∞
-
M
M
〉。

(

4

)

こ
の
規
定
で
は
、
ラ
ン
ト
議
会
が
こ
の
認
定
を
す
る
こ
と
に
な
っ

た
(
匂
ユ
邑
片
付
『
関
}OE-
、H，g

m唱
巳
同
町
仏
O
H
C
g
o
S
F
F
g
o
-
5

〉
ユ

-
H
U・
〉
ゲ
田
-
K
悼
会
出
回
。
ロ
ロ
hw
吋
の
円
己
目
仏
間
2
2
N
O
F
〈
〈
ロ

g
m
r

国
民
同
∞
L
u
g
-
ω
-
H
H
0
.
)。

(

5

)

出・

M
M
-
s
z
p
〉ロ
5
2
r
E口問

N
R
開口丹田
nym-仏
巳
ロ
岡
田
印
民
自
己
ロ
ロ
間
・

巾
ロ
《
同
町
印
吋

E
H・
0
〈
の
ロ
ロ
仏
品
開
田
回
目
百
円
・
〈
の
戸
〉

α
H
F
E・
2

(
]
F
由
h
H

∞
γ
ω
・印。。・

(

6

)

戸
〉
-
F
5
5
8
p
3
2岳
Emω
四

O
P
E
-
5
0
C
O
S
E
-
-

}仏
a
g
o
-
-
C円色。ロ己
E
r
2
同N
R
r
z君
。
問
巴
ロ
仏
三
の
宮
町
田
司
〈
2
d司
凶
?
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(2) 

言
語
g
F
ζ
ロ
何
回
也
事

ω・
ω由∞・

(

7

)

同
司
曲
角
川
口
・
の
円
ロ
ロ
仏
関

2
2
N
ロロ

ι
江口

r
g同
-rrm
司
同
国
『
ロ
ロ
聞
出

NC回
忌
ロ
・

内田町間

r
o
F
ロ
〈
忌
品
川
町
・

ω-AHmw由・

(
8
)
貝

-oz・
-
)
ぽ

rgm-cロ∞
σ色
丹
同
国
間
・
〈
〈

UEmHL-
出
丘
丹
∞
噂

HC印
0
・

ω・]
F

出品・

(
9
)
O
o
g
a
、
H，

g
明
君
。
困
問

0・
ω-HHr

(
凶
〉

O
m
a
-
-
u
u
r
E
8
5
5ゲ冊目円円白伺・

ω・
広

AH・

〈
日
〉
何

E-

(
M
U
)

出・
4
・
亘
書

m
o
E
-
U
2
r
E富山
Dロ
ω
Z
E品
・
〈
〈

o
g岡
山
同
士
出
色
丹

∞
-

H

申印
0
・

ω・]戸印]{・

(
日

)
H司由。
P

U町田
r己目曲目
0
5
Z
X居間・

JN〈
ugHNF-
国
広
三

w・
5
8・

ω・]
F

日∞・

〈
日
〉
巧

-
E
0
5・
0
戸田

E
g
F
C口問

ERa-
〈
〈
ロ

ωay
出
向
町
二
-

H

由印。・

ω・H
印。同・

〈

5
4〈
-
Y
向。同

F
E
m
r
g
m
-
D
a
g
-常
国
間
・
ぐ
〈

ugHNF-
問
。
同
時
∞
-

Hmw印
0
・

ω・
H印∞・

(
凶
)
忌

-
U
S
F
-

恩師
rロ
a
e
g
g
-可
曲
四
・
〈
〈

Uω
片
岡
山
「
同
町
内
丹
∞
-

]戸川町印
0
・

ω・]戸印
ω・

(
幻
)
]
巴
ロ
ロ
o
r
L
-
F

。・
・
ω-M叶
ゲ

〈叩同〉

U
o
a
-
-
u
z
r
g包
Dロ
ωσo-HEm-
〈
〈

u
g
H
N
r
出
向
ご
∞
-
巴
印
(
)
・

ω・同町。・

(

叫

印

〉

開

r
L

・

(
却
)
閉
山
一
冊
目

p
o
z
r
c明
氏
。
ロ
凹

σ巳同時間四・

ω・
]5kH・

西ドイツに於ける行政裁判権レベノレで、の統治行為論

(
況
)
従
っ
て
、
「
こ
の
報
告
に
対
す
る
討
議
に
お
い
て
は
、
殆
ん
ど
全
部

の
発
言
者
が
賛
意
を
表
わ
し
て
い
る
」
(
金
子
「
独
逸
に
お
け
る
統
治
行

為
論
の
動
向
」
、
公
法
研
究
一
三
号
、
一
八
五
頁
、
一
九
五
六
年
)
と

い
う
評
価
は
正
し
く
な
い
。
こ
の
筆
者
と
し
て
は
、
「
統
治
行
為
に
言

及
し
た
発
言
者
」
を
意
図
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
仮
に
そ
う

だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は

i
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
|
烈
]
包
ロ
自
身
が

認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
他
の
発
言
者
の
こ
の
問
題
へ
の
静
観
の
態

度
か
ら
推
測
さ
れ
る
こ
こ
で
の
討
論
の
全
体
の
雰
囲
気
を
適
切
に
表
現

す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
沼

)
C円
仲
間
口
宏
曲
者

E
?
l回
邑
・

5
2の
出

l
ω
E
G
E
R
ω
g包

S
E
E・

g・
5
怠
1
・

0α
〈

5
8・
ω-U3・
恩
赦
行
為
が
司
法

審
査
に
服
さ
な
い
と
考
え
る
見
解
は
、
初
期
の
回
白
nrえ
の
場
合
の
よ

う
に
、
統
治
行
為
論
否
定
説
の
中
に
も
あ
っ
た
。
詳
細
は
、
第
五
章
参

照。第
ニ
節

第
二
期

l
一
九
五
八
年
の
ロ
智
広
の
見
解
ま
で

l

こ
の
一
九
四
九
年
の
閣
法
学
者
大
会
後
五
三
年
ま
で
は
、
統
治
行
為
論
肯

定
説
の
側
で
、
種
々
の
観
点
か
ら
そ
の
よ
う
な
行
為
の
存
在
を
根
拠
づ
け
る

試
み
が
な
さ
れ
た
。

』
れ
ら
肯
定
説
は
、
こ
れ
を
、
そ
の
根
拠
づ
け
や
統
治
行
為
と
さ
れ
る
行

北法34(6・81)1031 



研究ノート

為
の
範
囲
そ
し
て
裁
判
所
の
審
査
の
及
ぶ
程
度
な
ど
の
観
点
か
ら
一
定
の
類

型
化
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
三
つ
の
も
の
は
相
互

に
密
接
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
の
で
そ
れ
ら
を
分
断
し
て
論
じ
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
各
学
説
の
論
理
性
が
追
え
な
く
な
る
こ
と
、
及
び

ー
前
述
し
た
よ
う
に
|
西
ド
イ
ツ
の
統
治
行
為
論
を
学
説
史
的
に
叙
述
す
る

と
い
う
意
図
を
筆
者
が
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
以
下
で
は
、
各
論
者
の
見

解
を
個
別
に
紹
介
し
そ
の
中
で
可
能
な
限
り
そ
れ
ら
各
説
相
互
の
関
連
を
説

明
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

(
1〉

前
述
の
同

F
Z
の
報
告
の
な
さ
れ
た
時
期
と
伐
ほ
同
時
期
に
出
版
さ
れ

た
著
書
の
中
で
極
め
て
包
括
的
な
統
治
行
為
の
諸
類
型
を
列
挙
し
て
い
る
の

は
、
ヨ
肖
忠
同
志
向
で
あ
る
。
彼
は
、
裁
判
所
の
審
査
権
の
及
ば
な
い
高
権
行

(
2〉

為
を
次
の
よ
う
に
三
つ
の
行
為
類
型
に
分
類
し
て
い
る
。

そ
の
行
為
の
執
行
を
妨
げ
る

こ
と
が
そ
れ
を
執
行
す
る
こ
と
自
体
よ
り
も
大
き
な
損
害
を
引
き
起
こ

す
行
為
(
た
と
え
ば
、
通
貨
の
建
て
直
し
〉

付

高
度
に
政
治
的
な
行
為
で
あ
っ
て
、

白

高
権
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
為
の
形
式
と
動
機
に
つ
い
て
は
、
理

性
的
に
は
、
い
か
な
る
裁
判
所
も
国
家
に
対
し
て
説
明
を
要
求
し
え
な

い
行
為
(
た
と
え
ば
、
関
税
法
上
や
外
国
人
管
理
上
の
影
響
な
ど
の
よ

う
な
種
類
の
影
響
を
国
内
生
活
に
与
え
る

l
た
と
え
ば
帰
化
申
請
の
却

下
の
よ
う
な
|
外
交
の
領
域
に
於
い
て
な
さ
れ
る
行
為
)

同

諸
々
の
事
情
に
よ
っ
て
高
度
に
政
治
的
な
性
格
を
獲
得
す
る
事
件

決
定
の
重
JL' 
γ"‘ 
法そ
的り
弁事

E件
の，'-
でつ
t主 L、
介て
ぞ本
政案
治判
的決
介を

五つ?
の Q

量E
かヵ;
れ
てそ
いの

(
た
と
え
ば
、

る
故
に
、
看
過
し
え
な
い
帰
結
を
も
た
ら
す
に
違
い
な
い
事
件
)

「
権
利
保
護
の
必
要
は
二
定
の
条
件
の
下
で
は
そ
れ
に
優
先
す
る
国
家
利

門

3
)

益
に
譲
歩
」
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
「
一
定
の
領
域
の
高
権
的
行
為

E
S

r
D
E
E
r
Z
国
自
《
主
ロ
)
は
司
法
審
査
権
に
服
さ
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ

(
4〉

い
て
は
意
見
の
不
一
致
は
い
か
な
る
時
代
に
も
存
在
し
な
か
っ
た
」
と
考
え

こ
れ
ら
の
高
権
行
為
が
司
法
審
査
に
服
さ
な
い
こ
と
は

グ
司
法
の
本
質
4

に
そ
の
根
拠
を
も
っ
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
彼
は

い
く
つ
か
の
恨
拠
を
挙
げ
て
お
り
、
彼
が
何
を
ど
こ
ま
で
司
法
の
本
質
と
理

る相，

capo『聞は、

解
し
て
い
る
の
か
は
、
そ
の
説
明
か
ら
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

グ
司
法
の
本
質
d

と
は
「
司
法
が
独
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
即
ち
政
治
的

に
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
」
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
存
在
で
あ
る
裁
判
所
に
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
政
治
的
決
定
を
下
す
と

い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

彼
は
こ
の
こ
と
を
更
に
別
の
側
面
か
ら
も
次
の
よ
う
に
根
拠
づ
け
よ
う
と

す
る
。

北法34(6・82)1032 



司
法
に
対
し
て
適
切
な
限
界
を
与
え
て
い
る
規
範
を
挙
げ
る
こ
と
は
不
可

能
で
は
な
い
と
し
て
も
困
難
で
あ
る
。
司
法
に
負
わ
せ
る
こ
と
の
許
さ
れ
な

い
政
治
的
負
担
が
ど
こ
か
ら
始
ま
る
の
か
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
常
に
裁
判

官
司
法

P
K
E
E
K
Z
E
E
N
)
の
事
項
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ン
セ
イ

ユ
-
デ
タ
の
裁
判
実
務
に
於
い
て
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
西
ド
イ
ツ
で
も

統
治
行
為
(
論
)
に
依
拠
す
る
こ
と
は
、
本
案
判
決
を
回
避
す
る
こ
と
に
よ

(2) 

っ
て
司
法
が
自
ら
の
独
立
性
の
前
提
条
件
と
基
礎
を
守
る
こ
と
を
可
能
に
す

る
不
可
欠
の
手
段
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
統
治
行
為
(
論
〉
は
、
そ
の
よ

西ドイツに於ける行政裁判権レベルでの統治行為論

う
な
も
の
と
し
て
、
将
来
も
そ
の
意
義
を
維
持
す
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、

基
本
法
は
無
制
限
の
一
般
条
項
を
定
め
て
お
り
、
法
律
上
も
統
治
行
為
を
そ

の
例
外
と
す
る
何
ら
の
明
文
は
な
い
。
し
か
し
、
行
政
裁
判
所
に
は
、
自
ら

の
権
限
を
政
治
的
統
治
行
為
以
外
の
行
政
行
為
の
審
査
に
限
定
す
る
こ
と

は
、
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
実
質
的
に
国
政
上
の
利
益
か
ら
考
え
て

も
、
司
法
(
閉
山
市

nzmE呂
町
)
が
政
治
に
干
渉
す
る
場
合
に
は
、
政
治
は
何

も
得
る
も
の
が
な
い
が
司
法
は
す
べ
て
を
失
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か

(
5
)
 

ら
、
裁
判
官
の
権
限
を
制
限
す
る
こ
と
は
必
要
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
出
)
円
三
7
0
R

の
立
場
か
ら
、

彼
が
我
が
国
で
言
う
自
制
説
を

と
っ
て
い
る
こ
と
、
従
っ
て
、
あ
る
国
家
行
為
が
一
九
条
四
項
の
諸
要
件
を

満
た
す
場
合
で
も
そ
の
自
制
を
行
使
し
て
行
政
裁
判
所
は
そ
の
行
為
を
審
査

《

6
V

す
べ
き
で
は
な
い
、
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

最
も
詳
細
か
っ
具
体
的
に
、
ま
た
包
括
的
に
統
治
行
為
論
を
展
開
し
た
の

は
、
我
が
国
で
も
早
く
か
ら
紹
介
さ
れ
ま
た
引
用
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
国
・

mwnFEWER
の
の

2
U
Z丸
岡
命
日

o
E
c
r
o
X回
国

r
g
(
H
U臼〉

で
あ
る
。
彼
に

よ
れ
ば
、
次
の
行
為
が
裁
判
所
の
審
査
に
服
さ
な
い
国
家
行
為
と
し
て
問

〈

7
)

題
と
な
る
。

付

議
会
の
決
定

。
外
交
上
の
高
権
行
為
(
た
と
え
ば
、
外
交
上
の
免
責
を
与
え
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
の
決
定
、
外
国
あ
る
い
は
外
国
政
府
の
承
認
、
外
交
上

の
保
護
の
賦
与
〉

国

軍
事
指
揮
権
(
た
と
え
ば
、
警
察
部
隊
や
国
境
警
備
隊
の
部
隊
の
出

動
に
つ
い
て
の
決
定
〉

帥

政
府
の
統
治
上
の
行
為
(
問
。
巴
四
百
回

m
g
E即
日
た
と
え
ば
、
政
府
の

長
に
よ
る
政
治
の
基
本
方
針
の
決
定
、
基
本
法
一
一
三
条
に
基
づ
く
政

府
の
財
政
上
の
決
定
、
基
本
法
-
一
-
一
条
に
基
づ
く
大
臣
の
財
政
上
の

決
定
)

国

国
家
元
首
が
自
由
に
な
す
行
為
〈
た
と
え
ば
恩
赦
の
決
定
、
称
号
・

勲
章
の
授
与
)

北法34(6・83)1033 
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ω円

rs丘
四
円
は
こ
の
よ
う
な
統
治
行
為
が
裁
判
所
の
審
査
権
か
ら
除
か
れ

る
べ
き
こ
と
を
|
要
約
す
る
と
|
次
の
よ
う
に
根
拠
を
つ
け
る
。

ド
イ
ツ
で
は
こ
れ
ま
で
、
立
法
に
よ
っ
て
国
家
の
一
定
の
高
権
行
為
が
司

法
審
査
か
ら
除
外
さ
れ
て
き
た
の
で
、
裁
判
所
は
こ
の
よ
う
な
行
為
に
対
す

る
自
ら
の
権
限
の
限
界
に
つ
い
て
考
え
ず
に
す
ま
す
こ
と
が
で
き
た
。
し
か

し
、
こ
の
限
界
の
問
題
は
法
律
の
明
文
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
普
遍
的

に
存
在
す
る
問
題
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
高
権
行
為
に
つ
い
て
の

裁
判
所
の
権
限
規
定
が
法
律
上
存
在
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
司
法
は

そ
の
活
動
と
責
任
の
限
界
を
自
ら
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
立
法
者
が
裁
判
所
へ
の
出
訴
の
途
を
拡
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
明
文
の
規

定
に
よ
る
限
界
づ
け
に
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判

所
は
緊
急
に
こ
の
限
界
を
自
ら
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
即

ち

一
般
条
項
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
統
治
行
為
が
存
在
す
る
か
ど
う
か

の
問
題
を
対
象
の
な
い
も
の
と
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
、
提
起
す
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
行
政
行
為
に
対
す
る
司
法
審
査
権
に

限
界
が
あ
り
ま
た
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
即
ち
、
行
政
官
庁
の
自
由
裁

且
且
に
属
す
る
行
為
に
は
司
法
審
査
権
が
及
ば
な
い
こ
と
は
、

一
般
に
承
認
さ

れ

て

い

る

。

こ

の

原

則

は

統

治

行

為

に

は

適

用

す

べ

き

で

は

な

く
、
こ
の
よ
う
な
(
統
治
)
行
為
に
は
別
異
の
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
ね
ば
な

し
か
し
、

裁
判
所
が
こ
の
よ
う
な
行
為
を
審
査
す
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
審
査
の
際
に
、
た
と
え
ば
、
裁
量
決
定
の
基
礎
と
な
っ
た
動
機
に

立
ち
入
る
こ
と
に
な
る
な
ど
の
不
都
合
が
生
ず
る
か
ら
だ
(
こ
の
不
都
合
に

ら
な
い
。

E
J
-
工‘コ、

チ

'Y屯
チ
'
P
M
v
d

つ
い
て
は
、

ωnrs-r円
は
、
統
治
行
為
が
司
法
審
査
に
服
さ
な
い
こ
と
の

〈

8
〉

理
由
づ
け
の
中
で
詳
述
し
て
い
る
|
筆
者
)
。

こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ
て

ω
n
y
z
-
L
R
は
、
行
政
行
為
と
は
別
異
の
取

り
扱
い
の
必
要
な
統
治
行
為
を
「
河
町
聞
広
円

E
m
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
本
質
的

に
政
治
的
な
機
能
の
遂
行
と
し
て
な
さ
れ
る
決
定
、
換
言
す
れ
ば
、
国
家
の
一

体
性
を
確
定
し
維
持
す
る
決
定
で
あ
っ
て
、
そ
の
決
定
を
な
す
こ
と
が
憲
法

〈

9
)

上
H
N
O岡
山
内

E
口
聞
に
課
さ
れ
て
い
る
か
委
ね
ら
れ
て
い
る
か
し
て
い
る
決
定
」

と
定
義
し
、
こ
の
統
治
行
為
が
司
法
審
査
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
を
次
の
よ

う
に
根
拠
づ
け
る
。

一
国
の
憲
法
に
よ
っ
て
あ
る
特
定
の
機
関
に
与
え
ら
れ
た
統
率

Q
S吋・

ロ
ロ
も
と
い
う
任
務
及
び
そ
の
機
関
に
課
さ
れ
た
政
治
的
責
任
は
、

意
味
あ

る
も
の
と
し
て
は
単
に
こ
の
機
関
自
身
に
よ
っ
て
し
か
果
さ
れ
え
ず
、
従
つ

て
他
の
機
関
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
前
述
の
統
率
と
い

う
属
性
に
対
応
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
形
式
は
、
政
治
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
独
立
し
た
司
法
は
そ
の
本
質
上
非
政
治
的
権
力
を

そ
れ
故
、
国
家
高
権
の
内
容
的
審
査
の
方
法
で
、

行
使
す
る
の
で
あ
り
、

北法34(6・84)1034 



列。岡山
0

2
口
問
あ
る
い
は
議
会
に
委
ね
ら
れ
た
政
治
的
決
定
の
自
由
の
領
域
に

入
り
込
ま
な
い
よ
う
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
裁
判
官
の
独
立
が
意
味
を
持

ち
、
ま
た
、
そ
れ
が
主
張
さ
れ
う
る
の
は
、
単
に
裁
判
官
が
自
ら
を
判
断
活

動
に
限
定
す
る
場
合
だ
け
で
あ
っ
て
、
裁
判
官
が
自
ら
形
成
活
動
を
し
よ
う

(m) 

と
す
る
な
ら
、
こ
の
裁
判
官
の
独
立
は
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
。

(2) 

ω
n
r
s正
号
は
、
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
統
治
行
為
論
は

m
司
法
の
本

(

日

)

