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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
参
加
（Partizipation

）」
の
概
念
に

焦
点
を
当
て
、
そ
の
学
説
史
的
検
討
を
行
う
こ
と
を
通
じ
て
、
公
法
学
の

立
場
か
ら
参
加
を
法
的
に
根
拠
付
け
る
た
め
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
を
目

標
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
参
加
」、
殊
に
「
住
民
参
加
」
ま
た
は
「
市
民
参
加
」
と
い
う
テ
ー
マ

は
、
主
に
政
治
学
や
社
会
学
を
主
戦
場
と
し
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た

も
の
で
あ
る
。
他
方
、
公
法
学
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
法
的

な
問
題
と
し
て
取
り
扱
う
か
に
つ
い
て
、
方
向
性
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に

な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
こ
の
点
に
着
目
し
、
特
に
法

解
釈
的
な
視
点
か
ら
、「
参
加
」
の
公
法
学
的
な
意
義
の
探
究
を
試
み
る

も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
本
稿
は
、
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
「
参
加

（Partizipation

）」
を
め
ぐ
る
議
論
を
題
材
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由

は
、
我
が
国
の
行
政
法
学
が
主
と
し
て
比
較
法
研
究
の
対
象
と
し
、
そ
の

行
政
法
の
体
系
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
き
た
ド
イ
ツ
行
政
法
学
に
お
い

て
も
、「
参
加
」
を
い
か
に
し
て
法
的
な
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
、
分
析

す
る
か
に
つ
い
て
、
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
と
い
う
点
に
求
め

ら
れ
る
。

　

以
下
で
は
ま
ず
、我
が
国
の
公
法
学
に
お
け
る
参
加
の
議
論
に
つ
い
て
、

そ
の
議
論
状
況
を
簡
潔
に
確
認
し
、本
稿
の
背
景
を
明
ら
か
に
す
る（
一
）。

次
い
で
、「
参
加
（Partizipation

）」
概
念
を
め
ぐ
っ
て
、
ド
イ
ツ
公
法

学
と
の
比
較
研
究
を
行
う
上
で
、
我
が
国
の
先
行
研
究
と
の
関
係
を
確
認

し
な
が
ら
本
稿
の
目
標
を
設
定
す
る
（
二
）。
そ
し
て
最
後
に
、
本
論
に

入
る
前
に
、
本
稿
が
主
題
と
す
る
ド
イ
ツ
の
「
参
加
（Partizipation

）」

の
概
念
に
つ
い
て
若
干
の
説
明
を
加
え
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
（
三
）。

　

一　

本
稿
の
背
景

　

ま
ず
、
本
稿
と
先
行
研
究
と
の
関
係
、
そ
し
て
本
稿
の
問
題
関
心
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
我
が
国
の
公
法
学
に
お
け
る
参
加
論
を
分

析
す
る
上
で
避
け
て
は
通
れ
な
い
の
が
、
小
高
剛
教
授
、
そ
し
て
田
村
悦

一
教
授
に
よ
る
業
績
で
あ
ろ（

１
）う

。
両
教
授
の
議
論
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き

点
は
、
住
民
参
加
の
機
能
を
明
ら
か
に
し
、
参
加
機
会
を
拡
大
す
る
必
要

性
を
根
拠
付
け
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
教
授
は
、「
手
続
形
式

保
障
機
能
」、「
情
報
収
集
機
能
」、「
説
得
的
機
能
」、「
権
利
利
益
保
護
機

能
」、「
争
点
整
理
機
能
」、「
行
政
の
遂
行
促
進
機（

２
）能

」、
あ
る
い
は
、「
民

主
化
機
能
」、「
人
権
保
障
機
能
」、「
行
政
運
営
の
合
理
性
を
担
保
す
る

機（
３
）能

」
な
ど
と
い
っ
た
形
で
、
住
民
参
加
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
側
面
を
説
明

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
機
能
が
住
民
参
加
の
制
度
設
計
に
際
し

て
、
実
務
上
で
少
な
か
ら
ず
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
否
定
し
が
た
い
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事
実
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
機
能
を
〝
法
的
な
〟
視
点
か
ら
説
明
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
と
い
え
ば
、
困
難
を
伴
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
上
述
の