質
u

か
ら
根
拠
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
る
。

こ
こ
で
彼
の
い
う
グ
司
法
の
本

西ドイツに於ける行政裁判権レベルでの統治行為論

質
d

も閉，
C
H
2
Z
R
の
場
合
と
同
様
、
二
百
で
い
え
ば
、
司
法
が
「
訴
訟
当
事

者
か
ら
も
、
政
治
権
力
か
ら
も
独
立
し
た
機
関
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
よ

う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
以
上
の
根
拠
づ
け
を
見
る
限
り
、

ω
n
r
s
E
R
も
我

が
国
で
号
一
口
う
自
制
説
に
於
け
る
考
え
方
を
彼
の
統
治
行
為
論
の
論
拠
と
し
て

い
る
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
に
至
っ
て
よ
う
や
く
、
統
治
行
為
と
さ

れ
る
国
家
行
為
は
そ
れ
が
内
容
的
法
規
範
に
服
す
る
場
合
で
も
(
従
っ
て
明

ら
か
に
、
基
本
法
一
九
条
四
項
の
要
件
を
満
た
す
場
合
で
も
)
裁
判
所
の
審

(ロ)

査
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
、
明
一
E

一
目
さ
れ
た
(
し
か
し
、
そ
の
こ

と
は
、
彼
が
統
治
行
為
と
し
て
挙
げ
る
国
家
行
為
が
本
当
に
一
九
条
四
項
の

ハ
内
川
)

要
件
を
満
た
す
の
か
ど
う
か
と
は
別
問
題
で
あ
る
)
。

」
れ
ら
の
、
い
わ
ゆ
る
か
司
法
の
本
質
d

説
に
対
し
て

m
対
象
の
性
質
d

説
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
主
張
し
て
い
る
の
は
関
『
世
間

2
で
あ
る
。

こ
こ
で
が
対
象
4

と
は
裁
判
所
が
審
査
す
る
が
対
象
w

の
こ
と
で
、
彼
の

主
張
は
要
す
る
に
、
「
司
法
が
審
査
す
る
対
象
は
、
法
律
問
題
で
な
け
れ
ば
な

〈

M
V

ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
。
こ
の
こ
と
を
彼
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

国
家
の
諸
々
の
任
務
を
種
々
の
機
関
に
与
え
る
こ
と
は
、
正
義
(
即
ち
、

裁
判
所
)
の
事
項
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
れ
以
外
の
秩
序
と
経
済
の
問

題
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
あ
る
国
家
上
の

任
務
と
そ
れ
を
遂
行
す
る
機
関
と
が
、
本
質
に
添
う
か
た
ち
で
(
君
。

gg-

自
民
紅
白
)
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
裁
判
権
に
つ
い
て
言
え
ば
、

裁
判
所
は
法
律
問
題
だ
け
を
扱
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
裁
判
所
の
活

動
が
法
律
問
題
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
の
原
則
は
、
立
法
者
が
基
本
法
の

一
九
条
四
項
に
於
い
て
一
般
条
項
を
導
入
し
た
際
に
も
、
考
慮
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
こ
と
を
示
す
の
は
、
ま
ず
、
(
当
時
の
各
占
領
地
域
の
)
行
政
裁
判

所
法
が
行
政
庁
の
裁
量
行
為
を
裁
判
所
の
審
査
権
か
ら
除
外
し
た
こ
と
で
あ

る。

次
に
基
本
法
一
九
条
四
項
が

L
ロ

巴

5
5
prロ
N

口凹丹
0
7
0
ロ円山町ロ

問問

nzda
ュ2
N仲
良
で
は
な
く
む
ロ

Z
5
2
m
m
n
z
g〈
叩
ユ

2NHR
と
規
定

し
た
こ
と
は
、
こ
の
規
定
が
特
定
の
権
利
で
は
な
く
、
権
利
(
あ
る
い
は
、

む
し
ろ
グ
法
乙

の
問
題
一
般
に
つ
い
て
の
み
裁
判
所
が
判
断
す
る

あ
っ
て
政
治
問
題
に
つ
い
て
の
判
断
は
含
ま
な
い
)
の
だ
と
解
さ
れ
る
と
い

〈
の
で

北法34(6・85)1035 
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う
こ
と
で
あ
る
ハ
更
に
は
、
彼
は
、
出
2
8ロ
憲
法
一
五
一
条
及
び
基
本
法
人

-
条
の
規
定
に
も
、
そ
の
よ
う
な
立
法
者
の
意
図
が
表
わ
れ
て
い
る
と
考
え

(

時

〉

て
い
る
)
。

州
内
吋
白
岡
町
同
は
、
こ
の
よ
う
な
例
か
ら
帰
結
さ
れ
た
立
法
者
意
思
を
基
本
法

全
体
に
妥
当
す
る
不
文
の
原
則
に
ま
で
高
め
る
。
即
ち
「
明
示
的
に
は
規
定

さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
法
的
で
は
な
い
事
項
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
不

(mv 

文
の
無
権
限
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。

彼
は
、
ま
ず
、
外
国
、
外
国
の
国
家
行
為
、
そ
し
て
占
領
軍
の
行
為
、
に
つ

い
て
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
が
審
査
し
え
な
い
の
は
自
明
の
こ
と
と
し
た
後
で
、

そ
れ
以
外
の
P

対
象
の
法
的
性
質
か
ら
し
て
裁
判
所
の
審
査
を
受
け
な
い
行

為
u

を
よ
り
具
体
的
に
確
定
し
よ
う
と
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な

国
家
行
為
即
ち
統
治
行
為
は
、
そ
の
行
為
が
次
の
よ
う
な
こ
つ
の
性
質
を
も

っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
。

第
一
に
、
統
治
行
為
は
、
最
初
の
基
礎
を
置
く
!
即
ち
、
こ
の
基
礎
に
基

づ
い
て
、
個
々
の
具
体
的
な
行
政
上
の
行
為
が
な
さ
れ
る
|
行
為
で
あ
る
。

従
っ
て
、
国
家
統
率
の
第
一
の
任
務
は
、
国
家
が
国
の
内
外
で
な
す
行
為
に

関
か
れ
て
い
る
無
数
の
可
能
性
の
一
つ
を
選
択
し
、
そ
の
-
つ
を
唯
了
決
定

的
な
も
の
に
高
め
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
構
造
的
特
質
と
い
わ
れ
る
こ
の
よ

統
治
行
為
に
特
有
な
性
質
と
し
て
、

う
な
性
質
の
他
に
、

次
に
、

統
治
行

為
が
な
さ
れ
る
際
に
置
か
れ
る
基
準
と
価
値
の
特
殊
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
郎

ち
、
統
治
行
為
と
は
、
あ
る
問
題
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
相
異
な
る
す
べ
て

の
基
準
や
価
値
を
比
較
衡
量
し
ま
た
そ
れ
ら
の
基
準
や
価
値
を
全
体
と
か
将

〈

U
V

来
と
か
の
観
点
か
ら
正
し
く
選
択
結
合
す
る
決
定
な
の
で
あ
る
。

の

際 E
黒昔
話 q
t乙 番古F

樟語

存立
為を

さの
れよ
~う
りな
【ー

はっ
挙の
げ側
ら面
れか
てら
い 限
な定
戸白 し
ーて

問、

れそ

を
裁
判
所
の
審
査
に
服
さ
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、

に
は
、
彼
は
、
こ
の
二
つ
の
基
準
に
よ
っ
て
統
治
行
為
に
対
し
て
も
、
主
観

-
貫
し
な
い
こ
と

的
・
客
観
的
公
正
さ

(
E
n
Z
2
2
r
t
m
r巳
む
を
要
求
し
、
そ
れ
が
欠
け
る

場
合
に
は
そ
の
行
為
は
怒
意
的
な
も
の
と
な
り
裁
判
所
の
審
査
に
服
す
る
と

〈
叫
岬
〉

考
え
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
見
解
は
、
結
局
そ
の
論
理
的
帰
結
と

し
て
、
こ
の
公
正
さ
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
そ
の
行
為
の
裁
判
所

に
よ
る
実
質
的
審
査
を
許
す
も
の
と
な
り
(
我
が
国
の
砂
川
事
件
最
高
裁
判

決
の
よ
う
に
、
こ
の
不
公
正
さ
が
コ
見
極
め
て
明
白
」
か
ど
う
か
と
い
う

よ
う
な
限
定
も
彼
の
見
解
で
は
さ
れ
て
い
な
い
可
統
治
行
為
論
と
し
て
は
、

彼
の

m
対
象
の
性
質
4

に
依
拠
す
る
根
拠
づ
け
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
極
め

て
一
貫
し
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
肯
定
説
に
対
し
て
、
お
そ
ら
く
初
め
て
原
則
的
な
、
そ
し
て
こ
の

北法34(6・86)1036 



問
題
に
つ
い
て
の
後
の
議
論
の
方
向
性
と
通
説
の
立
場
を
規
定
す
る
批
判
を

し
た
の
は
、
田
宮
宮
崎
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
同
品
目
。

2
D
m
と
〈
24司回目苫ロぬ

と
の
区
別
に
つ
い
て
の
そ
れ
ま
で
の
学
説
の
立
場
及
び
基
本
法
の
規
定
を
検

討
し
た
後
で
、
ハ
基
本
法
一
九
条
四
項
の
〉
包
括
的
一
般
条
項
を
根
拠
と
し

(2) 

て
、
「
F
m
E
g
m
と

3
3同
}
言
語
を
相
異
な
る
領
域
と
し
て
原
則
的
に

区
別
す
る
こ
と
が
、
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
裁
判
所
法

は
、
統
治
行
為
を
法
的
コ
ン
ト

?
1
ル
か
ら
原
則
と
し
て
除
外
す
る
と
い
う

ハ

m〉

こ
と
を
考
え
な
か
っ
た
」
と
明
言
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
よ
り
具
体
的
に

西ドイツに於ける行政裁判権レベルでの統治行為論

述
べ
て
い
る
の
は
次
の
箇
所
で
あ
る
。
即
ち
「
統
治
行
為
は
、
公

(DF釘
-

r巳円
E
n
y
o
)
権
力
の
行
使
な
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
こ
の
統
治
行
為
に
つ
い

て
の
法
的
争
い

(
m
o
n
z
g可
O
F
C
は
決
し
て
当
事
者
訴
訟
で
は
あ
り
え
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
統
治
行
為
を
行
政
裁
判
所
法
の
意
味
で
の
行
政
行
為
に
含

ま
れ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
は
論
理
必
然
的
な
命
令
な
の
で
あ

る
。
諸
ラ
ン
ト
の
憲
法
の
一
般
条
項
も
、

(
そ
の
よ
う
な
解
釈
以
外
の
)
他

の
解
釈
を
許
さ
な
い
。
そ
れ
と
同
様
、
統
治
行
為
は
基
本
法
一
九
条
四
項
の

ハ
抽
出
〉

意
味
で
の
公
権
力
と
い
う
概
念
に
も
含
ま
れ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
統
治

行
為
も
行
政
裁
判
権
に
服
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
こ
で
、
統
治
行
為

に
関
す
る
争
訟
は
、
そ
れ
が
憲
法
裁
判
権
に
服
さ
な
い
限
り
で
、
そ
れ
に
対

す
る
行
政
裁
判
所
の
審
査
権
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
限
定
は
、
切
担
任
。
聞
の
叙
述
が
か
つ
て
の
行
政
裁
判
所
法
二
二
条
の
解
釈

向
条
自
体
が
そ
の
こ
と
を
明
文
で
認
め
て
い
る
こ

問
題
と
し
て
な
さ
れ
、

と
、
及
び
前
章
で
述
べ
た
行
政
裁
判
権
と
憲
法
裁
判
権
と
の
関
係
な
ど
か
ら

し
て
、
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
彼
の
功
績
は
、
そ
れ
ま
で
他
の
論
者
が
意
識
的
に
あ
い
ま
い
に
し

た
か
、
あ
る
い
は
、
全
く
意
識
し
な
か
っ
た
か
ど
ち
ら
か
で
あ
る
、

「
統
治

行
為
が
行
政
行
為
と
し
て
行
政
裁
判
所
の
審
査
に
服
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ

が
(
一
般
抽
象
的
旋
律
で
は
な
く
)
個
々
の
事
項
に
つ
い
て
規
律
す
る
も
の

〈

幻

〉

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
「
そ
の
行
為
が
個

(
n
v
 

人
の
権
利
を
直
接
侵
害
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を

初
め
て
明
示
的
に
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

』
の
見
解
は
、
，
そ
れ
ま
で

統
治
行
為
で
あ
る
故
に
司
法
審
査
に
は
服
さ
な
い
と
主
張
さ
れ
た
諸
々
の
行

為
が
、
こ
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
最
初
か
ら
お
よ
そ
行
政
裁
判
所
の
審
査
に

服
さ
な
い
も
の
で
は
な
い
の
か
a

と
い
う
疑
問
ゃ
、
そ
の
観
点
か
ら
見
る

と
、
，
こ
の
よ
う
な
要
件
を
備
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
統
治
行
為
と
し
て
行

政
裁
判
所
の
審
査
か
ら
除
外
す
べ
き
行
為
が
あ
る
の
か
ヘ
ま
た
、

H

な
い
と

し
た
ら
お
よ
そ
統
治
行
為
と
い
う
概
念
を
立
て
る
必
要
が
あ
る
の
か
4

と
い

う
疑
問
を
提
起
し
た
。
こ
の
意
味
で
、
彼
の
主
張
は
統
治
行
為
に
つ
い
て
の

後
の
学
説
上
の
議
論
の
方
向
を
規
定
し
た
も
の
と
い
え
る
。
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し
か
し
、
彼
の
見
解
に
も
、
未
だ
不
徹
底
な
も
の
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら

彼
は
、
回
目

5
5
r
と
同
様
に
、
一
九
四
九
年
十
月
九
日
の
岩
出
同
庁
Z
B
Z円四
1

切邑

g
行
政
裁
判
所
の
判
決
の
影
響
の
下
に
、
恩
赦
を
「
法
と
は
全
く
異
な
る

(お〉

レ
ベ
ル
に
属
し
、
ま
さ
に
法
の
外
に
あ
る
考
慮
か
ら
厳
格
な
法
を
破
る
」
も

の
だ
と
考
え
、
こ
の
思
赦
を
行
政
裁
判
所
の
審
査
権
か
ら
除
外
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
法
以
外
の
考
慮
あ
る
い
は
行
為
の
性
質
か
ら
基
本
法

一
九
条
四
項
の
一
般
条
項
の
例
外
を
認
め
る
の
が
ま
さ
に
統
治
行
為
論
だ
、

(

M

V

 

と
い
う
批
判
の
余
地
を
残
し
た
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
国

Rvch
の
上
述
の
よ
う
な
指
摘
を
踏
ま
え
て
、

そ
の
後
、
「
基
本
法
一
九
条
四
項
の
要

行
政
裁
判
権
レ

ベ
ル
で
の
統
治
行
為
論
の
議
論
は
、

件
を
満
た
し
な
が
ら
も
、
司
法
審
査
に
服
さ
な
い
国
家
行
為
と
い
う
も
の
が

あ
る
の
か
」
と
い
う
問
題
と
し
て
よ
り
厳
密
に
提
起
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な

っ
た
。同色。。同岡山国

iM

刊
は
、

「
そ
の
よ
う
な
(
個
人
の
権
利
侵
害
が
存
在
し
て
い
る
)

場
合
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
政
裁
判
所
の
審
査
が
排
除
さ

れ
る
と
さ
れ
る
場
合
に
の
み

m
統
治
行
為
と
行
政
裁
判
権
d

と
い
う
我
々
の

問
題
が
現
実
に
議
論
の
組
上
に
の
ぼ
る
の
で
あ
る
。
・
:
:
従
っ
て
こ
こ
で
考

察
の
対
象
に
な
る
の
は
、
訴
え
を
も
っ
て
取
消
し
う
る
と
さ
れ
る
行
政
行
為

の
そ
れ
自
体
行
政
裁
判
所
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
諸
要
件
を
外
見
上
満
た
寸

(

お

)

統
治
行
為
だ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の

Fnyえ
の

出
発
点
に
立
脚
す
る
こ
と
を
確
認
し
、
こ
の
立
場
か
ら
、
何
百
円
自
自
ミ

p
o
E
2
が
統
治
行
為
と
定
義
す
る
「
市
民
に
直
接
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は

〈お〉

な
い
、
舵
を
と
る
(
]
白
山
門
町

EO)
国
家
機
能
」
や
同
吋
口
問
。
円
の
い
う
「
国
の
基
本

(

幻

〉

方
針
ゃ
、
行
政
の
た
め
に
(
そ
の
指
針
と
し
て
)
設
定
さ
れ
る
一
般
原
則
」

を
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

同
様
に
恩
赦
権
も

rzzorや
∞
R
V
C
同

と
同
じ
根
拠
づ
け
に
よ
っ
て
除
外
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提
に
基
づ
い
て

F
0
0
ロF

ロ
ぬ
は
、

基
本
法
上
の
法
治
国
家
の
下
で
は
統
治
行
為
は
極
め
て
狭

く
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
の
み
、
従
っ
て
、
単
な
る
例
外
現
象
と
し
て
の
み
認

め
ら
れ
る
と
考
え
る
。
彼
は
、
こ
の
例
外
と
し
て
の
統
治
行
為
は
政
治
的
な

し
か
し
、

行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
が
、

は
、
単
に
政
治
的
行
為
な
の
で
は
な
く
、
国
家
の
政
治
上
の
行
為
、
即
ち
国

そ
の
行
為

家
の
統
合
を
直
接
形
成
す
る
最
高
の
機
能
、
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ

の
よ
う
な
行
為
を

S
Bロ
の
よ
う
に
一
般
的
に
挙
げ
る
の
で
は
な
く
限
定
的

〈
泌
)

に
列
挙
す
る
こ
と
が
、
今
日
の
法
治
国
家
の
本
質
と
一
致
す
る
と
考
え
る
。

こ
こ
で
彼
は
、
政
府
と
議
会
と
の
関
係
、
連
邦
と
ラ
ン
ト
と
の
関
係
、
国

家
の
存
立
に
対
す
る
危
険
の
防
止
、
外
交
政
策
上
の
措
置
、
の
四
つ
の
類
型

を
あ
げ
、
そ
の
う
ち
、
基
本
法
九
三
条
一
項
一
・
一
ニ
・
四
号
に
よ
っ
て
連
邦

北法34(6・88)1038 



憲
法
裁
判
所
の
権
限
と
さ
れ
そ
れ
故
行
政
裁
判
所
の
審
査
権
に
は
服
さ
な
い

前
二
者
を
除
い
た
も
の
が
、

統
治
行
為
と
し
て
行
政
裁
判
所
の
審
査
を
う

ま
ず
、
「
国
家
の
存
立
に
対
す
る
危
険
」

け
な
い
行
為
で
あ
る
と
考
え
る
。

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
当
時
の
(
即
ち
、
一
九
六
八
年
改
正
以
前
の
)

基
本
法
九
一
条
が
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。
即
ち
「
連
邦
も
し
く
は
ラ

ン
ト
の
存
立
、
ま
た
は
自
由
で
民
主
的
な
秩
序
を
脅
か
す
危
険
を
防
止
す
る

(2) 

た
め
に
、
あ
る
ラ
ン
ト
は
他
の
諸
ラ
ン
ト
の
警
察
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で

西ドイツに於ける行政裁判権レベルで、の統治行為論

き
る
。
危
険
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
ラ
ン
ト
が
自
ら
そ
の
危
険
と
戦
う
用
意
も

そ
う
す
る
状
態
に
も
な
い
場
合
に
は
、
連
邦
政
府
は
そ
の
ラ
γ
ト
の
警
察
力

(
m
m
)
 

及
び
他
の
諸
ラ
ン
ト
の
警
察
力
を
そ
の
指
揮
下
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
」

と
o
F
0
0
ロ
山
口
聞
は
、
「
こ
こ
で
い
う

『
連
邦
も
し
く
は
ラ
ン
ト
の
存
立
ま
た

は
自
由
で
民
主
的
な
秩
序
』
を
一
般
的
か
っ
直
接
的
に
脅
か
す
危
険
と
い
う

要
件
が
充
足
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
定
す
る
行
為
は
統
治
行
為
で
あ
っ

て
、
そ
の
確
定
に
応
じ
て
な
さ
れ
る
行
政
上
の
措
置
の
対
象
と
な
っ
た
者

は
、
そ
の
確
定
自
体
に
対
し
て
直
接
に
も
付
随
的
に
も
取
消
訴
訟
を
提
起
す

(
却
)

る
こ
と
は
で
き
な
レ
」
と
考
え
、
こ
の
こ
と
を
F

事
柄
の
性
質
4

と
グ
権
力

ま
ず
か
事
柄
の
性
質
d

に
つ
い
て
は
、

「
国
家
の
本
質
に
固
有
の
法
則
性

3
2
2
N
-
E
r
g
-。
、
特
に
、
国
家
が
そ

分
立
d

と
か
ら
説
明
し
て
い
る
。

の
存
立
を
め
ぐ
る
戦
い
及
び
自
ら
の
生
存
の
危
険
に
対
し
て
自
ら
を
守
る
、

(
m
v
 

と
い
う
国
家
が
本
来
持
っ
て
い
る
生
存
法
則

(
F
o
r
g
a
2
2
8と
か
ら
統

治
行
為
を
認
め
る
こ
と
が
帰
結
す
る
と
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
以
上
に
、
グ
権
力

分
立
4

か
ら
直
接
連
き
出
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。
即
ち
こ
の
「
権
力
分
立
は
、

グ
行
政
裁
判
所
が
、
国
家
に
と
っ
て
の
生
存
の
危
険
を
確
認
す
る
こ
と
、
即

ち
、
国
家
意
思
の
お
よ
そ
存
在
す
る
最
高
の
表
現
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
場
合

に
よ
っ
て
は
修
正
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
し
て
そ
の
実
際
の
結
果
と

し
て
直
接
の
国
家
諸
機
関
に
代
っ
て
最
高
の
国
家
意
思
を
表
現
す
る
こ
と
、

し
か
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
単
に
個
別
事
件
の
た
め
に
の
み
そ
れ
故
必
然
的

〈
明
剖
〉

を
禁
止
す
る
」
の
で
あ
る
。
更

に
不
十
分
な
や
り
方
で
表
現
す
る
こ
と
ヘ

に
、
外
交
上
の
行
為
に
も
、
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
と
さ
れ
て
い

る。

Fog-ロ
聞
の
統
治
行
為
論
は
、
こ
の
よ
う
に
、
統
治
行
為
と
見
な
さ
れ
る

国
家
行
為
を
極
め
て
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
基
本
法
の
法
治
国
家
及
び
一

九
条
四
項
の
一
般
概
括
条
項
と
の
妥
協
点
を
採
り
、
そ
の
よ
う
な
統
治
行
為

を
事
柄
の
性
質
及
び
権
力
分
立
、
と
り
わ
け
、
後
者
が
一
九
条
四
項
に
優
先

(お〉

す
る
こ
と
、
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

同
様
に
、

}
九
条
四
項
の
諸
要
件
を
満
た
し
な
が
ら
も
行
政
裁
判
権
に
服

さ
な
い
統
治
行
為
と
い
う
も
の
を
認
め
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
の
で
き
る
の

北法34(6・89)1039 
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は
、
白
島
市
圃
岡
田
角
で
あ
る
。

た
だ
、
彼
の
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
統
治
行
為
に
つ
い
て
行
政
裁
判
所

の
付
随
的
審
査
権
だ
け
は
こ
れ
を
認
め
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
基

本
法
上
の
法
治
主
義
そ
し
て
よ
り
具
体
的
に
は
基
本
法
一
九
条
四
項
の
一
般

条
項
を
よ
り
徹
底
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
う
か
が
え
る
。
彼
が
こ
の
よ
う

な
見
解
を
展
開
し
た
の
は
、

一
九
五
二
年
に
発
表
さ
れ
た
り
ぬ
周
回
。
円
。

rr

L
a
m叩岡山
0
2ロ
ぬ
の
中
で
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
統
治
行
為
論
肯
定
説
に
あ

っ
て
は
、
司
法
審
査
権
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
は
確
か
に
執
行

権
の
頂
点
と
し
て
の
河
内
山
間
山

R
g
m
(即
ち
国
家
元
首
、
政
府
)
の
行
為
を
中

し
か
し
、
そ
の
他
に
も
こ
の
除
外
は
、

心
と
し
て
は
い
た
が
、

』
れ
ら

も~
のぬ
と常
見 E
らぬ
れ の
る 仔
立 為
法と
麿同

存?
を語
長定

季語
c 的
子なー，戸

''oも
Z の

のや
意 国
味家
で統
は 率
、的

こな

の
よ
う
な
行
為
を
知
品
ぽ
ヨ
ロ
何
回
路
件
。
と
名
づ
け
る
こ
と
は
必
ず
し
も
必
然

性
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
本
稿
の
序
章
で
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
の
よ
う
な
立
法
府
の
行
為
を
も
含
め
て
、
司
法
の
審
査
か
ら
除
か
れ
る
行

為
を
よ
り
明
確
に
一
が
す
も
の
と
し
て
の
出

D
Z宏
美
芯
の
語
が
同
品
目

R
E
-

岡

田

共

同

町

の

語

と

並

ん

で

無

差

別

に

、

使

わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

ω与
2
5同
は
、
こ
の
よ
う
な
用
語
の
不
統
一
を
、

権
力
分
立
、
し
か
も
、
厳
格
な
諸
権
力
の
分
立
、
と
い
う
意
味
で
は
な
く
諸

意
識
的
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
、

機
能
の
分
立
と
い
う
意
味
で
の
権
力
分
立
、
に
基
づ
い
て
、
河
品
目
白
自
ロ
聞
及

び
、
そ
の
何
冊
岡
山
由
E
ロ
聞
の
行
為
と
し
て
の
同
州
市
岡
山
叩
宮
口
問

g
r丹
市
を
定
義
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
回
避
し
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
同
時
に
、
彼
の
統
治
行

為
論
が
こ
の
意
味
で
の
論
理
的
整
合
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
も
繋
が
る
も

の
と
な
っ
て
い
る
(
そ
れ
故
彼
は
、
一
貫
し
て
問
。
四
日
常
ロ
ロ
悶
ω
白
rzと
い
う

用
語
だ
け
を
使
っ
て
い
る
)
。

ま
ず
、

さ
て
、

彼
は
、

「
日
常
的
活
動
、

国
家
行
為
に
関
す
る

法
的
に
定
め
ら
れ
た
委
任
や
基
準
ハ
玄
回
目
白

S
Z〉
の
実
行
、

即
ち
、

技
術
的
な
も
の
、

と
り
わ
け
、

(

鈍

)

特
別
な
も
の
と
個
別
的
な
も
の
」
を

地
方
的
な
も
の
、

〈

R
耳

m
r
E
m
に
属
す
る
も
の
と
見
な
す
の
に
対
し
て
、
問
品

U
H
g
m
の
行
為

に
は
、
そ
の
内
容
に
着
目
し
て
、
政
治
的
決
定
、
基
本
方
針
の
設
定
、
国
家

の
一
体
性
を
作
り
出
す
箇
家
の
最
高
統
率
(
。
FHHoxgm)、
な
ど
が
属
す

る
と
考
え
る
。
即
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
、
問
品
目
。
同

g
m
と
は
「
政
治
的
形
成

の
領
域
」
で
あ
り
、
ま
た
「
政
治
的
な
国
家
統
率
を
形
成
し
、
そ
れ
に
従
事

す
る
領
域
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
一
言
で
言
え
ば
、
「
政
治
的
国
家
統
率
」
を

す
る
機
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
機
能
を
担
う
主
体
は
、
立
法
部
及
び

(
お
〉

執
行
部
の
頂
点
と
し
て
の
問
。
柱
。

E
ロ
加
で
あ
る
。

ωロ
ゲ

2
5
H
は
、
た
と
え

ば
、
こ
れ
ら
の
主
体
に
よ
る
本
来
の
憲
法
生
活
上
の
行
為
、
外
交
、
予
算
法

円
四
四
)

を
(
狭
義
の
)
剛
山
品
目
。
E
z
m
に
属
す
る
領
域
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、

北法34(6・90)1040 
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以
外
に
も
、
い
く
つ
か
の
箇
所
で
同
Nom-。
E
口
問
に
属
す
る
行
為
を
列
挙
し
て

い
る
。
そ
れ
ら
は
時
に
重
複
し
、
ま
た
時
に
は
一
方
の
列
挙
に
あ
る
も
の
が

他
方
に
は
欠
け
て
い
る
な
ど
し
て
、
彼
が
阿
川
品
芯
円
ロ
ロ
聞
と
考
え
る
行
為
を
網

羅
的
に
挙
げ
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
比
較
的
要
約
的
か

つ
網
羅
的
な
列
挙
を
し
て
い
る
叙
述
に
よ
れ
ば
、
河
内
柱
。
吉
田
町
の
領
域
に
含

。)

ま
れ
る
行
為
は
、
そ
の
内
容
的
性
質
に
従
っ
て
次
の
よ
う
な
諸
類
型
に
分
け

〈

幻

〉

ら
れ
る
と
さ
れ
る
(
と
は
い
え
、
彼
の
い
う
問
。
聞
広
叫
ロ
ロ
四
曲
目
r
g
を
す
べ
て

こ
こ
で
挙
げ
る
こ
と
は
|
紙
幅
の
都
合
か
ら
|
可
能
で
も
な
い
し
、
ま
た
本

稿
の
目
的
か
ら
し
て
も
必
要
で
も
な
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
各
類
型
に

西ドイツに於ける行政裁判権レベルでの統治行為論

含
ま
れ
る
行
為
の
例
示
は
そ
の
主
要
な
も
の
に
留
め
る
)
。

判
最
高
の
国
家
機
関
の
任
免
〔
た
と
え
ば
、
国
家
元
首
や
首
相
の
選
出
及

び
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
訴
追
・
不
信
任
投
票
・
罷
免
〉
帥
内
政
の
領
域
に

於
け
る
国
家
統
率
上
の
行
為
〈
た
と
え
ば
、
政
府
の
法
案
提
出
権
と
拒
否
権
、

グ
暫
定
的
な
行
政
政
策
や
経
済
政
策
上
の
目
標
設
定
の
法

律
に
よ
る
確
定
d

を
通
し
て
立
法
部
が
問
。
岡
山
O
Eロ
聞
に
関
与
す
る
こ
と
、

政
策
の
基
本
方
針
の
決
定
、
恩
赦
等
)
例
日
常
的
な
外
交
活
動
等
、
対
外
事

グ
予
算
法
4

及
び

項
の
う
ち
で
単
に
行
政
(
〈
民
耳
包

Z
ロ
も
に
属
す
る
も
の
、
で
は
な
く
、

家
全
体
を
活
動
に
導
く
外
交
行
為
(
た
と
え
ば
、
外
国
や
外
国
政
府
そ
し
て

内
戦
の
諸
当
事
者
な
ど
の
承
認
、
他
国
と
の
戦
争
状
態
の
存
在
の
確
認
等
)

同
非
常
事
態
法
、
換
言
す
れ
ば
、
例
外
権
力
(
〉
ロ
凹
E
r
g
o
m
o司
巳
昨
日
即

ち
、
外
的
な
脅
威
、
内
的
不
穏
、
非
常
事
態
、
憲
法
停
止
な
ど
が
生
じ
た
場

一
時
的
に
な
さ
れ
る
執
行
権
へ
の
国
家
行
為
の
集
中
〉
例
戦
時
に
於

ムロに、

け
る
軍
事
指
揮
上
の
一
定
の
行
為

こ
の
よ
う
に
列
挙
さ
れ
た
統
治
行
為
に
対
す
る
裁
判
所
の
審
査
権
の
範
囲

個
々
の
匿
の
「
憲
法
制
度
の
す
べ
て
の
部
分

円
叩
岬

V

に
於
け
る
そ
の
時
々
の
構
造
に
よ
っ
て
決
ま
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
前
提
に

は、

ωnroロ
ロ
冊
同
に
よ
れ
ば
、

基
づ
い
て

ω
n
Z
E
R
は
、
ま
ず
、
憲
法
裁
判
権
に
つ
い
て
、
「
本
来
の
憲
法

裁
判
権
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
、
即
ち
、
国
家
統
率
行
為
が
直
接
に
裁
判
官
の

〈
叩
国
〉

裁
判
の
対
象
に
な
る
」
西
ド
イ
ツ
で
は
、
憲
法
裁
判
権
の
領
域
に
於
け
る
司

〈

M
叫
〉

法
か
ら
自
由
な
統
治
行
為
は
存
在
し
な
い
と
し
て
い
る
。

次
に
行
政
裁
判
権
に
つ
い
て
は
、
彼
は
、

一
九
条
四
項
の
一
般
条
項
は
す

べ
て
の
行
政
行
為
を
包
含
し
こ
の
行
政
行
為
の
統
念
に
は
大
臣
の
行
政
上
の

決
定
が
含
ま
れ
る
と
い
う
。

従
っ
て
、

大
臣
の
行
為
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が

〈
O
H
E
r
E
m
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
は
、

一
九
条
四

項
に
服
す
る
の
で
あ
る
。

国

「
国
民
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く

〈
川
町
〉

立
法
府
あ
る
い
は
他
の
機
関
に
向
け
ら
れ
た
」
行
為
で
あ
る
統
治
行
為
は
こ

し
か
し
、

の
条
項
に
は
服
さ
な
い
。
即
ち
、
同
条
項
の

P

公
権
力
4

と
い
う
表
現
は
本

来
の
〈

0
2曲目

E
ロ
聞
の
領
域
の
行
為
だ
け
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
理

北法34(6・91)1041 



研究ノート

由
を

ω口
Z
5
2
は
、
「
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
個
人
の
権
剰
の
包
括
的
保

護
の
規
定
(
即
ち
一
九
条
四
項
|
筆
者
〉
は
、
権
利
で
は
な
く
保
護
さ
れ
た

利
益
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
憲
法
争
訟
を
九
三
条
を
超
え
て
通
常
裁
判
権
に

(
川
出
)

服
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
う
る
」
か
ら
だ
と
考
え
る
。
こ
こ
で
意
味
さ
れ
て
い

る
の
は
、
統
治
行
為
は
本
来
、
国
民
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、

通
常
は
国
民
の
権
利
を
直
接
侵
害
す
る
こ
と
は
な
く
、
従
っ
て
、
大
抵
の
場

(

必

)

合
行
政
裁
判
所
の
審
査
権
に
服
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
た
と
え
そ
れ
が
国

民
の
権
利
を
直
接
に
侵
害
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
直
接
そ
の
統
治
行
為
に

対
し
て
行
政
裁
判
所
に
取
消
訴
訟
を
お
こ
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
、
ま

た
、
直
接
統
治
行
為
に
対
し
て
お
こ
さ
れ
る
訴
え
は
憲
法
上
の
争
訟
な
の
で

あ
り
こ
れ
を
一
九
条
四
項
に
基
づ
い
て
行
政
裁
判
所
に
提
起
し
う
る
と
す
る

こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
争
訟
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
集
中
さ
せ
て
い
る
九
三

条
に
違
反
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
叫

他
方
、

ω
n
Z
E
R
は、

統
治
行
為
に
つ
い
て
の
行
政
裁
判
所
に
よ
る
付

随
的
審
査
は
こ
れ
を
認
め
る
。
こ
の
こ
と
を
彼
は
、
「
付
随
的
審
査
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
限
り
で
は
、
確
か
に
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
法
は

一
定
の
行
為
類
型
を
審
査
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
よ
る
裁
判
権
の
枠
を
持
っ

て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
法
は
そ
う
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
法
は
、
一
般
的
に
裁
判

(必
V

官
が
付
随
的
審
査
を
す
る
権
限
か
ら
い
か
な
る
国
家
行
為
を
も
奪
わ
な
い
」

と
説
明
し
て
い
る
。

次
に
、
行
為
の
政
治
性
な
ど
の
あ
い
ま
い
な
も
の
に
依
拠
し
て
い
る
統
治

行
為
と
い
う
概
念
を
使
う
こ
と
そ
れ
自
体
を
否
定
し
、
こ
れ
ま
で
統
治
行
為

と
さ
れ
て
き
た
行
為
は
、
統
治
行
為
と
い
う
概
念
に
依
拠
し
な
く
て
も
そ
れ

以
外
の
理
由
か
ら
行
政
裁
判
所
の
審
査
権
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
考
え
る
の
は

S
回
出
回
恵
国
で
あ
る
。
彼
の
見
解
は
、
，
憲
法
上
の
行
為
は
列
挙
主
義
に
従

ぃ
、
憲
法
に
規
定
の
あ
る
限
り
で
憲
法
裁
判
所
の
審
査
に
服
し
、
行
政
法
上

の
行
為
は
基
本
法
一
九
条
四
項
の
一
般
概
括
条
項
に
服
す
、
と
い
う
原
則
に

立
ち
返
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
統
治
行
為
と
さ
れ
て
き
た
行
為
が
行
政
裁

判
所
の
審
査
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
原
則
の
適
用
か
ら
引
き
出
さ

れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
統
治
行
為
と
い
う
よ
う
な
不
十
分
な
概
念
を
使
う
必

要
が
な
い
ヘ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
行
政
裁
判
権
は
国
内
行
政
に
し
か
及
ば
ず
、
従
っ
て
外
交

上
の
行
為
は
そ
の
裁
判
権
に
服
さ
ず
、
国
政
上
の
行
為
は
即
ち
憲
法
上
の
行

為
で
あ
り
ハ
こ
の
中
に
は
恩
赦
権
も
含
ま
れ
、
ま
た
そ
の
恩
赦
権
は
、
国
家

元
首
の
典
型
的
な
国
政
上
の
機
能
と
さ
れ
る
)
、

そ
れ
は
上
述
の
よ
う
に
憲

法
裁
判
権
に
服
す
の
で
あ
っ
て
行
政
裁
判
権
の
問
題
で
は
な
く
、
ま
た
、
軍

事
指
揮
権
の
行
為
も
そ
の
性
質
か
ら
し
て
す
べ
て
の
国
に
於
い
て
概
念
上
行

北法34(6・92)1042 



政
法
と
は
別
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
お
り
そ
の
行
為
に
対
し
て
は
出
訴
の
途

が
開
か
れ
て
い
な
い
。
い
わ
ゆ
る
統
治
行
為
と
さ
れ
る
の
は
こ
れ
ら
の
類
型

の
行
為
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
行
為
が
こ
の
よ
う
に
最
初
か
ら
行
政
裁

(2) 

判
権
に
服
さ
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
他
方
、
こ
れ
ら
以
外
の
行
為
は
す
べ

て
行
政
裁
判
所
の
審
査
に
服
す
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
行
政
裁
判
権
に
於
い

ハ
必
〉

て
は

P

司
法
か
ら
自
由
な
統
治
行
為
d

と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。

以
上
が
統
治
行
為
と
い
わ
れ
る
行
為
の
行
政
裁
判
所
に
よ
る
直
接
審
査
に

西ドイツに於ける行政裁判権レベルで、の統治行為論

つ
い
て
の
彼
の
主
張
の
骨
子
で
あ
る
。

為
の
性
質
か
ら
軍
事
指
揮
権
の
行
為
に
対
し
て
行
政
裁
判
所
の
審
査
権
を
否

定
し
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
何
百
円

5
2ロ¥司
5
E
2
が
∞

R
rえ
に
し
た
の
と

同
じ
批
判
、
即
ち
、
，
そ
の
よ
う
な
行
為
の
性
質
に
基
づ
い
て
行
政
裁
判
権

(円む

の
審
査
権
を
否
定
す
る
の
が
統
治
行
為
論
な
の
だ
4

と
い
う
批
判
、
が
な
さ

」
こ
で
ま
ず
、

S
ロ
国

5
0ロ
が
行

れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

」
の
意
味
で
は
、

S
口
問

5
8
の
統
治
行
為
概
念
否

定
説
は
一
貫
性
を
欠
く
も
の
で
あ
る
。
次
に
生
ず
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
統
治

行
為
と
し
て
行
政
裁
判
所
の
審
査
を
排
除
す
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
る
行
為
の

す
べ
て
に
つ
い
て

S
ロ
国

5
8
の
い
う
よ
う
な

m
他
の
理
由
か
ら
す
る
解

決
d

が
な
さ
れ
う
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
彼
の
挙
げ

る
、
外
交
上
の
行
為
の
例
と
し
て
の
領
事
の
認
可
に
つ
い
て
い
え
ば
、
外
国

に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
名
誉
領
事
で
あ
る
ド
イ
ツ
人
が
自
ら
の
認
可
を
ド
イ

(
必
〉

ツ
連
邦
共
和
国
に
求
め
た
事
例
で
連
邦
行
政
裁
判
所
が
判
示
し
た
よ
う
に
、

そ
れ
は
国
際
法
上
の
問
題
で
あ
り
、
圏
内
の
行
政
裁
判
所
へ
の
出
訴
の
途
は

確
か
に
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
国
法
上
の
行
為
は
通
常
は
憲
法
上
の
争
訟