機
能
は
、
一
見
す
る
と
い
わ
ば
行
政
学
的
、
社
会
学
的
、
あ
る
い
は
政
治

学
的
な
議
論
の
成
果
で
あ
る
と
い（

４
）え

、
そ
れ
を
法
律
論
と
し
て
展
開
す
る

際
に
は
、
各
々
の
位
置
づ
け
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、

「
こ
れ
ら
の
機
能
の
必
要
性
は
、
ど
の
よ
う
な
法
原
理
・
法
原
則
か
ら
根

拠
付
け
ら
れ
る
の
か
」、
あ
る
い
は
、「
参
加
機
会
の
拡
充
は
、
行
政
決
定

に
い
か
な
る
（
法
的
な
）
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
の
か
」
と
い
っ
た
点
が
、

必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

上
記
の
疑
念
は
、
こ
れ
ら
の
住
民
参
加
の
機
能
を
否
定
す
る
も
の
で
も

な
け
れ
ば
、
住
民
参
加
の
必
要
性
を
否
定
す
る
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、〝
公
法
学
〟
が
参
加
論
を
取
り
扱
う
以
上
は
、
同
時
に
、
住
民

参
加
が
〝
法
的
に
〟
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
の
か
と
い
う
点
に
焦
点
を

当
て
、
さ
ら
に
掘
り
下
げ
た
分
析
を
進
め
る
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
学
界
に
お
い
て
も
「
参
加
」、「
住
民
参
加
」、「
市
民

参
加
」
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
お
お
よ
そ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
る
と
み

え
る
以（

５
）上

、
そ
の
必
要
性
を
〝
公
法
学
の
立
場
か
ら
〟
根
拠
付
け
、
説
明

す
る
こ
と
に
は
、
一
定
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ

れ（
６
）る

。

　

我
が
国
に
お
け
る
参
加
論
に
つ
い
て
、
か
つ
て
小
高
教
授
は
、
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
住
民
参
加
に
は
権
利
保
護
の
モ
メ
ン
ト
と
民
主
制
な
い
し
民
主
主
義

の
モ
メ
ン
ト
が
あ
り
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
行
政
法
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は

前
者
に
傾
斜
し
た
行
政
手
続
法
論
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
、
政
治
学
的

ア
プ
ロ
ー
チ
は
後
者
に
傾
斜
し
た
住
民
運
動
論
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
す

る
一
般
的
な
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ（

７
）る

」。

　

そ
し
て
、
宮
田
三
郎
教
授
も
ま
た
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
住
民
参
加
は
、〔･･･

〕
通
常
い
わ
れ
る
民
意
の
反
映
す
な
わ
ち
民
主

的
要
請
と
し
て
の
住
民
参
加
と
い
う
理
解
と
法
治
国
的
権
利
保
護
と
い
う

視
点
か
ら
の
住
民
参
加
と
い
う
理
解
と
で
は
、
住
民
参
加
の
理
由
づ
け
と

そ
の
構
成
を
異
に
す
る
と
い
う
点
に
留
意
し
た
い
。
権
利
保
護
機
能
と
し

て
の
早
期
の
住
民
参
加
の
分
析
こ
そ
、
行
政
法
学
に
お
け
る
住
民
参
加
に

つ
い
て
の
最
も
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な（

８
）い

」。

　

上
記
の
指
摘
が
示
す
通
り
、伝
統
的
な
行
政
法
学
の
立
場
か
ら
す
る
と
、

参
加
の
問
題
は
権
利
保
護
の
問
題
と
結
び
つ
け
ら
れ
や
す
い
と
い
う
傾
向

が
あ
り
、そ
し
て
ま
た
、そ
れ
が
重
要
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
他
方
、

こ
れ
を
民
主
主
義
や
住
民
自
治
の
観
点
か
ら
法
律
論
と
し
て
展
開
し
よ
う

と
試
み
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
い
か
に
し
て
根
拠
付
け
る
か
が
問
題
と
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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こ
の
点
に
つ
い
て
、
我
が
国
に
お
い
て
有
益
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る