を
構
成
す
る
だ
け
で
あ
り
従
っ
て
そ
の
限
り
で
は
行
政
裁
判
所
の
審
査
権
に

服
さ
な
い
と
い
う
こ
と
も

l
本
稿
の
序
章
及
び
そ
れ
以
外
で
も
た
び
た
び
述

べ
た
よ
う
に

l
疑
問
が
な
い
。
し
か
し
、
統
治
行
為
の
問
題
は
、
今
や
、
そ

の
よ
う
な
裁
判
管
轄
か
ら
し
て
明
ら
か
に
行
政
裁
判
所
の
権
限
に
服
さ
な
い

央自
v占ち

こ既
のに
問一
題九
円 条

妻賢
法要

九 z
条満
四た
項さ

宗主
要)
件行
を 為
j筒の
た問
す 題
にな
もの
か で
泊ミ t土

わ
ら
ず
、
従
っ
て
、
国
際
法
上
の
問
題
と
し
て
国
内
の
裁
判
所
の
権
限
が
否

定
さ
れ
る
行
為
と
か
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
審
査
権
に
服
す
行
為
で
は
な
く
、

ま
さ
に
行
政
裁
判
所
の
審
査
権
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
憲
法
上
の
要
件
が

(
少
く
と
も
〉
形
式
的
に
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
政
裁
判
所
へ
の
出

訴
の
途
が
否
定
さ
れ
る
行
為
の
存
在
を
認
め
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
間
い
に
対
し
て
は
、
〈

B
E
g
g
の
見
解
は
、

何
も
答
え
る
も
の
で
は
な
い
。
蓋
し
、
彼
の
見
解
は
、
こ
の
よ
う
な
問
い
を

予
想
し
て
い
ず
、
こ
の
問
い
の
よ
う
な
事
態
の
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

一
方
で
は
こ
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
統
治
行
為
と
さ
れ
る
行
為
に
つ
い
て

北法34(6・93)1043 
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そ
れ
が
統
治
行
為
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
行
政
裁
判
所
の
審
査
権
の
排

除
を
否
定
し
た
こ
の

4
2
同
声
明
。
ロ
は
、

し
か
し
、
他
方
で
、

そ
れ
ら
の
行

為
の
行
政
裁
判
所
に
よ
る
付
随
的
審
査
権
を
次
の
よ
う
に
形
式
的
審
査
に
限

定
し
て
い
る
。

「
:
:
:
ハ
憲
法
上
の
〉
行
為
そ
れ
自
体
を
こ
の
よ
う
に
直
接
攻
撃
す
る
こ
と

を
別
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
ど
こ
ま
で
行
政
裁
判
所
が
憲
法
上
の
行
為
を

付
随
的
に
審
査
し
う
る
の
か
と
い
う
問
題
か
残
っ
て
い
る
。
こ
の
間
題
に
つ

い
て
は
、
グ
国
家
行
為
と
い
う
も
の
は
ま
ず
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
行

為
の
存
在
が
そ
の
行
為
に
つ
い
て
管
轄
す
る
出
訴
の
途
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ

て
い
な
い
限
り
、
あ
る
い
は
、
そ
の
行
為
が
存
在
す
る
と
さ
れ
る
た
め
に
必

要
な
要
件
が
そ
の
行
為
に
た
と
え
ば
欠
け
て
(
無
効
〉
い
る
こ
と
の
な
い
限

り
、
そ
の
行
為
の
尊
重
が
要
求
さ
れ
う
る
4

と
い
う
一
般
原
則
が
適
用
さ
れ

付
随
的
に
、

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
行
政
裁
判
所
は
、

上
の
行
為
が
権
限
あ
る
機
関
に
よ
っ
て
然
る
べ
き
形
式
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た

単
に
、

の
か
ど
う
か
だ
け
を
審
査
で
き
、
そ
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
場
合
に
は
行
政
裁

判
所
は
、
そ
の
行
為
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は

存
在
す
る
(
そ
の
行
為
に
つ
い
て
の
)
法
的
な
諸
要
件
に
、
あ
る
い
は
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
そ
の
行
為
の
合
目
的
性
に
立
ち
入
る
こ
と
は
、
行
政
裁
判
所
に

(

却

〉

は
禁
止
さ
れ
て
い
る
」
。

し
か
し
、

S
ロ
国

g
g
の
こ
の
説
明
も
余
り
説
得
的
で
は
な
い
。
即
ち
、

こ
こ
で
は
、
話
回
国

5
8
は
い
わ
ゆ
る
行
政
行
為
の
公
定
力
を
根
拠
と
し
て

行
政
裁
判
所
の
付
随
的
審
査
が
更
に
限
定
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ

る
が
、
行
政
行
為
の
合
目
的
性
に
ま
で
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は

と
も
か
く
、
行
政
裁
判
所
の
審
査
が
形
式
的
審
査
に
留
ま
る
べ
き
こ
と
は
、

公
定
力
の
理
論
か
ら
た
だ
ち
に
導
き
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、

gロ
出

5
3
は
、
他
の
統
治
行
為
論
肯
定
論
者
が
統
治

行
為
と
呼
ぶ
行
為
を
特
別
扱
い
し
そ
の
行
為
の
行
政
裁
判
所
に
よ
る
付
随
的

審
査
を
形
式
的
審
査
に
限
定
れ
却
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
見
解
も
、
結
局
は
、

統
治
行
為
論
肯
定
説
〈
そ
れ
は
、
統
治
行
為
概
念
な
き
統
治
行
為
論
、
と
で

も
名
づ
け
ら
れ
よ
う
)
に
分
類
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

憲
法

統
治
行
為
論
を
種
々
の
観
点
か
ら
理
論
的
に
積
極
的
に
根
拠
づ
け
よ
う
と

西
ド
イ
ツ
で
は
こ
の

gロ
出
口

Z
ロ
を
も
っ
て
終
わ
っ
た
よ

す
る
試
み
は
、

う
に
み
え
る
。
た
だ
、
か
つ
て
国
法
学
者
大
会
の
報
告
で
統
治
行
為
論
を
主

よ張
りし
明た
確関
Iこ帽

国

慢が
γ" 
事そ
iE の

芸禁
論 J己
主述
円の
定品
すナ

説る
の

立 展
場開
を ι

を蕗
ぎま

Eえ
もな
るが
22 ら

でセ

て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
み
て
み
た
い
。
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即
ち
、
〈
・
冨
自
問
。
E
の
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ

l
ル
を
改
訂
し
た
も
の
で
あ

る
4
・
冨
g
m
C
]
ミ
Emz-
問
。
日
目
。
三
日
切
Cロ
ロ
四
円
。

Eロ
仏
間
四
国
司

F
】
由
印
吋
・

回
仏
-
H
・
に
於
い
て
、
彼
は
、
統
治
行
為
論
の
問
題
を
、
明
確
に
、
叉
基
本
法

-
九
条
四
項
の
)
出
訴
の
途
の
一
般
条
項
に
反
し
て
出
訴
の
途
に
販
さ
な
い

ハ
い
わ
ゆ
る
、
裁
判
所
の
審
査
に
服
さ
な
い
:
・
・
:
〉
高
権
行
為
と
い
う
も
の
が
、

(2) 

，
同
条
項
の
定
め
る
諸
要
件
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
条
項
の
法
的

帰
結
(
即
ち
、
出
訴
の
途
の
保
障
1

筆
者
〉
が
そ
れ
ら
の
行
為
に
対
し
て
否

(
日
〉

定
さ
れ
る
8

と
い
う
意
味
で
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
」
と
い
う
問
題
と
し
て

西ドイツに於ける行政裁判権レベルでの統治行為論

設
定
し
、

ω
n
r
E
E
R
が
統
治
行
為
で
あ
る
と
し
て
挙
げ
る
リ
ス
ト
を
そ
の

観
点
か
ら
検
討
し
、
そ
の
後
で
な
お
か
つ
右
の
意
味
で
の
統
治
行
為
と
し
て

残
る
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
な
行
為
を
挙
げ
る
。

付

議
会
内
に
於
け
る
決
定
|
た
と
え
ば
、
(
議
員
の
〉
免
責
特
権
の
剥

奪
、
議
院
の
懲
罰
権

3
5
5岡
田
問
問
者
色
で
た
と
え
ば
会
議
か
ら
の
排

除
〉
、
調
査
委
員
会
の
決
議
、
選
挙
審
査

i

同

国
際
法
上
の
統
治
行
為
|
た
と
え
ば
、
外
交
官
の
免
責
特
権
の
剥
奪

ハ
m
ち

に
つ
い
て
の
決
定
及
び
外
国
人
の
引
き
渡
し
に
つ
い
て
の
決
定
|

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
行
為
が
何
故
、
基
本
法
一
九
条
四
項
の

要
件
を
満
た
す
場
合
に
も
行
政
裁
判
所
の
審
査
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
か
に
つ

い
て
は

l
か
つ
て
の
国
法
学
者
大
会
の
報
告
で
の
彼
の
見
解
を
繰
り
返
し
た

り
修
正
し
た
り
す
る
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
の
か
|
何
の
説
明
も
な
さ
れ
て

、
t

、O

L
-
-
L
 

統
治
行
為
論
の
根
拠
づ
け
の
試
み
が

g口
出

5
8
で
出
尽
し
た
観
が
あ

ハ
臼
)

っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、

こ
の
烈

-og
以
降
は
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら

〈

M
〉

ず
、
統
治
行
為
論
肯
定
説
は
殆
ど
み
ら
れ
な
く
な
る
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

次
節
参
照
)
。

他
方
、

お
そ
ら
く
切
R
吉
岡
以
来
初
め
て
否
定
説
の
立
場
か
ら
統
治
行
為

論
に
言
及
し
た
の
は
、

P
E
e
n
V
2
2
で
あ
る
。
彼
は
、
連
邦
行
政
裁
判
所

法
の
公
布
及
び
新
し
い
行
政
裁
判
所
法
の
政
府
草
案
の
公
表
を
き
っ
か
け
と

し
て
書
い
た
一
九
五
三
年
の
論
文
の
中
で
こ
の
問
題
に
触
れ
、
行
政
裁
判
所

法
草
案
三
八
条
の
「
行
政
法
上
の
出
訴
の
途
は
、
明
示
的
な
権
限
配
分
に
よ

っ
て
他
の
裁
判
所
の
権
限
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
限
り
で
、
非
憲
法
的
種
類

の
す
べ
て
の
公
法
上
の
争
訟
に
於
い
て
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
規
定
の
解
釈

〈
目
出
}

と
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

」
の
行
政
裁
判
所
へ
の
出
訴
の
途
を
妨
げ
る
の
は
、
原
則
と
し
て
ラ
ン
ト

或
い
は
連
邦
の
憲
法
裁
判
所
の
権
限
に
属
す
る
憲
法
上
の
争
訟
の
場
合
と
、

明
示
的
に
他
の
裁
判
所
の
管
轄
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
争
訟
の
場
合
の
二
つ
だ

北法34(6・95)1045 
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け
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
憲
法
上
の
争
訟
と
行
政
法
上
の
争
訟
と
の
区
別
は
、

争
わ
れ
て
い
る
争
訟
問
題
が
、
国
法
の
領
域
に
あ
る
か
、
行
政
法
上
の
領
域

に
あ
る
の
か
、
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
上
述
の
例
外
を
別
と
す
れ
ば
、
八
ム
法
上

の
す
べ
て
の
争
訟
は
、
例
外
な
く
行
政
裁
判
権
に
服
す
る
。
行
政
法
の
分
野

(
関
)

で
は
、
裁
判
所
の
審
査
に
服
さ
な
い
高
権
行
為
と
い
う
概
念
は
存
在
し
な
い
。

彼
は
、

更
に
、
「
一
般
に
司
法
審
査
に
服
さ
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
高

権
行
為
に
は
、
あ
る
行
為
が
行
政
裁
判
所
の
権
限
に
服
す
る
行
為
で
あ
る
と

。兄4

ロ倣
~さ
5 れ
乙 る

tこ受
ょ 5

会返
事主
ι な
し、ちZ

主量
件京
がふ三

奇長
て 2
L 、~~
る57司
L--e:.. 
と g
し m

~ Ei 。
ロ
()q 
rt> 

の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。

外
国
あ
る
い
は
外
国
人
ー
そ
の
外
国
人
が
異
国
に
於
け
る
滞
在
中
に
そ
の

国
の
行
政
法
上
の
保
護
を
受
け
な
い
限
り
で
!
と
の
関
係
の
領
域
で
な
さ
れ

た
措
置
、
軍
事
指
揮
権
の
行
為
(
た
だ
し
、
国
民
の
権
利
領
域
を
侵
害
す
る

軍
事
行
政
の
行
為
は
こ
れ
に
含
ま
れ
な
い
て
い
わ
ゆ
る
統
治
行
為
(
た
と
え

ば
、
連
邦
首
相
に
よ
る
政
治
の
基
本
方
針
の
決
定
、
及
び
、
思
赦
・
授
勲
な

ど
の
大
統
領
の
行
為
、
そ
し
て
、
議
会
の
決
定
〉
。

ω
n
z
c
n
r
2
2
の
こ
の
よ
う
な
例
示
は
一
見
、

一
定
の
行
為
を
定
型
的
に

行
政
裁
判
所
の
審
査
か
ら
除
く
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
が
、
そ
れ

ら
の
行
為
が
司
法
審
査
に
服
さ
な
い
こ
と
Q
三
5
巴
N

ぽ

Z
E阻
む
を
そ
れ
ら

の
行
為
が
行
政
行
為
で
あ
る
た
め
に
必
要
な
要
件
を
充
足
し
な
い
こ
と
に
求

め
、
し
か
も
、
そ
の
こ
と
が
彼
の
挙
げ
る
(
あ
る
程
度
具
体
的
な
〉
例
か
ら

是
認
さ
れ
う
る
こ
と
、
ま
た
彼
が
、
あ
る
行
為
が
行
政
行
為
と
し
て
の
要
件

を
満
た
す
限
り
で
は
例
外
な
く
(
た
と
え
ば
、

ω
n
r
o
E
2
や
dSロ
出
5
3

の
す
る
よ
う
な
付
随
的
審
査
と
直
接
的
審
査
の
聞
の
裁
判
所
の
審
査
権
の
区

別
を
す
る
こ
と
な
く
)
行
政
裁
判
所
の
審
査
権
を
認
め
る
こ
と
、
か
ら
す
れ

ば
(
も
ち
ろ
ん
彼
自
身
が
言
う
よ
う
に
そ
れ
が
憲
法
上
の
争
訟
で
あ
る
場
合

や
法
律
で
明
示
的
に
他
の
裁
判
所
の
管
轄
と
さ
れ
て
い
る
場
合
は
除
か
れ
る

以
下

が
〉
、
彼
の
見
解
は
統
治
行
為
論
否
定
説
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
考
え
方
は
、

る。

宮
与
え
の
見
解
と
基
本
的
に
変
ら
な
い
も
の
と
言
え

そ
し
て
そ
の
烈
凶
円
宮
内
が
し
た
よ
う
に
、

ω
n
z
o
n
r
2
2
も
(
彼
の
場

合
、
恩
赦
が
行
政
裁
判
所
の
審
査
権
か
ら
除
か
れ
る
の
は
、
恩
赦
が
法
外
の

行
為
で
あ
る
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
行
政
行
為
の
要
件
を
満
た

さ
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
な
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
、
行
政
行
為
の
要
件

を
満
た
す
場
合
に
は
こ
の
恩
赦
も
行
政
裁
判
権
に
服
す
る
と
考
え
る
可
能
性

を
内
包
す
る
点
で
、
回
白
ロ
宮
内
の
一
九
五
一
年
の
見
解
よ
り
進
ん
だ
も
の
で
あ

り
、
以
下
で
述
べ
る

uewの
見
解
へ
の
橋
渡
し
を
す
る
も
の
で
あ
る
〉
恩

赦
を
行
政
裁
判
所
の
審
査
権
か
ら
除
い
て
い
る
。
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こ
の
恩
赦
を
も
含
め
て
一
九
条
四
官
官
の
構
成
要
件
を
満
た
す
限
り
で
例
外

な
く
公
権
力
の
行
使
が
司
法
審
査
に
服
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
意
味
で

統
治
行
為
論
否
定
説
を
徹
底
さ
せ
た
の
が
、
巴
皆
目
的
で
あ
る
。
彼
は
一
九
五

八
年
に
出
さ
れ
た
冨

E
E
と
の
共
著
に
な
る
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
に
於
い
て
、

。)

基
本
法
一
九
条
四
項
に
関
す
る
統
治
行
為
の
問
題
と
は
、
「
出
訴
者
が
公
権

力
の
行
使
に
よ
っ
て
彼
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の

〈臼〉

権
利
保
護
を
裁
判
所
が
拒
否
で
き
る
場
合
が
存
在
す
る
の
か
」
と
い
う
問
題

で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
否
定
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

西ドイツに於ける行政裁判権レベノレで‘の統治行為論

即
ち
、
「
統
治
行
為
と
か
司
法
審
査
に
服
さ
な
い
高
権
行
為
な
ど
の
概
念
に

類
型
化
さ
れ
る
国
家
行
為
の
大
部
分
は
、
(
そ
れ
に
対
す
る
)
訴
訟
を
提
起
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

一
九
条
四
項
の
意
味
で
の
直
接
の
権
利
侵
害
が
最
初

か
ら
殆
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
故
に
、
実
際
上
問
題
に
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
に
し
て
も
(
い
ず
れ
に
し
ろ
)
一
九
条
四
項
の
構
成
要
件
が
存
在
す

る
限
り
で
は
、
統
治
行
為
で
あ
っ
て
も
司
法
審
査
に
服
す
る
。
(
た
と
え
ば

H
b
g
Z聞
や

ω
n
r
2
5
H
が
す
る
よ
う
に
〉

一
九
条
四
項
よ
り
も
権
力
分
立

が
優
先
す
る
と
い
う
理
由
で
も
(
上
の
こ
と
の
)
例
外
を
作
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
権
力
分
立
原
理
は
、
基
本
法
に
於
い
て
は
|
そ
し
て
ま

さ
に
一
九
条
四
項
に
よ
っ
て
も

l
九
三
条
が
示
す
ご
と
く
、
第
三
権
の
地
位

を
全
く
新
し
く
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
広
範
に
国
政
上
の
決
定
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
さ
せ
る
こ
と
を
も
含
め
て
裁
判
所
に
権
力
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
せ
る

(
印
〉

よ
う
に
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
。

説
のこ
ほの
tまよ
共う
通な
しり
た E:
基拓
本 m
認物

事 ii
c し
な←

え読
通車
説うえ
を論
形否
成定

才説
ヲは

とそ
にの
な後
るの

学

以
上
、
こ
の
第
二
期
を
全
体
と
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
五
一

t
五
三
年
を

頂
点
と
し
て
激
し
く
主
張
さ
れ
た
(
行
政
裁
判
権
レ
ベ
ル
で
の
)
統
治
行
為

論
が
否
定
説
に
よ
る
原
則
的
批
判
に
直
面
し
て
急
激
に
退
潮
し
て
い
っ
た
過

程
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
我
が
国
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い

て
の
西
ド
イ
ツ
の
理
論
状
況
が
紹
介
さ
れ
、
そ
こ
で
統
治
行
為
論
が
西
ド
イ

ツ
で
は
通
説
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
の
は
、
ほ
ぼ
五
四
年
か
ら
五
八
年
に
か

け
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
上
述
の
よ
う
に
ま
さ
に
統
治
行
為
論
が
西
ド
イ
ツ

で
頂
点
に
達
し
た
直
後
の
時
期
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
当
時
の
我
が
国
の
こ

れ
ら
の
研
究

e
か
そ
う
考
え
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。

(
1
〉
第
八
回
国
法
学
者
大
会
は
、
一
九
四
九
年
一

O
月
二

0
・
二
一
日

に
開
か
れ
、
他
方
、
明
D
E
E
R
-
c
z
z
n
r
《
目
。
同
〈
句
者
向
-
Zロ
聞
の
第

二
版
に
よ
れ
ば
、
第
一
版
の
序
文
は
一
九
四
九
年
秋
に
書
か
れ
て
い

る
。
こ
れ
だ
け
の
資
料
で
は
、

E
o
E
の
報
告
と
匂
O
B
P
D
R
の
行
政

北法34(6・97)1047 



∞さ
H

(

∞∞

-
m
C
S誕』廿

忠明)0~当 11' 謡史!と~~星~m::fJ!，!濡 Q軍兵心J謡索後時点。s.H.

Loening， Buchbesprechung， DVBl 1951， S. 775. 

(~) Herbert Kruger， Der Regierungsakt von den Gerichten， 

DoV 1950， S. 536. 

(~) Ebd.， S.536f. 

(出)Ebd.， S. 537. 

(口)Ebd.， S. 540. 

(虫)Ebd.， S. 541. 

(含)O. Bachof， Die verwaltungsgerichtliche Klage auf Vor・

nahme einer Amtshandlung， 2. Aus.， 1968， S.25.リ JJ¥-' 

$~..J~0 t!' 総 11 蛍\-，~t(l1'õ.，' モ豆長中.l.Jt! 1 ・民同 1.時Q$食l

E重..\J闘記~.tヨム。

(g) Ebd.， S.26. 

(~) Ebd. 

(~) K. Stern， Verwaltungsprozessuale Probleme in der of-

fentlichen Arbeit， 4. Aus.， 1978， S.27. 

(~) Bachof， a. a. 0.， S.26. 

〈お)Eyermann/Frohler， Verwaltungsgerichtsordnung， Kom・

mentar， 8. Aus.， 1980， S.263. 

(同)Loening， Regierungsakte und Verwaltungsgerichtsbar. 

keit， DVBl 1951， S. 234. 

(~) E凶.， S.262. 

C~) Kruger， a. a. 0.， S.540. 

士話1稲葉蜘撚 1~遥 (JJ兵 f三官長444ヨ1'õ.，心 .-<11ト'tJ.w必-R ('~0 や'

#1寒N語句t!$ま 11 当選戸~~t\'~Zf鑑 o証語以認 Fν~ 子。) ..¥J01iii; 

岩出::lK~t!樫fJ!，!\-'.w~:o. 0 ~~' Klein 0ii孝士jn0-H-¥-'Forstho任

(0仰同~t\'~0~~~~ :o. 0 'tJ'~..J~.~主納1'õ.，園芸l1:E lt重

択)~νJL4」必心主 Klein t! t\'兵 11~心兵 o絵'tJ l!lIU民..J~'tJ

~>C'''''..\Jム""増員M~ミ心'#擦やt!' Klein 0~手~n~堂~:g:; 11
~0~0 ..\J..Jì-'将\' .;20 

(N) Forstho任， a. a. 0.， S. 409. 

(円)Ebd.， S.407. 

〈吋 Ebd.，S. 408 f. 

(凶)Ebd.， S. 409 f. 

(由) JJ 0 JJ心州 Zeitler，a. a. 0.， S.131， FN. 64. ~1/l!!濃い
o t(l 

(ド)Schneider， a. a. 0.， S.47. 

〈∞)Ebd.， S.38任.

( 0>) Ebd.， S. 42. 

(~) Ebd.， S.42f. 

(口)Ebd.， S. 43. 

(~) JJ 0 JJ ..\J会l 課事計吋(l~0 ..\J..Jì-" F. Schomburg， Der 

"gerichtsfreie Hoheitsakt“der auswartigen Gewalt unter 

besonderer Berucksichtigung des Verwaltungsrechtsschutzes 

und der Staatshaftung， 1973， S.45. 

〈勾)JJ Q Schneider Q語言語!!!と軍需品患はや:0.i-' t!' 内J04長-'='Q.Iill

ム

l
¥回

hs



(2) 

〈泊
)
F
o
o
Eロ
m-
同-曲・

0
・・

ω-Mω
品問・

ハ
幼
〉
何
グ
門
戸
・

ω'NU4・

(叩山)開ゲ《】・

〈
例
品
〉
開
σ門戸・

(
沼
)
悶
σι
・

〈
泊
)
同
wσ
仏・・

ω-Nω
∞・

(

M

)

原
文

(
d・
ω
n
F
2ロ
o
F
U
R
W
R冊目
ny
号
同
列
品
芯

E
口
間
二
ロ
リ

司

z
g
n
r
ユP
E
同列・

ω
5
0口弘

N
E
B
吋
。
.
。
orロ
H
Z宮
崎

-
H由印
N-
∞-

Nミ
ー
〉
で
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ヨ
:
牛
器
吋
z
r巳
ωnrp

F
o
r巳
p
ι
g
図。間口出品
O
H
O
Cロ
仏
初
日
ロ
N
o
r
p
:
・
念
(
こ
れ
を
い
か
に
訳

す
か
は
、
さ
し
て
重
要
で
は
な
い
が
、
厳
密
を
期
す
た
め
に
、
-
応
触

れ
て
お
く
と
)
こ
の
文
章
か
ら
は
、
こ
こ
で
四
つ
の
も
の
を
列
挙
し
て

い
る
の
か
、
二
つ
ず
つ
が
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
か
明
確
で
は
な
い
。

一
応
、
本
文
の
よ
う
に
訳
出
し
て
お
い
た
。

ハ
お
)
何
E
-
h
-
N
4
2
・

(
鉛
)
何
日
己
・
・

ω-N叶
m
・

ハ
幻
)
何
σ門
田
昌
∞

-
N∞
叶

R
・

(
崎
四
〉
開

r
p
-
ω
-
N申
ω・

〈拍〉開σ《凶・・

ω-NUU・ロ・
4
包
・
白
ロ
n
r
ω
-
N由品同・

〈州制〉
H
W
σ

仏・・ω-Nmwh仲町・

〈

HU〉
何
げ
島
-wω-N由
ω・

(
州
出
)
開
σι
・・ω-N申品・

(
必
)
こ
の
こ
と
は
、

ωロ
Z
E
H
R
も
認
め
る
。
開
σ門
γ
ω
-
N
E
-
Hり

Z
-
H
O∞・

商ドイツに於ける行政裁判権レベルでの統治行為論

(Mむ
し
か
し
、

ω
n
Z
5
2
の
見
解
の
趣
旨
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
彼
が
独
自
の
見
解
と
し
て
基
本
法
(
即
ち
、
そ
の
一
九
条

四
項
と
九
三
条
〉
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
別
と
し
て
、
憲
法

上
の
争
訟
を
行
政
裁
判
所
の
管
轄
か
ら
明
文
で
除
く
当
時
の
行
政
裁
判

所
法
二
二
条
(
そ
し
て
現
在
の
行
政
裁
判
所
法
四

O
条
)
の
規
定
を
前

提
と
す
れ
ば
、
憲
法
上
の
争
訟
と
理
解
さ
れ
た
，
個
人
の
権
利
を
直
接

侵
害
す
る
統
治
行
為
を
直
接
対
象
と
す
る
訴
え
a
は
、
そ
れ
以
上
の
説

明
を
す
る
こ
と
は
な
く
(
従
っ
て
、
統
治
行
為
論
を
構
成
す
る
ま
で
も

な
く
〉
こ
の
規
定
の
適
用
に
よ
っ
て
行
政
裁
判
所
の
審
査
権
か
ら
除
か

れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ω
n
Z
5
2
の
こ
の
論
文
は
、
雄
川
教
授

も
指
摘
す
る
(
「
統
治
行
為
論
」
曲
、
国
家
学
会
雑
誌
七

O
巻
一
二
一
号

五
一
頁
)
よ
う
に
全
体
に
(
晦
渋
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
〉
明
快
さ

を
欠
く
上
に
特
に
こ
の
点
で
は
彼
の
見
解
が
明
確
に
は
示
さ
れ
て
い
な

い
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
筆
者
の
推
論
の
前
提
に
誤
り
が
あ
る
可
能

性
は
留
保
し
て
お
き
た
い
。

(必
)
ω
n
r
m
Zロ
2
・同・白・

0
・・

ω-N由品・

(叫叩)同
M・
4
m
wロ
出
回
閉
め
P
の
忌
同

2

2
色
。
円
〈
2
毛
色
宮
口
何
回
四
日
Fnrzr白
?

目
向
。
止
吉
田
同
町
同
円
相
-m
河
巾
伺

-
0
2ロ間曲目
r
g
y
U〈∞
-
H由印デ

ω
・吋
H・

(円引〉何回、。同同国一白ロロ¥匂
H
q
r
r
p
白
-
P
O
-
-
ω
-
M由
u・

〈必〉

C
同
同
色

L
g
F
o
z。・
5
B
巴・

H
0
・
巴

S
-
U〈
∞

-
S
8・

ω.4N
∞-? 

(
的
叩
)
〈
曲
ロ
出
己
窓
口
・

p
p
。・・

ω・
3
・

ハ
印
〉
従
っ
て
、
こ
の
点
で
は
、
付
随
的
審
査
に
何
ら
の
限
定
も
っ
け
な
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研究ノート

い

ω
n
Z
5
2
の
場
合
と
比
較
し
て
、

g
口
出

5
8
の
見
解
は
後
退
し

て
い
る
。

ハ
日
〉
〈
・
冨
g
m
o
E
¥
百四日
p
関

G
E
E
S
E
-
切

Oロ
ロ
巾
同
の
E
E
m
m
S
F

N
-

〉
口
出

-L坦
印
吋
・

ω-ma-

ハ臼〉同ゲ円四・・

ω-q吋岳町・

(
臼
)
ぐ
自
国

5
2・白・同・
0
・・

ω・
8
R・
に
よ
れ
ば
、
宮
正
常

F
E
r
-

ロ
2
3
R
g
H
-
E
H
O
E自
己
・

5mN-ω
・
呂
町
内
向
・
も
、
統
治
行
為
論
を

肯
定
し
、
グ
公
共
の
福
祉
と
か
急
迫
の
危
険
と
か
い
う
要
件
は
、
司
法

審
査
に
服
さ
な
い
行
為
と
し
て
行
政
裁
判
所
の
審
査
に
服
さ
ず
、
行
政

庁
が
こ
の
存
在
を
肯
定
し
た
場
合
、
行
政
裁
判
所
は
そ
れ
に
つ
い
て
は

も
は
や
審
査
せ
ず
に
そ
れ
を
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
d

と
考
え
て

い
る
と
い
う
。
〈
自
民

5
3
自
身
は
、

J
」
の
問
題
は
統
治
行
為
の
問

題
と
は
何
の
関
係
も
な
い
不
確
定
概
念
の
問
題
だ
d

と
見
な
し
、
グ
今

日
の
判
例
上
不
確
定
概
念
が
裁
判
所
の
審
査
に
服
す
こ
と
は
確
定
し
た

こ
と
だ
d

と
し
て
批
判
し
て
い
る
。

(
臼
)
〈
自
国

5
8
論
文
以
後

E
o
E
の
こ
の
主
張
ま
で
の
聞
の
一
九
五

五
年
に
、
出
・
同
州
国
自
主
が
岡
山
町
向
-02口問
E
r
z
E
M
岡山
o
n
z
g
g
R
を
書

い
て
い
る
。
こ
の
論
文
を
紹
介
す
る
金
子
宏
「
ル
ン
プ
『
法
治
国
に
お

け
る
統
治
行
為
』
」
国
家
学
会
雑
誌
七
一
巻
四
号
一

O
六
頁
以
下
ハ
一
九

五
七
年
〉
に
よ
れ
ば
、
同
論
文
は
英
・
仏
法
に
関
す
る
比
較
法
的
研
究

で
あ
る
が
、
そ
の
序
説
に
於
い
て
ド
イ
ツ
の
統
治
行
為
の
問
題
に
言
及

し
、
さ
し
あ
た

h
ω
n
r
s広
2
の
見
解
に
賛
成
し
て
い
る
、
と
い
わ
れ

w
h
v

。

門出〉出・・『・

ω
n
E
c
n
F
2
0
3
明

g
m
g
Nロ
H
2
2
0
H仏
国
ロ
ロ
向
仏
OH
〈

2
・

s
-
E口問国向。岡山
nrzgHrot-
〉
O
H
N
-
E・
昌

(
H
8
3・
ω-H∞由・

(
町
山
〉
肘
ゲ
ト
・

ω-H也
{)R-

〈
閉
山
)
何
σ門戸‘

ω・]{由
N
・

(
国
)
む
目
立

m-

宮
由
ロ
ロ
N¥ue-m¥出
OHNOm¥ωnror・
。
同
ロ
ロ
仏
問
。
凹
骨
片
岡

同
O
B
E
S
E
-
E
-
H・
〉
ユ
・

5
弓
-
E
R
-
N
ω
・

9
由
巳
闘
が
一
九
五
八

年
に
書
い
た
こ
の
一
九
条
の
部
分
は
現
在
で
も
改
訂
さ
れ
て
い
な
い
〉

(

回

〉

】

WE--
対
仏
ミ
・
ピ
-

第
三
節

第
三
期
!
巴
皆
同
間
以
後
現
在
ま
で

l

以
上
の
第
二
節
ま
で
の
叙
述
に
於
い
て
は
統
治
行
為
論
に
関
す
る
学
説
の

ロ田岡山
m
に
至
る
ま
で
の
変
遷
が
た
ど
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
時
期
ま
で

に
、
肯
定
説
の
側
で
は
そ
の
立
論
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
ほ
ぼ
出
尽
し
他
方

否
定
説
に
於
い
て
は
そ
の
立
場
が
徹
底
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
。
本
節
で
は
、
こ
れ
ら
統
治
行
為
論
肯
・
否
定
説
が
、
そ

の
後
現
在
ま
で
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
み
た
い
。
従
つ

て
、
以
下
で
は
、
学
説
に
於
け
る
そ
の
後
の
諸
見
解
を
肯
定
説
と
否
定
説
に

分
け
て
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
こ
の
両
説
の
区
別
は
、

l
前
節
ま
で
に
於
け

る
と
問
様

l
基
本
法
一
九
条
四
官
官
の
諸
要
件
を
満
た
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
特

北法34(6・100)1050 



定
の
国
家
行
為
が
、
〈
そ
れ
が
)
い
わ
ゆ
る
統
治
行
為
で
あ
る
ゆ
え
に
行
政

裁
判
所
の
審
査
機
か
ら
除
外
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
肯
定
す
る
か
否
か
、

と
い
う
芸
準
に
従
つ
て
な
さ
れ
る
。

〔
統
治
行
為
論
肯
定
説
〕

(2) 

第
三
期
に
於
い
て
こ
の
意
味
で
の
肯
定
説
を
新
た
に
(
後
述
す
る
よ
う

西ドイツに於ける行政裁判権レベノレでの統治行為論

に
、
そ
の
立
論
に
於
い
て
は
特
に
目
新
し
い
と
こ
ろ
は
な
い
が
〉
主
張
し
て

(

1

)

 

い
る
の
は
、

g
o
z
g
a
R
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。
他
方
、

ωngo広
2
や

〈
あ
る
い
は
)m，

DapoR
の
主
張
を
引
用
し
そ
れ
に
同
調
す
る
肘
吉
岡
自
由
ロ
ロ
¥

ハ
2
〉

門

3
)

F
S
-
2
及
び
阿
川
包
件
。
同

¥gロ
O
R
R
S
は
、
第
二
期
に
於
い
て
既
に
表
明

し
た
彼
ら
の
統
治
行
為
論
肯
定
の
立
場
を
依
然
と
し
て
維
持
し
て
い
る
。
こ

の
三
つ
の
例
を
除
い
て
は
、
こ
の
第
三
期
に
於
い
て
統
治
行
為
論
を
主
張
す

る
論
者
は
み
ら
れ
な
い
。

以
下
で
、
こ
れ
ら
の
論
者
の
主
張
を
検
討
す
る
。

ま
ず

mwgzro『
岡
市
『
の
見
解
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
、

西
ド
イ
ツ
が
西
ド

イ
ツ
人
で
あ
る
バ
イ
エ
ル
ン
駐
在
コ
ロ
ン
ビ
ア
名
誉
領
事
の
認
可
を
拒
否
し

た
こ
と
に
対
し
て
、
同
領
事
が
当
該
拒
否
の
違
法
確
認
を
求
め
て
行
政
裁
判

所
に
出
訴
し
た
事
件
に
関
連
し
て
、
外
交
行
為
に
つ
い
て
統
治
行
為
論
を
主

張
す
る
も
の
で
あ
る
。

彼
は
、
法
治
主
義
を
と
る
諸
外
国
で
は
い
わ
ゆ
る
統
治
行
為
と
さ
れ
る
も

の
を
裁
量
行
為
と
見
倣
す
こ
と
に
よ
っ
て
統
治
行
為
の
妥
当
領
域
を
限
定
し

ょ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
よ
う
な
国
に
於
い

て
も
外
交
行
為
は
依
然
と
し
て
統
治
行
為
と
さ
れ
て
い
る
、
と
し
、
こ
れ
ら

の
国
々
と
同
様
西
ド
イ
ツ
で
も
こ
の
外
交
行
為
を
統
治
行
為
と
し
て
行
政
裁

判
所
(
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
憲
法
裁
判
所
は
含
ま
れ
て
い
な
い
)
の
審
査
権

か
ら
除
く
理
由
が
あ
る
、
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
即
ち
、
外
交
上
の
行
為
に

つ
い
て
の
決
定
が
国
家
全
体
に
与
え
る
政
治
的
影
響
を
裁
判
所
は
予
測
し
え

ず
、
従
っ
て
裁
判
所
は
自
ら
の
決
定
に
責
任
を
負
い
え
な
い

G
z
z
z
a
q

は
、
「
領
事
関
係
の
領
域
で
も
高
度
に
政
治
的
緊
張
が
展
開
し
う
る
と
い
う

(
4〉

こ
と
は
、
過
去
の
諸
々
の
事
例
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
」
と
ま
で
い
っ
て
い

る
)
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
責
任
は
本
来
、
外
交
領
域
に
於
け

る
重
要
な
す
べ
て
の
要
因
を
評
価
す
る
能
力
を
唯
一
持
っ
て
お
り
政
治
的

〈

5
〉

に
責
任
を
負
い
う
る
最
高
の
国
家
機
関
が
負
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ω円曲目ロゲ
R
m
R
は
、
以
上
の
前
提
に
た
っ
て
、
基
本
法
一
九
条
四
項
を
解
釈

し
、
同
条
の
い
う
「
公
権
力
」
の
概
念
が
、
執
行
権
に
よ
る
法
定
立
行
為
を

も
含
め
た
最
広
義
で
の
法
律
の
執
行
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
直
接
に

北法34(6、1001051 
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煮
器
あ
る
い
は
国
際
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
最
高
国
家
機
関
の
行
為

(
6〉

は
こ
の
概
念
か
ら
除
か
れ
る
べ
き
だ
、
と
考
え
る
。

外
交
上
の
行
為
が
一
九
条
四
項
の
「
公
権
力
の
行
使
」
に
該
当
し
な
い
と

す
る
こ
と
以
外
に
は
主
張
の
実
質
的
内
容
に
特
に
新
し
い
と
こ
ろ
の
な
い
こ

の
見
解
の
中
で
目
を
引
く
の
は
、
対
象
を
領
事
関
係
に
ま
で
拡
大
す
る
彼
の

統
治
行
為
論
の
広
範
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
彼
の
見
解
は
、
司

法
審
査
か
ら
除
か
れ
る
統
治
行
為
の
範
囲
を
!
少
く
と
も
|
限
定
的
に
解
釈

す
る
方
向
に
進
ん
で
き
た
学
説
の
そ
れ
ま
で
の
流
れ
を
再
び
逆
戻
り
さ
せ
る

も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
「
現
代
の
国
家
世
界

(
ω
B
R
2
4
0
5
に

於
い
て
、
犯
罪
人
引
き
渡
し
に
つ
い
て
の
決
定
、
認
可
を
与
え
る
こ
と
を
求

め
る
訴
え
:
:
:
は
、
大
多
数
の
純
粋
に
園
内
的
な
行
政
行
為
と
同
様
、
日
常

(
7〉

的
行
為

(
m
D
E
Z
E
r
o〉
に
な
っ
た
」
と
ま
で
言
わ
れ
る
西
ド
イ
ツ
の
今
日

の
法
状
況
の
下
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
難
い
で
あ
ろ
う

ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
の
諸
身
の
行
政
裁
判
所
法
の
コ
ン
メ
ン
タ

1
ル
で
あ

L 、っ
てた
はー

思室。n

E￥ 
5 の
~ <: 
司 色
『コ

g: ~ 
~ ~ 
1 ロ
は宮
、ぬ

統 3.
治忌
行 E
為買
を豆
単♂

な関
芹、 c
42 
行 E
m 子同

語句
でに
あ於

る
行
政
の
行
為
と
区
別
し
「
国
民
に
対
し
て
直
接
向
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
国

家
の
存
続
と
生
活
の
た
め
に
配
慮
し
、
外
に
向
つ
て
は
他
の
国
家
構
成
体
と

円

8
)

の
関
係
を
規
律
し
、
内
に
向
つ
て
は
国
家
装
置
が
機
能
す
る
の
を
維
持
す
る
」

も
の
と
定
義
し
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
統
治
行
為
は
行
政
行
為
の
概

念
に
含
ま
れ
ず
、
従
っ
て
こ
れ
に
対
し
て
取
消
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
、
と
考
え
た
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
統
、
治
行
為
の
例
と
し
て
、