の
が
、
人
見
剛
教
授
で
あ
る
。
人
見
教
授
は
、
意
思
形
成
過
程
へ
の
参
加

を
「
権
利
防
御
型
参
加
」
と
「
民
主
主
義
的
参
加
」
に
区
別
す（

９
）る

。
そ
の

上
で
、「
権
利
防
御
型
参
加
」
と
し
て
の
参
加
権
が
成
り
立
た
な
い
場
合
、

す
な
わ
ち
一
定
の
利
害
関
係
や
基
本
権
か
ら
は
参
加
権
を
根
拠
付
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、「
民
主
主
義
的
参
加
」と
し
て「
国
民
主
権（
憲

法
一
条
）
と
結
び
つ
い
た
民
主
主
義
の
要
請
、
あ
る
い
は
憲
法
九
二
条
の

『
地
方
自
治
の
本
旨
』
に
含
意
さ
れ
た
住
民
自
治
の
原

）
（1
（

理
」
か
ら
参
加
権

を
根
拠
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
と
い
う
議
論
を
展
開
し
て
い

）
（（
（

る
。

　

た
だ
し
、
参
加
権
を
上
記
の
よ
う
に
根
拠
付
け
る
と
い
う
方
向
性
に
つ

い
て
異
論
が
な
い
と
し
て
も
、
参
加
の
憲
法
上
の
根
拠
が
完
全
に
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
参
加
の
拡
大
は
、
単

に
「
憲
法
上
望
ま
し
い
」
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
、「
法
解
釈
上

の
考
慮
事
由
と
な
り
う
る
」
の
か
。
そ
し
て
、
参
加
が
「
憲
法
上
望
ま
し

い
」
の
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
い
て
、
ど
の
程
度
に
ま
で

拡
大
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
の
か
。
ま
た
、
参
加
が
「
法
解
釈
上
の

考
慮
事
由
と
な
り
う
る
」
の
で
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
局
面
に
お
い
て
、
い

か
な
る
法
原
理
に
基
づ
い
て
、
法
解
釈
に
あ
た
っ
て
考
慮
さ
れ
る
の
か
。

上
記
の
点
を
、よ
り
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
必
要
性
が
残
さ
れ
る
。
ま
た
、

例
え
ば
自
治
の
領
域
に
認
め
ら
れ
う
る
よ
う
な
、
事
実
上
の
決
定
権
に
近

い
強
力
な
参
加
権
に
つ
い
て
は
、
か
え
っ
て
憲
法
原
理
（
主
と
し
て
民
主

政
原
理
）
に
抵
触
す
る
危
険
性
を
も
孕
む
も
の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
原
理

と
の
関
係
で
参
加
が
い
か
な
る
位
置
づ
け
に
あ
り
、
そ
し
て
い
か
な
る
場

合
に
違
憲
で
あ
る
と
の
疑
念
が
生
じ
る
の
か
も
ま
た
、
問
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
参
加
の
限
界
を
考
察
す
る
た
め
に
も
、
参
加

の
憲
法
上
の
根
拠
に
つ
い
て
よ
り
深
く
掘
り
下
げ
る
、
理
論
的
な
検
討
が

必
要
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る

参
加
論
の
展
開
を
題
材
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た

め
の
手
が
か
り
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

二　

本
稿
の
課
題

　

ド
イ
ツ
法
を
題
材
と
す
る
本
稿
の
先
行
研
究
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の

と
し
て
は
、
村
上
武
則
教

）
（1
（

授
、
宮
田
三
郎
教

）
（1
（

授
、
篠
原
巌
教

）
（1
（

授
、
小
山
正

善
教

）
（1
（

授
ら
に
よ
る
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
公

法
学
に
お
け
る
参
加
論
の
紹
介
・
分
析
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
ま
た
、
一

九
九
〇
年
代
に
は
ド
イ
ツ
の
営
造
物
に
お
け
る
参
加
に
つ
い
て
理
論
的
な

紹
介
・
分
析
を
行
っ
た
大
久
保
規
子
教

）
（1
（

授
に
よ
る
研
究
、
そ
し
て
近
年
に

お
い
て
は
、「
市
民
参
加
」
を
主
に
民
主
主
義
（「
民
主
化
」
あ
る
い
は
「
民

主
的
正
統
化
」）
の
観
点
か
ら
理
論
的
に
検
討
し
た
野
田
崇
教

）
（1
（

授
に
よ
る
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研
究
な
ど
、
優
れ
た
先
行
研
究
が
存
在
す
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
本
稿
の