執
行
部
の
諸
機
関
(
〈
D
H
Z
a包
括
自
乙
の
任
命
と
立
法
や
行
政
〈
〈
o
z
p

rsも
に
於
け
る
基
本
方
針
の
決
定
そ
し
て
選
挙
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
通
常
は
、
や
は
り
、
行
政
行
為
あ
る
い
は
、

基
本
法
一
九
条
四
項
の
要
件
を
満
た
し
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の

一
九
五

O
年
の
コ
ン
メ
Y
F
l
ル
で
は
、
こ
の
要
件
を
満
た
す
に
も
か
か
わ

ら
ず
統
治
行
為
で
あ
る
が
故
に
行
政
裁
判
権
の
審
査
か
ら
除
か
れ
る
行
為
、

と
い
う
も
の
を
彼
ら
が
認
め
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
必
ず
し
も
断
定
し
が
た

か
っ
た
。
し
か
し
、
新
し
い
行
政
裁
判
所
法
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ん
で
あ
る

で九
は六
、O
彼 年
らの

t主京

第 3
扇 E
で J記
述百
ベ ei
. ロー

h 件
，~師

よ色
う日
な豆
品u与、d吋

寸与

説関
の 2
展 E
関 5
q 同

長問
映の
し第
て一
、版

「
多
く
の
統
治
行
為
は
、

既
に
そ
れ
が
そ
の
内
容
上
何
ら
行
政
行
為
で
は
な

い
と
い
う
理
由
か
ら
し
て
、
特
に
、
そ
れ
ら
の
行
為
が
個
々
の
事
項
を
規
律

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
し
て
、
取
消
訴

ハ
9
〉

訟
を
も
っ
て
攻
撃
さ
れ
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
を
肯
定
し
た
上
で
、

「
そ
れ
で
も
な
お
か
っ
、
行
政
行
為
の
諸
要
件
を
満
た
す
に
も
か
か
わ
ら
ず

北法34(6・102)1052 



裁
判
所
の
審
査
か
ら
奪
わ
れ
ま
た
奪
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
高
権
行
為
か

ハ
m)

存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
い
、
そ

の
統
治
行
為
論
肯
定
説
を
よ
り
明
確
に
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、

1

後
述

す
る
よ
う
に

l
判
例
が
統
治
行
為
論
を
否
定
し
て
お
り
統
治
行
為
と
し
て
裁

判
所
の
審
査
か
ら
除
か
れ
る
国
家
行
為
を
具
体
的
に
挙
げ
る
こ
と
が
困
難
で

(2) 

あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
か
、
彼
ら
は
、
こ
の
コ
ン
メ
ン
タ

I
ル
で
は
ど
の
よ

う
な
国
家
行
為
が
こ
の
よ
う
な
統
治
行
為
に
該
当
す
る
の
か
に
つ
い
て
何
ら

西ドイツに於ける行政裁判権レベルでの統治行為論

具
体
例
を
挙
げ
ず
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
統
治
行
為
の
存
在
の
根
拠
に
つ
い

て
も
旬
。
同
師
P
O
R

の
い
う
，
司
法
の
本
質
4

論
に
同
調
す
る
に
留
ま
る
。
郎

ち
、
彼
ら
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
統
治
行
為
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
そ
の
性
質
か
ら
し
て
裁

判
所
の
審
査
を
免
れ
る
統
治
行
為
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

こ
の
見
解
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
に
も
反
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
性
質
上

裁
判
所
の
審
査
に
股
し
え
な
い
も
の
(
の
審
査

l
筆
者
)
を
、
立
法
者
は
、

裁
判
所
に
義
務
づ
け
よ
う
と
は
望
ま
な
い
し
、

ま
た
望
む
こ
と
も
で
き
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
限
界
を
個
々
の
場
合
に
見
い

出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
限
界
は
、
裁
判
所

が
・
・
・
・
・
・
国
家
制
度
全
体
に
対
す
る
そ
の
裁
判
所
の
判
決
の
意
味
を
考
慮
す
る

と
そ
の
判
決
か
ら
生
ず
る
責
任
を
も
は
や
負
い
え
な
い
と
こ
ろ
に
存
在
す
る

円
日
比
〉

か
ら
だ
」
と
。

何
百

E
Bロ
¥
浮
島
-2
の
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
こ
の
コ
ン
メ
ン
タ

1
ル

〈ロ〉

の
第
八
版
(
一
九
八

O
年
)
で
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
条
四

項
の
諸
要
件
を
満
た
し
な
が
ら
も
裁
判
所
の
審
査
に
服
さ
な
い
統
治
行
為
と

い
う
も
の
を
具
体
的
に
は
挙
げ
え
な
い
こ
の

E
R
g
gミ
F
o
r
-
R
の
見
解

は
、
単
に
そ
の
よ
う
な
行
為
が
存
在
す
る
抽
象
的
可
能
性
を
開
け
て
お
く
た

め
の
も
の
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す

れ
ば
、
こ
の
何
百

E
S
¥早出
E
R
の
見
解
を
統
治
行
為
論
肯
定
説
と
見
倣

す
こ
と
(
と
は
い
え
、
抽
象
的
で
あ
れ
上
述
の
可
能
性
を
彼
ら
が
認
め
る
故

に
、
そ
の
見
解
は
肯
定
説
に
分
類
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
:
・
)
は
疑
問
と
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
。

ー「

裁 v

判 ζ
所 U
が 2z
現 t
言て
;二統
り治
，...，. :(干

司~
E云論
審宵

宮雲
sIi ~.::. 
さ犬

示三
高麗

事雪
行 与
為え
を 、

放ま
棄た
し、

う
る
か
ど
う
か
は
、
最
後
ま
で
待
っ
て
(
与
署
員
芯
巴
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら

ハ
β
v

な
い
」
と
し
て
自
ら
主
張
す
る
統
治
行
為
論
が
判
例
に
於
い
て
採
用
さ
れ
る

こ
と
を
望
ん
で
い
た

F
肖
巴
宮
崎
は
、
結
局
彼
の
前
述
の
行
政
法
教
科
書
の

第
九
版
か
ら
は
、
統
治
行
為
の
項
を
削
除
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て

N
包
己
目
同
は
、
「
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
著
者
の
見
解
の
変
化
に
帰
着
さ
せ

北法34(6・103)1053 
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ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
権
利
保
護
に
関
す
る
章
が
紙
幅
上
の
理
由
で
犠
牲

(
U〉

に
さ
れ
た
」
か
ら
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
れ
が
一
つ
の

理
由
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
の
こ
と
の
他
に
、

明

C
E
r
o
R
が
ぷ
子
説
・
判

例
の
統
治
行
為
論
否
定
説
の
立
場
が
い
ま
や
不
動
の
も
の
と
な
っ
て
お
り
、

も
は
や
彼
が
肯
定
説
を
主
張
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
認
め
ら
れ
な
い
4

と
自

ら
考
え
た
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
は
い
い
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
よ
う
な
句

2
2
Z
R
の
変
化
を
考
慮
し
た
の
か
、

統
治
行
為
論
を
肯

定
し
そ
れ
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
の
大
部
分
を
同
c
a
p
-
R
の
引
用
に
費
し

ハ
mv

て
い
る
同
帽
島
市
岡
g『
¥
4
0
出
。
市
町
宮
市
園
田
一
は
、
か
つ
て
は
そ
の
問
。
岡
田
仲
r
c
R
の
名

(
時
〉

前
を
本
文
で
も
明
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
二
九
八
一
年
の
第
七
版
で
は
、

引
用
の
部
分
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
し
な
が
ら
も
彼
の
名
前
を
も
は
や
ど
こ
に

-v

、晶、

同
門

N
O
ロ
ー
刀
‘

現
在
で
も
統
治
行
為
論
肯
定
説
を
維
持
し
て
い
る
論
者
の
数
少

い
例
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
な
い
。

結
局
、
こ
の
第
三
期
に
於
い
て
は
、
統
治
行
為
論
肯
定
説

(
H
肯
定
説
を

現
在
で
も
維
持
し
て
い
る
も
の
〉
と
し
て
は
以
上
の
三
つ
の
例
、
即
ち
、

rJl 
件。
ロz 
同

問

'" ト宅

問
‘〈

'" '噌B 
B 
口、、
町
同
0: 
r 

'" H 

::0 。
巳4

0 
宵a

'" 『、、
〈
D 
ロ。
O 
H 
件

N 

'" ロ、

。uv

が
自
に
つ
く
の
み
で
あ
り
、

う

こ
の
肯
定
説
は
少
数
説
と
い
え
よ

」
れ
ま
で
検
討
し
た
よ
う
に
、

従
っ
て
、

し
か
も
、

こ
れ
ら
の
見
解
さ
え
も
、

そ
の
理
論
的
説
得
力
や
影
響
力
を
今
や
殆
ど
持
っ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ

L 、。
〔
統
治
行
為
論
否
定
説
〕

円

一

回

)

〈

川

出

〉

他
方
、
統
治
行
為
論
否
定
説
を
と
っ
て
い
る
の
は
、

F
2
2
P
伊
Z
B
σ
日開・

(

初

〉

(

幻

)

(

泣

〉

(

お

)

(

包

)

(

お

〉

N
O
E
F
5
0・
巧
c-同¥回世口
F
C『
唱

ω
n
E
R
r
¥
U
0
2
2
n
F
ω
件。

E
な
ど
多

数
あ
り
、
こ
れ
は
現
在
の
通
説
で
あ
る
。
肯
定
説
に
つ
い
て
は
、

1

既
述
の

よ
う
に
ー
そ
の
狼
拠
・
統
治
行
為
と
さ
れ
る
行
為
の
範
囲
・
裁
判
所
の
審
査

権
の
及
ぶ
程
度
、
な
ど
の
点
で
各
論
者
の
間
に
相
異
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
紹

介
し
ま
た
検
討
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
、
そ
の
個
々
の
も
の
を
比
較
的
詳

細
に
叙
述
し
た
。
し
か
し
、
否
定
説
に
属
す
る
各
論
者
の
問
に
は
|
叙
述
の

仕
方
に
多
少
の
相
異
は
あ
れ
ー
そ
の
見
解
の
基
本
的
内
容
に
一
致
が
見
ら
れ

る
の
で
、
以
下
で
は
、
各
論
者
を
個
別
的
に
取
り
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
こ

れ
を
要
約
的
に
、
従
っ
て
各
論
点
(
統
治
行
為
論
批
判
と
し
て
の
否
定
説
の

性
格
か
ら
し
て
必
然
的
に
、
そ
の
論
点
は
統
治
行
為
論
肯
定
説
の
立
論
の
根

だ
け

拠
に
対
す
る
批
判
が
そ
の
中
心
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
〉
ご
と
に
述
べ
る
こ

北法34(6・104)1054 



と
と
し
た
い
。
た
だ
、
そ
の
際
、
こ
の
否
定
説
の
考
え
方
の
骨
子
は
、
こ
れ

を
既
に
こ
れ
ま
で
の
(
特
に
、
∞

R
rえ
及
び
口
口
ユ
聞
の
見
解
の
)
説
明
の

中
で
紹
介
し
て
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
原
則
と
し
て
繰
り
返
さ
な
い
こ
と
に

し
た
い
。
と
は
い
え
、
叙
述
の
都
合
か
ら
、
以
下
に
述
べ
る
こ
と
は
そ
れ
と

部
分
的
に
は
重
複
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
既
述
の
よ
う
に
、
行
政
裁
判
権
レ
ベ
ル
で
の
統
治
行
為
論
否
定
説

(2) 

と
は
、
こ
の
統
治
行
為
論
の
問
題
を
基
本
法
一
九
条
四
項
の
出
訴
の
途
の
保

西ドイツに於ける行政裁判権レベノレで、の統治行為論

障
の
解
釈
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
あ
る
公
権
力
の
行
使
が
同
条
項
の
諸
要
件

を
満
た
す
場
合
に
は
高
度
の
政
治
性
・
コ
一
権
分
立
そ
の
他
い
か
な
る
理
由
を

も
っ
て
す
る
例
外
を
も
認
め
る
こ
と
な
く
そ
の
公
権
力
の
行
使
た
る
行
為
に

対
す
る
出
訴
の
途
を
認
め
る
見
解
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ

で、

一
九
条
四
項
の
出
訴
の
途
の
保
障
は
、
公
権
力
に
よ
っ
て
権
利
を
侵
害

さ
れ
た
者
が
そ
の
権
利
侵
害
を
理
由
と
し
て
出
訴
に
及
ん
だ
場
合
裁
判
所
は

そ
の
訴
え
に
門
戸
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
れ
を
不
適
法

(
E
N
C
-

g
z一
も
と
し
て
斥
け
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
保
障
は
、
直
接
に
は
、
-
統
治
行
為
に
つ
い
て
い
え
ば
1

統
治
行

為
と
さ
れ
る
公
権
力
行
使
そ
の
も
の
が
訴
え
の
直
接
の
対
象
で
あ
る
場
合
の

出
訴
の
途
の
保
障
で
あ
る
。
統
治
行
為
論
否
定
説
が
、
ま
ず
、
こ
の
意
味
で

の
出
訴
の
途
の
保
障
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
統
治
行
為
を
そ
の
例
外
と
見
倣
さ

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
い
わ
ゆ
る
統
治
行
為
に
よ
る
個

人
の
権
利
侵
害
を
直
接
訴
え
の
対
象
と
し
て
出
訴
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の

か
と
い
う
こ
の
問
題
と
、
，
他
の
訴
え
の
裁
判
所
に
よ
る
審
査
の
際
(
従
つ

て
、
訴
え
そ
の
も
の
の
適
法
性
〈

Nc-e丘
四
}
自
己
は
認
め
た
後
で
)
前
提

問
題
と
し
て
、
付
随
的
に
、
，
い
わ
ゆ
る
統
治
行
為
と
し
て
の
性
質
を
も
っ
行

為
を
裁
判
所
が
審
査
し
う
る
か
否
か
a

と
い
う
問
題
と
は
、

(Mmu 

区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、

概
念
上
一
応

一
九
条
四
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
解

釈
と
し
て
、
，
同
条
項
は
統
治
行
為
に
よ
っ
て
直
接
に
権
利
を
侵
害
さ
れ
た

者
の
、
そ
の
統
治
行
為
を
訴
え
の
対
象
と
す
る
出
訴
の
途
は
こ
れ
を
保
障
し

て
い
る
が
、
統
治
行
為
の
付
随
的
審
査
を
も
裁
判
所
に
義
務
づ
け
る
も
の
で

は
な
い
H

と
い
う
見
解
が
主
張
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
。
事
実
、
〈
自
国

5
2

は
、
こ
の
考
え
方
に
立
っ
て
、
統
治
行
為
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
審
査
を
付

随
的
審
査
に
限
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
〈
吉
田

5
2
と
同
様
に
統
治
行

為
論
を
肯
定
し
な
が
ら
も
、

ω
n
r
2
5
H
一
は
、
行
政
裁
判
所
に
よ
る
付
臨
的
審

査
に
は
限
界
が
な
い
と
考
え
て
い
る
。
統
治
行
為
論
肯
定
説
に
於
い
て
は
、

こ
の
二
人
以
外
に
は
、
付
随
的
審
査
に
言
及
す
る
者
は
な
い
。
し
か
し
、
前

節
ま
で
見
て
き
た
立
論
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
他
の
論
者
は
、
付
随
的
審
査

を
も
否
定
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
否
定
説
の
中
で
は
、
唯
一
口
出
巳
m
だ
け
が
、

法
律
に
よ

北法34(6・105)1055 



研究ノート

(
幻
)

っ
て
付
臨
的
審
査
機
が
限
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
こ
と
に
言
及
し
て
い

る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
も
い
わ
ゆ
る
統
治
行
為
と
さ
れ
る
行
為
に
対
す
る
付

随
的
審
査
権
を
そ
れ
が
統
治
行
為
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
限
定
す
る
と
い
う

も
の
で
は
な
い
。
彼
以
外
の
他
の
統
治
行
為
論
否
定
論
者
で
、
い
わ
ゆ
る
統

治
行
為
の
付
随
的
審
査
に
言
及
す
る
者
は
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
、

お
そ
ら
く
次
の
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
ま
ず
、
統
治
行
為
論
否

定
説
が
、

一
定
の
国
家
行
為
を
そ
の
何
ら
か
の
特
別
な
性
質
を
理
由
に
基
本

法
一
九
条
四
項
の
出
訴
の
途
の
保
障
か
ら
除
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
統
治

行
為
論
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
否
定
説

は
、
論
理
的
に
は
、
や
は
り
特
定
の
国
家
行
為
の
特
別
視
を
前
提
と
す
る
付

随
的
審
査
の
限
定
論
と
は
矛
盾
す
る
。
従
っ
て
、
否
定
説
が
付
随
的
審
査
に

つ
い
て
も
限
定
論
を
と
ら
な
い
こ
と
は
、
通
常
は
自
明
と
考
え
ら
れ
、
特
に

そ
れ
を
否
定
す
る
の
で
な
い
限
り
は
付
随
的
審
査
に
言
及
す
る
必
要
が
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、

統
治
行
為
論
が
|
統
治
行
為
の

そ
し
て
、

付
随
的
審
査
の
問
題
を
も
含
め
て

i
裁
判
所
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
な
か
っ
た

故
に
、
否
定
説
の
側
に
は
付
随
的
審
査
の
問
題
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
自
ら
の

見
解
を
根
拠
づ
け
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
る

ぅ
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
否

定
説
は
一
般
に
い
わ
ゆ
る
こ
の
統
治
行
為
と
さ
れ
る
行
為
に
対
す
る
裁
判
所

の
付
随
的
審
査
を
も
限
定
し
て
い
な
い
、
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

以
上
で
、
い
わ
ゆ
る
統
治
行
為
と
さ
れ
る
も
の
の
行
政
裁
判
所
に
よ
る
直

接
・
間
接
的
審
査
に
つ
い
て
の
統
治
行
為
論
否
定
説
の
立
場
を
検
討
し
た
。

次
に
肯
定
説
の
挙
げ
る
種
々
の
論
拠
に
対
す
る
否
定
説
の
側
か
ら
な
さ
れ

る
批
判
〈
既
述
し
た
も
の
は
除
く
)
を
見
て
み
た
い
。

統
治
行
為
の
政
治
性
に
つ
い
て

い
わ
ゆ
る
統
治
行
為
が
裁
判
所
の
審
査
権
に
服
さ
な
い
こ
と
の
肯
定
説
に

よ
る
根
拠
づ
け
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
そ
の
行
為
の
政
治
的
性
格
あ
る

い
は
、
国
政
上
の
利
益
と
結
び
つ
い
た
高
度
の
政
治
性
が
持
ち
出
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
対
し
て
は
、
政
治
性
は
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
行
為
に
付
随
す
る
も

の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
統
治
行
為
を
他
の
行
為
か
ら
区
別
す
る
基
準
と
し
て

(
m
m
v
 

は
適
当
で
は
な
く
、
ま
た
、
他
方
、
政
治
的
行
為
も
法
的
に
限
界
づ
け
ら
れ

う
る
の
で
あ
っ
て
こ
れ
を
裁
判
権
に
服
さ
せ
る
か
ど
う
か
は
そ
の
時
々
の
実

ハM
m〉

定
法
の
問
題
で
あ
る
、
と
い
う
観
点
か
ら
否
定
説
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
い
わ
ゆ
る
統
治
行
為
に
於
い
て
は
、
政
治
性
は
特
に
強
い
と
さ
れ
る
が
、

北法34(6・106)1056 



し
か
し
、
そ
の
政
治
性
を
理
由
と
し
て
統
治
行
為
に
対
す
る
裁
判
所
の
審
査

権
を
排
除
す
る
こ
と
は
、
憲
法
裁
判
権
!
こ
こ
で
は
、
ナ
チ
ス
の
時
代
の
経

験
に
鑑
み
、
憲
法
裁
判
所
は
憲
法
の
番
人
と
し
て
、
ま
さ
に
政
治
的
問
題
を

そ
れ
が
法
的
争
訟
で
あ
る
限
り
審
査
す
る
ー
を
も
規
定
す
る
基
本
法
上
の
裁

(
引
出
〉

判
制
度
に
於
い
て
は
許
さ
れ
な
い
。
「
司
法
国
家
的
要
素
を
持
つ
基
本
法
上

の
法
治
国
家
の
保
障
の
目
的
は
、
法
が
|
執
行
部
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
|

(2) 

政
治
的
意
思
の
激
し
さ
に
屈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
防
ぐ
こ

〈

mv

と
で
も
あ
る
」
の
で
あ
る
。

西ドイツに於ける行政裁判権レベルで、の統治行為論

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
っ
て
、
否
定
説
に
よ
っ
て
更
に
、
次
の
よ
う
に