後
半
に
お
い
て
主
題
と
さ
れ
る
市
民
参
加
の
正
統
化
機
能
に
関
し
て
は
、

ド
イ
ツ
の
（
民
主
的
）
正
統
化
の
理
論
枠
組
み
を
検
討
す
る
も
の
が
多
数

存
在
し
て
お

）
（1
（

り
、
こ
れ
ら
も
本
稿
と
の
関
係
で
重
要
な
先
行
研
究
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き

）
（1
（

る
。

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
先
行
研
究
が
多
く
存
在
す
る
中
で
、
本
稿
の
特

徴
は
、
次
の
よ
う
な
点
に
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
が
、
一
九
七

〇
年
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
参
加
論
の
理

論
的
な
変
遷
に
焦
点
を
当
て
た
、
学
説
史
的
検
討
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
参
加
論
に
関
す
る
多
く
の
先
行
研
究
は
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ

公
法
学
の
一
時
代
に
お
け
る
議
論
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
っ
た
。
本

稿
は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
の
参
加
論
を
検
討
し
て

い
く
中
で
、「
参
加
の
正
統
化
機
能
」
に
―
―
参
加
論
の
観
点
か
ら
も
正

統
化
論
の
観
点
か
ら
も
―
―
価
値
が
見
出
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
着
目

し
、
主
と
し
て
こ
れ
に
光
を
当
て
な
が
ら
、
参
加
に
認
め
ら
れ
う
る
法
的

な
意
義
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

　
「
参
加
（Partizipation

）」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
で
は

公
法
学
に
お
い
て
も
一
九
七
〇
年
代
に
活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
た

も
の
の
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
を
過
ぎ
た
頃
か
ら
議
論
が
下
火
と
な
る
な

ど
、
浮
き
沈
み
が
激
し
い
テ
ー
マ
で
も
あ

）
11
（

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
代
に

お
い
て
参
加
を
議
論
す
る
必
要
性
は
依
然
と
し
て
失
わ
れ
て
お
ら
ず
、
近

年
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
社
会
現
象
を
背
景
と
し
て
、
参
加
を
め
ぐ
る
議

論
が
再
び
活
発
化
し
て
い

）
1（
（

る
。
そ
こ
で
は
参
加
の
機
能
、
と
り
わ
け
「
参

加
の
正
統
化
機
能
」
が
近
年
の
民
主
的
正
統
化
論
と
の
関
係
で
注
目
を
集

め
て
お
り
、こ
れ
を
無
視
し
て
参
加
を
語
る
こ
と
は
難
し
い
状
況
に
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
参
加
論
と
正
統
化
論
が
ど
の
よ
う
な
議
論
を
経
て
結
び

つ
く
に
い
た
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、
か
つ
て
の
参
加
を
め
ぐ
る
議
論
が
現

在
の
参
加
や
正
統
化
を
め
ぐ
る
議
論
に
ど
の
よ
う
な
理
論
的
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
現
代
に
お
け
る
「
参
加
の
正
統

化
機
能
」
の
可
能
性
を
理
論
的
に
探
究
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
以
上
の
よ

う
な
内
容
か
ら
し
て
、
本
稿
は
、
正
統
化
論
に
お
け
る
個
別
的
な
研
究
と

し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
、
現
在
で
は
、
公
法
学
に
お
い
て
参
加
に
関
わ
る
文
献
は
無
数
に

存
在
し
て
お
り
、
そ
の
全
て
網
羅
的
に
検
討
す
る
こ
と
は
当
然
不
可
能
で

あ
り
、
ま
た
、
本
稿
の
関
心
に
沿
っ
た
適
切
な
研
究
手
法
で
あ
る
と
も
思

わ
れ
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
に
お
い
て
、
各
時
代
に
お

け
る
参
加
に
と
っ
て
解
釈
論
的
な
観
点
か
ら
重
要
な
意
味
を
持
つ
ド
イ
ツ

の
論
稿
を
い
く
つ
か
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
土
台
と
し
て
検
討
を

加
え
て
い
く
と
い
う
形
式
を
取
る
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
を
繰
り
返
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
の
議
論
の
新
規
性
や
問
題
点
、
限
界
な
ど
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を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、
参
加
に
正
統
化
機
能
を
認
め

よ
う
と
す
る
学
説
が
な
ぜ
発
展
し
て
き
た
の
か
、
そ
し
て
正
統
化
機
能
を

認
め
る
学
説
は
参
加
の
ど
の
よ
う
な
特
徴
に
法
的
意
義
を
見
出
そ
う
と
し

て
き
た
の
か
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

三　
「
参
加
（Partizipation
）」
の
概
念

　

さ
て
、
本
論
に
入
る
前
に
、
本
稿
が
主
た
る
検
討
の
対
象
と
す
る
参
加

（Partizipation

）
の
概
念
に
つ
い
て
、
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
こ
の
概
念
は
、ド
イ
ツ
に
お
い
て
「
発
見
的
概
念
（heuristischer 

Begriff

）
11
（

）」、
あ
る
い
は
、
現
代
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
鍵
概
念
（Schlüssel-

begriff

）」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
一
つ
で
あ

）
11
（

り
、
社
会
学
や
政
治
学

と
い
っ
た
隣
接
学
問
と
の
対
話
を
可
能
に
す
る
概
念
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
）
11
（

る
。
他
方
で
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
公
法
学
が
こ
の
概
念
に
対
し

て
明
確
な
定
義
を
与
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
し
て
必
ず
し
も
適
切

で
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ

）
11
（

る
。
し
か
し
、
本
稿
の
主
た
る
対
象
で
あ
る

以
上
は
、
便
宜
上
、
一
定
程
度
の
輪
郭
を
示
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
「
参
加
（Partizipation

）」
と
い
う
概
念
は
、
一
般
に
は
「
聴
聞

（A
nhörung

）」
の
よ
う
な
権
利
保
護
を
主
軸
と
す
る
も
の
よ
り
は
、
む

し
ろ
討
議
（Eröterung

）
な
ど
と
い
っ
た
、
行
政
決
定
の
意
思
形
成
に

影
響
力
を
及
ぼ
す
と
い
う
こ
と
に
焦
点
の
あ
る
、
民
主
主
義
的
な
含
意
の

あ
る
概
念
で
あ

）
11
（

る
。
こ
の
こ
と
は
、「
参
加
」
と
い
う
概
念
が
、そ
れ
を
「
民

主
化
（D
em

okratisierung

）」
の
概
念
な
ど
と
結
び
つ
け
て
論
じ
て
き

た
社
会
学
や
政
治
学
な
ど
の
領
域
か
ら
輸
入
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ

と
と
結
び
つ
く
。

　

よ
り
具
体
的
に
み
る
と
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト－

ア
ス
マ
ン
（Eberhard 

Schm
idt-A

ßm
ann

）
は
、「
参
加
（Partizipation

）
と
は
、
特
別
な

方
法
で
、
一
定
の
決
定
に
関
わ
る
利
害
関
係
者
の
関
与
（Beteiligung

）

で
あ

）
11
（

る
」
と
い
っ
た
説
明
を
し
て
い
る
。
こ
の
定
義
が
含
意
す
る
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
法
律
等
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
て
お
り
、
利
害
関
係
者
の
範

囲
が
特
定
さ
れ
て
い
る
関
与
の
形
式
が
参
加
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
法
的
な
制
度
化
を
伴
わ
な
い
住
民
運
動
な
ど
は
一
般

に
こ
の
射
程
外
に
あ
る
。

　

ま
た
、
ロ
ッ
セ
ン－

シ
ュ
タ
ッ
ト
フ
ェ
ル
ト
（H

elge Rossen-

Stadtfeld

）
は
、
参
加
の
概
念
を
関
与
の
概
念
と
比
較
し
つ
つ
、
以
下
の

よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
参
加

3

3

（Partizipation

）
と
は
、

3

3

強
め
ら
れ
た
関
与

3

3

3

3

3

3

3

（verstärkte Beteiligung

）
で
あ
る

3

3

3

。
そ
れ
は
、

行
政
目
標
の
展
開
、
選
択
、
詳
細
な
規
定
化
、
そ
し
て
必
要
で
あ
れ
ば
必

要
と
な
る
修
正
に
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
の
機
会
や
、
し
か
し
ま
た
、
実
現