言
わ
れ
る
。

「
政
治
的
な
内
容
を
理
由
と
し
て
出
D
r
a
g白
r
g
が
裁
判
所
の
審
査
か
ら

自
由
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
場
合
、
そ
の
主
張
は
、
通
常
、
裁
判
所
の
審

査
が
評
さ
れ
る
か
ど
う
か

Q
E
-
r丘
四
日
自
己
と
そ
の
審
査
の
強
度
と
を
取

り
違
え
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
強
度
は
も
ち
ろ
ん
与
え
ら
れ
た
ハ
特

る詣に
，-..，、J ‘
が >"h

ι~ 
T 的
'-;な

P裁
冨量
巴.の
事範
g. 聞

きE
りげ
も

ら
の ι

は γ
否 ip
定三
さ れ
れ f

:1: o 
vl 金

書E
、../ Vち"

E字

統
治
行
為
に
つ
い
て
の
決
定
が
裁
判
所
に
政
治
的
負
担
を
負
わ
せ
る
こ
と

に
な
る
と
い
う
こ
と
、
及
び
、
そ
れ
ゆ
え
裁
判
所
は
統
治
行
為
に
対
す
る

決
定
を
自
制
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と

ハ
M
V

戦
後
逸
早
く
こ
の
よ
う
な
論
拠
を
持
ち
出
し
た
の
は
句
。
お
岳
O
R
で
あ
り
、

ハ
お
〉

そ
の
後
∞
円
宮
市
町
含
円
が
更
に
詳
細
に
根
拠
づ
け
し
、

〈
お
〉

き
ロ
。
四
円
丹

Ng
な
ど
が
そ
れ
に
同
調
す
る
。

現
在
で
は
岡
山
色
。
宮
之

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
、

う
な
「
決
定
が
、
裁
判
官
に
政
治
的
負
担
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
う
る
が
、

∞円

}HogE同
聞
は
、

確
か
に
こ
の
よ

そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
は
基
本
法
上
の
〉

(
開
制
)

制
度
に
反
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」
と
批
判
し
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ

(
た
と
え
、

う
に
説
明
す
る
。

「
こ
の
よ
う
な
負
担
を
負
う
こ
と
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
裁
判
官
が
裁

判
を
す
る
と
い
う
彼
の
任
務
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
律

に
の
み
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
(
原
則
)
〈
基
本
法
九
二
条
、

九
七
条
、

一
条
一
項
二
段
)
の
下
で
裁
判
官
の
独
立
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
理
由

の
一
つ
な
の
で
あ
る
O
i
-
-
-
争
訟
に
於
い
て
争
わ
れ
て
い
る
高
権
行
為
が
法

規
範
に
服
す
る
限
り
で
は
、
裁
判
官
は
場
合
に
よ
っ
て
は
生
じ
う
る
政
治
的

所影
は響
、を

苧考
え慣

ら毛

主Z
曹裁
志望
自主
季語
y を

存負
ゐ句 "つ

ばて
たい

6 え
な
いな
のせ
でな
あら
'ヲ

て裁
、判

はよ

国範
宍所
Z が

E雲
Y 上
元の
z 問

商事
雰c
t か

t詰
之断

浜す
定る
ヵ j;ミ

結ど
果う
とか
しに
て国
か家
かあ
わる
りい O 
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う
る
形
で
形
成
す
る
こ
と
a
が
憲
法
政
策
上
合
目
的
的
か
ど
う
か
を
裁
判
所

は
決
定
し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
裁
判
官
は
、
賢
明
な
グ
自
己
抑
制
d

〈
叫
担
〉

と
い
う
名
目
で
、
自
ら
の
権
限
を
勝
手
に
処
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
。

諸
外
国
や
西
ド
イ
ツ
の
法
伝
統
は
統
治
行
為
論
肯
定
説
の
論
拠
に
な
る
の

か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
|
焼
述
の
よ
う
に

l
H
3
8
は
、
「
(
統
治
行
為

論
を
認
め
な
い
と
す
れ
ば
)
そ
の
こ
と
は
、
国
際
的
に
知
ら
れ
て
お
り
、
ま

た
数
百
年
来
の
古
い
法
伝
統
か
ら
育
っ
て
き
た
裁
判
権
か
ら
の
政
治
的
執
行

権
の
免
責
を
解
除
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
政
治
的
な
る
も
の
の
特
権
に
つ

(mv 

い
て
の
英
米
法
の
〈
法
)
原
則
を
さ
え
も
超
え
る
も
の
と
な
る
」
と
い
い
、

ま
た
、

「
一
定
の
領
域
の
高
権
行
為
が
、

司
法
審
査
に
服

m，C
同
問
問

}
M
O
R

は、

さ
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
い
か
な
る
時
代
に
も
意
見
の
相
異
は
存
在

〈

必

)

し
な
か
っ
た
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
否
定
説
は
、

基
本
法
一
九
条
四
項
の
権
利
保
障
は
ワ
イ
マ

i
ル
容
器
の
そ
れ
よ
り
は
る
か

に
進
ん
だ
権
利
保
障
と
し
て
、
ま
た
第
三
帝
国
時
代
に
於
け
る
、
広
義
の
国

事
裁
判
権
の
広
範
な
排
除
と
裁
判
権
以
外
の
権
力
の
跳
梁
と
の
弁
証
法
的
発

(
川
町
〉

展
と
し
て
把
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
(
従
っ
て
「
ナ
チ
時

(

必

〉

代
の
裁
判
実
務
を
否
定
的
に
学
ぶ
」
と
い
う
観
点
か
ら
)
、
「
グ
政
治
の
領
域
H

を
裁
判
所
の
審
査
権
か
ら
除
外
す
る
た
め
に
、
存
在
す
る
と
主
張
さ
れ
る

〈
そ
の
実
、
存
在
し
な
い
〉
法
伝
統
を
維
持
す
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
一
一
般

(
m
H〉

条
項
を
制
限
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
批
判
し
て
い
る
。
更
に

は
、
「
一
九
条
四
項
の
出
訴
の
途
の
保
障
の
こ
の
よ
う
な
進
歩
的
性
格
は
、

そ
れ
以
上
に
、
比
較
法
に
支
え
ら
れ
た
解
釈
か
ら
そ
の
限
り
で
そ
の
基
盤
を

〈

H
叫
〉

奪
う
」
の
で
あ
る
。

一
九
条
四
項
の
い
く
つ
か
の
例
外
を
基
本
法
自
体
が
定
め
て
い
る
こ
と
か

ら
統
治
行
為
論
に
つ
い
て
の
一
般
理
捻
を
基
本
法
体
系
上
根
拠
づ
け
忍
こ

と
が
で
き
る
か

」
れ
を
主
張
す
る
の
は

ω
n
r
s
E
O円
で
あ
る
。

彼
は
基
本
法
八
四
条
五

項
、
八
五
条
三
項
、

項、

八
一
条
二
項
、

二
二
条
、

二
三
条
、

四
四
条
四

七
二
条
二
項
、

一
一
一
九
条
一
項
を
例
示
し
、

こ
れ
ら
の
「
憲
法
諸
条

項
の
文
言
あ
る
い
は
そ
の
関
連
か
ら
、
高
権
行
為
の
裁
判
所
及
び
憲
法
裁
判

〈

必

)

所
に
よ
る
審
査
を
(
基
本
法
が
)
排
除
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
」
導
き
出

し
、
「
そ
の
こ
と
か
ら
、
他
の
事
例
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
事
柄
の
性
質
上

〈

灯

)

帰
結
す
る
」
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、
彼
自
身
「
ボ
ン
憲
法
は
、
時
と
し
て
、
そ
の
(
文
言
の
〉
表
現
の

い
が
わ
か
ら
し
て
、
同
憲
法
が
疑
義
あ
る
政
治
的
に
重
要
な
問
題
の
決
定
を

北法34(6・108)1058 



国
家
統
率
に
責
任
を
負
う
統
治
機
関
に
排
他
的
に
委
ね
る
こ
と
を
望
ん
で
い

、

門

川

叩

)

る
、
と
理
解
さ
せ
る
」
と
、
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
条
項
ハ
明

文
で
裁
判
所
の
審
査
権
を
排
除
す
る
四
四
条
四
項
を
除
い
て
〉
が
、
裁
判
所

の
審
査
を
排
除
す
る
規
定
で
あ
る
と
い
う
の
は
彼
の
理
解
で
あ
っ
て
、
こ
れ

ら
は
、
基
本
法
が
明
文
で
裁
判
所
の
審
査
権
を
否
定
し
て
い
る
規
定
で
は
な

い
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
む
し
ろ
、
一
般
に
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
の
立
法

(2) 

者
や
政
府
(
執
行
部
)
の
裁
量
を
認
め
る
も
の
、
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
。

西ドイツに於ける行政裁判権レベルでの統治行為論

基
本
法
は
、
四
四
条
四
項
の
他
に
、

anrs丘
町
円
は
こ
れ
に
言

及
し
て
い
な
い
が
)
明
文
で
裁
判
所
の
審
査
権
を
排
除
し
て
い
る
も
の
と
し

他
方
、

て、

二
三
条
、

一
三
九
条
を
規
定
し
て
い
る
。
即
ち
、

一
O
条
二
項
二
段
、

一
O
条
二
項
二
段
は
、
国
家
あ
る
い
は
憲
法
保
護
上
の
理
由
か
ら
信
書
の
秘

密
等
を
制
限
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
、
裁
判
所
へ
の
出
訴
の
途
に
代
え
て

議
会
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
ま
た

四
四
条
四
項
一
段
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
連
邦
議
会
の
調
査
委
員
会
の
決
議
に

つ
い
て
、
そ
の
決
議
に
よ
っ
て
一
九
条
四
項
の
意
味
で
の
公
権
力
に
よ
る
権

利
侵
害
が
な
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
そ
れ
に
対
す
る
裁
判
所
の
審
査
が
排

除
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。
更
に
、

一
一
一
=
条
は
、
ナ
チ
に
よ
っ
て
政
治
的
理
由

か
ら
追
放
さ
れ
た
公
務
員
等
の
請
求
権
を
実
体
法
上
、

一
時
、
停
止
さ
せ
て

お
こ
う
と
す
る
も
の
で
出
訴
の
途
を
排
除
す
る
と
い
う
意
味
で
の
訴
訟
法
上

の
規
定
で
は
な
い
。
ま
た
更
に
、

一
三
九
条
は
、
非
ナ
チ
化
の
た
め
の
措
置

が
基
本
法
に
抵
触
す
る
場
合
で
も
裁
判
所
の
審
査
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
を
定

め
る
も
の
で
、
こ
れ
は
一
九
条
四
項
の
例
外
で
あ
る
。

ー

ωロ
r
o
B
E£
に
よ
れ
ば
|
明
文
で
裁
判
所
の
審
査
権

を
排
除
し
て
い
る
基
本
法
上
の
規
定
を
検
討
し
て
得
ら
れ
る
こ
と
は
、
ま
ず

こ
の
よ
う
に
、

第
一
に
、

一一一一一、
一
三
九
条
が
政
治
的
大
変
動
か
ら
生
じ
た
過
渡
的
規
定

を
内
容
と
し
て
お
り
、
既
に
そ
の
過
渡
性
か
ら
し
て
、
そ
れ
ら
の
規
定
が
統

〈
紛
)

治
行
為
論
の
一
般
理
論
を
憲
法
体
系
上
根
拠
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
更
に
、
上
記
の
四
つ
の
規
定
す
べ
て
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と

は
、
確
か
に
、
そ
れ
ら
は
個
別
に
裁
判
所
の
審
査
に
服
さ
な
い
公
権
力
の
行

為
を
認
め
て
は
い
る
が
、
そ
こ
に
は
何
ら
の
共
通
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
存
在

せ
ず
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
統
治
行
為
と
さ
れ
る
行
為
の
中
の
主
要
な
行
為
は

〈

ω〉

こ
れ
ら
の
規
定
に
含
ま
れ
る
行
為
に
は
該
当
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

従
っ
て
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
結
論
と
し
て
得
ら
れ
る

こ
と
は
、
|
否
定
説
に
よ
れ
ば

l
p基
本
法
制
定
者
が
意
図
し
た
の
は
、

九
条
四
項
の
例
外
と
し
て
の
公
権
力
の
措
置
は
こ
れ
を
個
別
的
か
つ
明
示
的

(

日

〉

〈

四

品

〉

に
規
定
し
、
そ
れ
以
外
の
例
外
は
認
め
な
い
、
と
い
う
こ
と
8

な
の
で
あ
る
。

個
人
の
権
利
保
護
の
必
要
は
、
そ
れ
に
優
先
す
る
国
家
利
益
の
陰
に
後
退

北法34(6・109)1059 



研究ノート

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

統
治
行
為
論
肯
定
説
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
の
疑
問
の
肯
定
的
考
慮
を

背
景
に
し
て
い
る
が
、

門
町
出
〉

で
あ
る
。

」
の
疑
問
を
明
示
的
に
提
起
す
る
の
は
明
日

a
Z
R

し
か
し
、

ωnFOB-】
己
認
に
よ
れ
ば
、

」
の
聞
い
は
次
の
三
つ
の

観
点
か
ら
否
定
さ
れ
る
。
ま
ず
そ
の
一
つ
は
、
国
家
と
個
人
の
利
益
の
ど
ち

ら
が
優
先
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
の
比
較
衡
量
は
、
法
の
規
定
か
ら
出
て
く

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
九
条
四
項
に
つ
い
て
具
体
的
に
見
る
と
、
同
条

項
は
個
人
の
権
利
が
ま
さ
に
執
行
部
の
定
め
る
国
家
利
益
の
陰
に
隠
さ
れ
て

(

M

V

 

し
ま
わ
な
い
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

次
に
、
個
人
の
権
利
保
護
機
能
と
並
ん
で
一
九
条
四
項
が
持
っ
て
い
る
も

う
一
つ
の
機
能
が
指
摘
さ
れ
る
。
即
ち
、
同
条
項
に
よ
っ
て
裁
判
所
は
国
家

諸
組
識
に
よ
る
行
政
が
法
律
に
従
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
機
能

G
n
r
o
B
E
a
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
特
別
の
国
家
利
益
が
存
在
す
る

と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
彼
は
一
九
条
四
項
に
客
観
的
憲
法
保
障
を
も
見
て
い

(
弱
〉

る
)
を
も
持
つ
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
こ
の
機
能
の
行
使
と
し
て
違
法
の

行
為
を
破
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
諸
機
関
が
法
律
に
反
し
て
行
動
す

る
こ
と
を
阻
止
し
国
家
の
一
体
性
を
維
持
再
形
成
す
る
。
従
っ
て
、
一
九
条

四
項
の
こ
の
よ
う
な
国
家
の
側
の
利
益
を
も
保
障
す
る
側
面
を
見
ず
に
、
同

条
項
の
問
題
を
個
人
の
利
益
と
国
家
の
利
益
と
の
対
立
と
し
て
設
定
す
る
こ

門
町
出
)

と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

更
に
、
「
自
由
で
民
主
的
な
憲
法
国
家
で
は
、
国
家
理
性
と
市
民
の
自
由

ハ
同
町
〉

な
領
域
と
は
何
ら
憲
法
上
対
立
し
な
い
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
郎
ち
、
そ

の
よ
う
な
国
家
の
憲
法
秩
序
に
於
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
「
精
神
的
な
合
理
的

(
同
国
)

価
値
を
ま
も
る
こ
と
で
あ
」
り
、
そ
の
秩
序
自
体
が
「
憲
法
上
の
自
由
、
市

民
的
自
由
、

そ
し
て
基
本
権
を
維
持
す
る
こ
と
を
も
含
む
場
合
に
は
、

家
利
益
を
個
人
の
利
益
に
優
先
さ
せ
る
と
い
う
形
で
〉
そ
れ
ら
の
自
由
を
維

持
す
る
た
め
に
そ
れ
ら
の
自
由
を
抑
圧
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
パ
ラ
ド
ク

ハ
印
)

ス
な
の
で
あ
る
」
と
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
法
九
三
条
ニ
項
の
規
定
す
る
「
出
訴
の
途
が
開
か
れ
て

い
な
い
そ
の
他
の
高
権
行
為
」
と
い
う
文
書
は
、
い
わ
ゆ
zv統
治
行
為
を

さ
す
も
の
か

(ω〉

co日
問
。
同
が
こ
の
こ
と
を
肯
定
す
る
と
い
わ
れ
る
し
、
ま
た
我
が
国
で
も
こ

、J

れ
を
主
張
し
た
の
は
、
山
田
準
教
授
で
あ
っ
た
。

f

・、

さ
て
、
こ
の
二
項
は
、
判
決
に
対
す
る
憲
法
異
議
の
出
訴
期
聞
を
定
め
る

一
項
に
続
い
て
、
「
憲
法
異
議
は
、

そ
れ
が
法
律
あ
る
い
は
出
訴
の
途
の
開

か
れ
て
い
な
い
そ
の
他
の
高
権
行
為
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
法
律
の
施
行
あ
る
い
は
そ
の
高
権
行
為
の
実
行
後
一
年
以
内 国

北法34(6・110)1060 



に
限
り
こ
れ
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
す
る
。
山
田
教
授
は
、

こ
の
「
裁
判
所
へ
の
出
訴
の
認
め
ら
れ
な
い
そ
の
他
の
高
権
行
為
」
が
い
わ

ゆ
る
統
治
行
為
を
意
味
す
る
と
考
え
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
肯
定
す
る
こ
の

「
明
文
」
の
法
律
の
規
定
が
、

基
本
法
一
九
条
四
項
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら

ず
そ
の
例
外
と
し
て
そ
の
条
項
に
服
さ
な
い
高
権
行
為
が
存
在
す
る
こ
と
を

(2) 

前
提
と
し
て
い
る
こ
と
(
従
っ
て
、
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
そ
の
よ
う
な
行
為
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
〉
を
主
張
す
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
主
張
の
内
容
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
た
い
。

西ドイツに於ける行政裁判権レベルでの統治行為論

即
ち
、
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
こ
の
第
二
項
の
規
定
は
裁
判
所
へ
の
出
訴
を
認
め
な
い
『
そ
の
他
の
高

権
行
為
』
な
る
も
の
を
明
か
に
認
め
て
お
る
。
憲
法
訴
願
は
、
公
の
権
力
に

よ
っ
て
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
者
の
提
起
す
る
訴
で
あ
る
か
ら
、
明
か
に
憲
法

一
九
条
四
項
に
規
定
す
る
公
権
行
為
と
一
致
す
る
。
只
異
る
の
は
そ
の
行
為

に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
権
利
が
基
本
的
人
権
そ
の
他
で
あ
る
か
な
い
か
に
あ

る
。
一
九
条
四
項
に
例
外
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
凡
て
の
権
利
を
侵
害
す
る

公
権
上
の
行
為
は
司
法
審
査
が
許
さ
れ
て
お
る
か
ら
凡
て
の
憲
法
訴
願
は
司

法
裁
判
所
の
審
査
を
受
け
た
上
で
そ
の
最
終
判
決
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
の

み
出
訴
が
許
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
然
る
に
連
邦
憲
法
裁
判
法
は
上
述
の
通
り

そ
の
九
三
条
二
項
に
よ
れ
ば
法
律
若
し
く
は
そ
の
他
の
高
権
行
為
に
し
て
司

法
裁
判
所
へ
の
出
訴
を
認
め
な
い
も
の
は
直
に
憲
法
訴
願
の
提
起
が
認
め
ら

こ
れ
は
明
か
に
概
括
条
項
に
拘
ら
ず
一
般
司
法
裁
判
所
の
審

れ
て
お
る
。

査
を
受
け
な
い
高
権
行
為
の
存
在
を
法
律
で
認
め
る
も
の
と
い
わ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
こ
れ
は
概
括
条
項
に
拘
ら
ず
司
法
審
査
を
受
け
な
い
高
権
行
為

を
認
め
る
説
に
取
っ
て
は
、
法
が
そ
れ
を
認
め
て
お
る
と
い
う
の
で
あ
る
か

ら
、
重
大
な
理
由
と
な
る
も
の
と
思
う
。
然
る
に
ド
イ
ツ
の
学
説
で
こ
の
点

に
ふ
れ
る
も
の
が
な
い
の
は
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
不
思
議
と
い
う
よ

り
外
は
な
い
。
併
し
連
邦
憲
法
裁
判
法
九
三
条
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
除
外

す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
規
定
は
司
法
審
査
の
除
外
さ
れ
て
お
る
高
権
行

為
の
存
在
を
前
提
と
し
て
お
る
。
司
法
審
査
を
受
け
な
い
高
権
行
為
な
る
も

の
が
こ
の
規
定
の
以
前
に
存
在
し
て
お
る
。
こ
の
存
在
す
る
行
為
が
、
憲
法

訴
願
の
対
象
と
な
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
の
判
決
を
受
け
な
い
で
直
に
事
件

を
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
提
起
す
べ
き
こ
と
を
定
め
て
お
る
も
の
で
あ
る
。
然

ら
ば
如
何
な
る
行
為
が
概
括
条
項
に
拘
ら
ず
、
司
法
審
査
を
受
け
な
い
か
。

司
法
審
査
を
受
け
る
の
は
原
則
と
し
て
は
処
分
で
あ
っ
て
法
を
含
ま
な
い
か

ら
法
律
を
外
に
し
て
は
命
令
な
ど
が
問
題
と
な
る
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
ド

イ
ツ
の
行
政
裁
判
法
は
命
令
に
対
し
て
は
そ
の
審
査
の
権
が
明
文
を
も
っ
て

認
め
ら
れ
て
お
る
の
で
、
:
:
:
九
三
条
二
項
の
司
法
審
査
を
受
け
な
い
『
そ

の
他
の
高
権
行
為
』
の
中
に
入
ら
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
:
:
:
そ
う
す

北法34(6・111)1061 
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れ
ば
同
条
に
あ
る
『
裁
判
所
へ
の
出
訴
を
認
め
な
い
:
:
:
そ
の
他
の
高
権
行

為
』
は
所
謂
統
治
行
為
の
外
に
は
想
像
で
き
な
い
。
こ
れ
は
概
括
条
項
が
認

め
ら
れ
た
以
上
今
日
は
統
治
行
為
は
あ
り
得
な
い
と
す
る
説
に
対
し
て
は
非

常
な
反
省
を
要
求
す
る
規
定
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
統
治

行
為
(
司
法
審
査
を
受
け
な
い
高
権
行
為
)
の
存
在
は
法
律
に
よ
っ
て
-
認
め

(

日

)

ら
れ
て
お
る
と
い
え
る
」
。

こ
の
主
張
に
お
い
て
は
、
ま
ず
二
つ
の
点
、
即
ち
、
グ
憲
法
異
議
に
於
い
て

は
基
本
権
〈
い
わ
ゆ
る
手
続
的
基
本
権
と
い
わ
れ
る
も
の
を
含
む
〉
侵
害
が
要

(
臼
〉

件
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

一
九
条
四
項
に
於
て
は
、
単
な
る
基
本
権

(

臼

)

侵
害
の
み
な
ら
ず
す
べ
て
の
権
利
侵
害
が
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
ヘ
ま

た
、
，
「
そ
の
他
の
高
権
行
為
」
と
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
法
律
よ
り
下
位
の
法

規
範
と
解
さ
れ
て
お
り
、

よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
規
範
に
対
す
る
訴
え
の
行
政
裁
判
所
へ
の
出
訴
が
義

一
九
七
六
年
の
行
政
裁
判
所
法
四
七
条
の
改
正
に

務
づ
け
ら
れ
、
従
っ
て
通
常
は
こ
の
出
訴
の
途
が
尽
く
さ
れ
た
後
に
憲
法
異

〈
山
田
〉

議
の
提
起
が
許
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
ヘ
と
い
う
点
に
於
い
て

現
在
修
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
こ
こ
で
の
中
心
問
題
で
あ
る
「
出

訴
の
途
が
開
か
れ
て
い
な
い
そ
の
他
の
高
権
行
為
」
の
解
釈
の
問
題
で
あ
る

が
、
こ
の
規
定
は
西
ド
イ
ツ
で
は
一
般
に
、
い
わ
ゆ
る
統
治
行
為
を
認
め
る
こ

と
を
前
提
に
し
た
規
定
と
は
解
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
単
に
、
「
連
邦

憲
法
裁
判
所
法
九
三
条
一
項
の
意
味
で
の
判
決
と
見
な
さ
れ
え
な
い
高
権
行

為
、
:
:
:
と
り
わ
け
、
形
式
的
意
味
で
の
法
律
の
序
列
を
も
た
な
い
一
般
的
規

(

町

田

〉

(

白

山

〉

範
、
特
に
法
規
命
令
」
、
規
則
、
〈

0
2巳
宮
口
聞
に
よ
る
そ
の
他
の
実
質
的
法
規

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
際
、
「
一
定
の
高
権
行
為
〈
特
に
、
統
治

行
為
)
が
司
法
審
査
に
服
さ
な
い

(
Z
W
Z
Y
E
N
E
E
-
-仲
間
乙
と
い
う
原
則

(
m
w〉

は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
九
三
条
二
項
と
は
関
係
が
な
い
」
と
明
言
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

」
の
こ
と
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

即
ち
、

こ
の
九
三

条
二
項
を
基
本
法
一
九
条
四
項
と
の
関
係
で
解
釈
す
る
場
合
、
九
三
条
二
項

の
「
出
訴
の
途
が
閲
か
れ
て
い
な
い
そ
の
他
の
高
権
行
為
」
が
執
行
府
の
行

為
(
こ
こ
で
は
特
に
統
治
行
為
)
を
さ
す
と
考
え
る
と
す
れ
ば
そ
の
場
合
、

そ
の
よ
う
な
行
為
と
は
一
九
条
四
項
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
故
に
そ
れ
に
対

し
て
「
出
訴
の
途
が
聞
か
れ
て
い
な
い
行
為
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
九

O
条
が
憲
法
異
議
提

起
の
た
め
に
規
定
す
る
要
件
(
個
人
が
公
権
力
に
よ
っ
て
そ
の
基
本
権
《
あ

る
い
は
手
続
的
基
本
権
》
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
要
件
)
が
欠
け
る

こ
と
に
な
り
、
そ
れ
故
、
こ
の
「
そ
の
他
の
高
権
行
為
」
に
対
し
て
は
最
初

か
ら
憲
法
異
議
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
、
こ
の
文
言
は
意
味
の

な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
従
っ
て
こ
の
文
言
を
、
そ
れ
が
意
味
を
持
つ

よ
う
に
解
釈
す
る
と
す
れ
ば
、

」
の
文
言
の
前
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
法

北法34(6・112)1062 



律
」
と
同
様
、
立
法
府
の
行
為
で
あ
る
、
と
し
か
解
釈
で
き
な
い
。
即
ち
、

「
そ
の
他
の
高
権
行
為
」
と
い
う
立
法
行
為
と
は
「
法
律
」
に
該
当
し
な
い

が
し
か
し
実
質
的
に
法
規

(monvg問問
R
乙
で
あ
る
も
の
、

(ω) 

に
な
る
。

と
い
う
こ
と

以
上
で
、
統
治
行
為
論
肯
定
説
に
対
し
て
否
定
説
か
ら
な
さ
れ
る
批
判
の

(2) 

検
討
を
終
る
。

西ドイツに於ける行政裁判権レベルで・の統治行為論

行
政
裁
判
権
レ
ベ
ル
で
の
統
治
行
為
論
に
つ
い
て
い
え
ば
、
現
在
、
否
定

説
が
通
説
で
あ
り
、
他
方
、
肯
定
説
の
影
響
力
は
も
は
や
殆
ど
な
い
。
多
少

極
論
の
き
ら
い
は
あ
る
が
、
統
治
行
為
論
の
現
状
を
表
わ
し
て
い
る
の
は
、

次
の
よ
う
な

F
O
B
S
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。

「
裁
判
所
の
審
査
に
服
さ
な
い
高
権
行
為
と
い
う
概
念
は
、
余
計
な
も
の
で

あ
り
、
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
問
題
提
起
は
見
か
け
だ
け
の
〈
従

門

ω〉

っ
て
、
存
在
し
な
い
)
問
題

G
n
Z吉
宮
D
E
o
g
)
で
あ
る
」
。

(

1

)
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5
〉
こ
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立
場
に
立
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ω
Z
Z
Z括
2
(ち
な
み
に
、
彼
は
、

現
在
で
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
事
で
あ
る
)
は
、
本
件
の
事
例
に
つ

い
て
は
、
原
告
の
主
張
は

l
連
邦
行
政
裁
判
所
が
し
た
よ
う
な
!
、
P

原

告
は
認
可
等
を
求
め
る
主
観
的
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利
を
持
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も
の
で
は
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い
H

と
い
う

理
由
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
領
事
の
認
可
が
統
治
行
為
で
あ
る
こ
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を

理
由
に
、
却
下
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
〈
HWE--ω
・4
8・
)
と
考
え
て
い
る
。

〈

6
〉
何
E•. 

ω・
4N2.

〈
7
)
明・。・

N
o
x
r
p
〈
O】可同白明白ロロぬ
mmo
ユnr再
出
口
品
ぐ
包
}
内
向
吋
円
叩
ny円}同町}百円

〈
O吋丹『担問
-
H
申
立
-
ω
・
5ω
・

〈
8
)
開
可
ミ
自
皆
同
国
¥
同
り
あ
r
F
F
〈
2
4司色丹ロロ岡田間一
2-nr神田岡町田
OR-
同
0
5・

8
2
S
P
E
g
-
ω
-
m吋・

ハ
9
〉
間
三
円
B
mロロ
¥
F
o
r
-
2・
〈
OH唱曲
-zzmω
問。ュ
n
z
s
Eロロロ
m-H-

〉ロ
P
H
U
E
-
∞
-H4∞・

〈
叩
)
開

E-

(日

)MWE--ω
・
5
・

(
ロ
〉
何

3
5
8ロ¥】
1
5
E
2・回
-
P
O
-
-
∞・〉ロ国・・

5
g
-
ω
-
M
mピ・

〈
日
)
問
。
a
p
o
R
-
p
p
。
・
・
∞
-
〉
三
日
・
-

H

由
2
・
ω・
品
∞
∞
・
明
Z
-
u・

(
M
〉
N曲
目
己
申
♂
国
-
阻
・

0
・・

ω-HN少
回
り
Z
・印、吋・

(
市
山

)HN乱開
ro円¥
gロ
。
。
『
同
NOP
担・同

-
P・
M-
〉ロ白・・

5
8・
ω・
5
印・

(
日
山

)
U
2
T
白・白・

0
・・

J可
・
〉
z
p・
5
∞ゲ

ω・
5
2・

(口〉

0
・
F
O
Bロ
N
-
U
R
m
o
n
Z国間口
r
c
R
仏
自
由
切
ロ
円
mmH田
口
口
円
四
品
目
。

北法34(6・113)1063 



3
2
Q
H
H
・
3
4
w的
犯
耗

t-':?;!' r恒弘、__" t-':?;!' ~議案1さ o榊制~æ員約手当':;'1If鍵!と:j!!$ 0

12:Q01lW0<¥R認演時点」判事P州ν':;'12.1J祇q主的 Maunz""" 

1 ・民.\J干ミ社 Q悩胞や:?;!.v 0~1盤側主主醤Jν.:;.t(l (Maunz， M/ 

D/H/S， Art. 62， Rdnr. 4.)0 

Ci:E!) ~J 0~ぶ窓11m←t(l 0:?;!' van Husen， a. a. 0.， S.71. 

(お)Durig， M/D/H/S， Arte 19 N， Rdnr. 24. 

(~) Schomburg， a. a. 0.， S.52f. 

(gj) Stern， Staatsrecht II. S. 691. 

〈宕)Ebd.， S. 333 u. S. 962. 

〈お)Schomburg， a. a. 0.， S. 53. 

C~) Ebd' 

C1il) Wolff/Bachof， a. a. 0.， S.378. 

(認)Forsthoff， a. a. 0.， 2. Aus.， S. 409 f. 

(::g) Schneider， a. a. 0.， S.42任.

〈お)Redeker/von Oertzen， a. a. 0.， 7. Aus.， S.167. 

〈お)Schomburg， a. a. 0.， S.53. 

(思)Ebd.， S. 53 f. 

(訟)Ipsen， Anmerkung， S. 506. 

(SiF) Forstho任， a. a. 0.， S. 408 f. 

(弓)Schomburg， a. a. 0.， S.49. 

(ミわ Ebd. 

(~) Ebd.， S.51. 

(ミわ Ebd. 

Rechtswegsgarantie， 1973， S. 157， FN. 37. V.吋~':?;!

G. Oetl (Grenzen der Gerichtsbarkeit im sozialen Re. 

chtsstaat， S. 21任.)京「ぽ州制調帯主主脳出医尉.1JlI認穿{!JlI0題判

.1J':;'''''潟鍔阻総o酪惚.1J会l安眠←t(l.1J':;'''''話RAJ総理主干司会l非:ぷ

必':;'Aトε、択'i-'線写字!長o種事制製Ue雲寺力持.>促鍵lた特.，l<I窓楼v.隠

Q ν':;'t(lJ .1J.二円R~ t(l O

(虫)Lorenz， a. a. 0.， S. 159 f. 

(~) F. Schomburg， Der "gerichtsfreie Hoheitsakt“der aus-

wartigen Gewalt unter besonderer Berucksichtigung des 

Verwaltungsrechtsschutzes und der Staatshaftung， 1973， 

S.45任.

〈自)Zeitler， a. a. 0.， S.130ff. 

〈尽)H. Ule， Verwaltungsprozesrecht， 7. 

161 f. 

(紛 Wolff/Bachof，Verwaltungsrecht 1. 9. Aus.， 1974， S. 

377ff. 

(自)Schunck/De Clerck， Verwaltungsgerichtsordnung， Kom-

mentar， 2. Aus.， 1967， S. 207 f. 

Cc::';) K. Stern， Verwaltungsprozessuale Probleme in der 

δ任entlichenArbeit， 4. Aus.， S. 27; vgl. auch ders.， Das 

Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland， Bd. 1I， 1980， 

S.691任.

C~) Zeitler， a. a. 0.， S.123. !J吋4ヰ':?;!'

S. 

J.民 fく〈社 Q古:f.，~制

Aus.， 1978， 

ム
ー
ヘ
回

hs



(2) 

(必〉

ω
n
r
z丘
町
♂
同
・
同
・

0
・・

ω・
巴
・
に
よ
れ
ば
、
四
四
条
五
項
と
な
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
四
項
の
誤
り
で
あ
る
。

(組制〉初日比・

(

円

山

)

何

σ仏・

ハ
岬
叩
〉
開

E
-
h・
8
・

(柏田〉

ωnroBσ
日
間
・
同
-
同
・

0
・・

ω・品∞・

〈
印
〉
同

WE・

ハ
日
)
何

E-

(
臼
)
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
肯
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
論
理
的
に
は
、
基

本
法
一
九
条
四
項
の
例
外
を
基
本
法
改
正
に
よ
っ
て
新
た
に
規
定
す
る

こ
と
も
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
例
外
を
規
定
す
る
場

合
、
そ
れ
が
合
理
的
理
由
を
持
ち
ま
た
基
本
的
に
反
し
な
い
等
の
制
限

は
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
(
回
話
止

の開

8
・H

《

N
品
開
・
》
)
は
二
九
六
人
年
の
基
本
法
改
正
で
新
た
に
規
定

さ
れ
た
本
文
前
述
の
一

O
条
二
項
二
段
に
つ
い
て
、
そ
の
こ
と
を
一
定

の
限
定
つ
き
で
肯
定
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
同
判
決
の
少
数
意
見

(
切
志
氏
C
H
W
U
0
・
H

《

ω
u
a
・
》
)
は
、
同
条
項
が
七
九
条
三
項
に
違
反
し

無
効
で
あ
る
と
す
る
。
岡
田
目
、
巧
D-R¥凶由
nroh・回・白・
0
・・

ω-U叶∞
u

d
巴・

ω
n
r
o
Bゲロ円ぬる・同・。・・

ω-AHArH12・
H・

(臼〉

H122YOR・同-白・

9
・
ω・
8
斗・

(臼〉

ωnroBrza-
同-曲・。・・

ω・印品・

(
白
山
〉
一
九
条
四
項
は
、
個
人
の
権
利
保
護
の
た
め
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て

お
り
、
こ
の

ω
n
g
g
z
a
の
よ
う
に
こ
の
条
項
に
憲
法
保
障
機
能
を

西ドイツに於ける行政裁判権レベノレでの統治行為論

も
見
る
見
解
は
稀
で
あ
ろ
う
。

(回〉

ω
n
r
o
Bゲロ円同・同-白・。・・

ω・日印・

(

町

出

〉

開

E-

(
団
)
何
V
L
・

(
印
)
開

E
・

(印〉

N
a己
O
F
恒・由・

0
・・

ω・
5
r
原
著
書
を
入
手
で
き
ず
、
こ
の
こ
と

の
当
否
の
確
認
は
し
て
い
な
い
。
〈
手
当
・

0
即
日
常
♂
関
O
B
B
E
E

E
B
W
C邑
g
a同時国回国民国間国間
B
o
g
-
呂町
M
-

〉
回
目
-
m
g
抑留・

(
m
m
〉
山
田
準
次
郎
「
統
治
行
為
に
つ
い
て
」
、
公
法
研
究
第
一
一
一
一
号
(
一

九
五
六
年
)
、
一
二
六
頁
以
下
。

(
臼
)
基
本
法
九
三
条
一
項
四

a
号。

(
臼
〉
口
出
岡
山
m-
宮
¥
ロ
¥
出
¥ω
・
〉
え
・
昌
司
・
】
窓
口
同
・

ωω
・

(
M
m
〉
宮
E
E
¥
ω
n
r
E
E
T恩師
F
g
g
c
¥
E
aロ
¥
呂
田
g
o
p
(以
下
で
、

冨
¥ωl切
¥
同
内
¥
己
と
引
用
)
切
E
E
2
5同町恒国田口ロ問問問。門戸口
r
g問。
g
F

H由選・

2
0・
E
R
-
N
O
N
R
H
M
0
2
m
L
D
N
N
P
曲
-
P
O
-
-
ω
-
H
S
-

H
M
E
E
D
N
E
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
行
政
裁
判
所
へ
の
出
訴
の
途
が

尽
く
さ
れ
た
後
で
初
め
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
へ
の
出
訴
の
途
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
は
な
い
。
し
か
し
、

連
邦
議
会
に
於
け
る
同
改
正
法
に
つ
い
て
の
政
府
の
提
案
理
由
に
於
い

て
は
、
そ
の
こ
と
を
是
認
す
る
立
法
趣
旨
の
説
明
が
な
さ
れ
た
と
い
わ

れ
る

(
F∞
E
C
N
S
-
白・白・

9
・
ω
-
H
8・
町
一
2
・
ロ
由
・
)
。

(
伍
〉
出
・
戸
onrロ
2
・
切
ロ
ロ
仏
2
5同町
g
Eロ
mm問。江
n
y
g問
2
2
p
ω
・
〉
cp-

HU叶
ω"ω
・
ω吋
也

u
y向
¥ω1切¥同内
¥C-
阻・由・。・・曲

8
・
初
与
ロ
ア
品
印
・

北法34(6・115)1065 



研究ノート

ハ
伺
V
H
v
g件同
-cNNP
同
・
白
・

0
・・

ω・
∞
叶
・

(
訂
〉
冨
¥
ω
l切
¥
附
内

¥
C
-
p
m・

o・-
m
申

ω・
岡
山
仏
口
同

-
A片山・

(
伺
)
N
O
F昨
日
開
♂
釦
-
釦
・

0
・・

ω
-
H
ω
N・

(
伺
)
F
q窓
口
♂
白
・
白
・
。
.
‘

ω・
同
町
山
戸

北法34(6・116)1066 



Vol. 34 No.6 (1984) 

Die Theorie der sog. gerichtsfreien Regierungsakte 

im Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

in der Bundesrepublik Deutschland (2) 

Tadanoriお1AKINO*

lnhaltsverzeichnis : 

O. Einleitung 

0.1 Fragestellung 

0.2 Terminologische Probleme 

0.3 Theorie der sog. gerichtsfreien Regierungsakte vor der Zeit des 

Grundgesetzes 

1. Einfuhrung der verwaltungsgerichtlichen Genera1klausel im Grund. 

gesetz und umfassende Kompetenz d巴sBundesverfassungsgerichts 

(Bd. 34， Heft 3/4) 

2. Entwicklung im Schrifttum 

2.1 Erste Periode (Die Zeit nach Ende des Zweiten Welt】{riegsbis 

zur achten Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatslehrer 

1949) 

2.2 Zweite Periode (Die Zeit nach der achten Tagung der Vereinig. 

ung der Deutschen Staatslehrer 1949 bis zur Meinungsaus氾rung

Durigs 1958) 

2.3 Dritte Periode (Die Zeit nach der Meinungsauserung Durigs 1958 

bis heute) 

CIn diesem Heft; Fortsetzung im nachsten Heft) 

* Doktorand an der juristischen Fakultat der Universitat Hokkaido 

xm ~t法34 (6・130)1080 