の
道
の
り
や
手
段
、ス
ピ
ー
ド
を
共
同
決
定
す
る
た
め
の
機
会
を
も
開
く
。

〔
参
加
と
関
与
の
概
念
の
―
―
訳
者
註
〕
境
界
は
依
然
と
し
て
不
鮮
明
な
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も
の
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
関
与
は
、
主
張
、
承
認
、
そ
し
て

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
目
標
と
し
、
参
加
は
、
そ
れ
を
越
え
て
、
共
同

3

3

形
成
や（
支
配
へ
の
）配
分
参
加

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

を
目
標
と
す
る
」（
強
調
は
原

）
11
（

文
に
よ
る
）。

つ
ま
り
、
参
加
の
概
念
は
関
与
の
概
念
よ
り
も
内
容
に
影
響
を
及
ぼ
す
と

い
う
意
味
で
の
強
い
含
意
を
有
し
て
お
り
、我
が
国
で
い
う
と
こ
ろ
の「
民

主
主
義
的
参
加
」
に
、
概
念
的
に
は
非
常
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
理
解
し

て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ

）
11
）（
11
（

う
。

　

非
常
に
断
片
的
な
記
述
に
と
ど
ま
る
が
、
以
上
を
さ
し
あ
た
っ
て
の
前

提
と
し
て
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

（
１
）
小
高
剛
『
住
民
参
加
手
続
の
法
理
』（
有
斐
閣
、一
九
七
七
年
）、

田
村
悦
一
『
住
民
参
加
の
法
的
課
題
』（
有
斐
閣
、二
〇
〇
六
年
）。

（
２
）
小
高
・
前
掲
註
（
１
）
一
七
八
頁
以
下
。

（
３
）
田
村
・
前
掲
註
（
１
）
五
頁
以
下
。

（
４
）
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
こ
う
し
た
指
摘
と
し
て
、A

ndreas 
Fisahn, D

em
okratie und Ö

ffentlichkeitsbeteiligung, 
2002, S. 1:

「
あ
ら
ゆ
る
注
釈
に
お
い
て
み
ら
れ
る
の
は
、『
公
衆

参
加
の
機
能
』
に
関
す
る
定
型
的
で
冗
長
な
論
述
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
法
学
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
相
当
奇
妙
に
感
じ
ら

れ
る
。
と
い
う
の
も
、
機
能
に
関
す
る
問
題
は
、
法
学
的
な
問
題

と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
社
会
学
的
な
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
」。

（
５
）
我
が
国
の
教
科
書
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
参
加
手
続
を
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
に

つ
い
て
、
意
見
が
一
致
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ
る
。

そ
の
中
で
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
大
橋
洋
一
教
授
が
市
民
参
加
を

行
政
法
の
一
般
原
則
と
し
て
位
置
づ
け
、
説
明
し
て
い
る
こ
と
で

あ
ろ
う
（
大
橋
洋
一
『
行
政
法
Ⅰ 

現
代
行
政
過
程
論
〔
第
三
版
〕』

〔
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
〕
五
四
頁
。
な
お
、
第
四
版
〔
二
〇
一

九
年
〕
で
は
関
連
す
る
記
述
が
一
部
削
減
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

一
般
原
則
と
し
て
の
理
解
は
維
持
さ
れ
て
い
る
）。
た
だ
、
日
本

に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
説
明
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
、
更
な
る
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
フ
ラ

ン
ス
法
に
目
を
向
け
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
「
環
境
に
重
大
な
影

響
を
及
ぼ
す
事
業
活
動
が
行
わ
れ
る
場
合
」
に
は
、「
参
加
原
則

（principe de participation

）」
に
よ
り
「
事
業
計
画
の
形
成
過

程
に
お
い
て
公
衆
参
加
の
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

さ
れ
て
お
り
（
久
保
茂
樹
「
大
規
模
公
共
事
業
と
早
期
の
公
衆
参

加
手
続
」
青
山
法
学
論
集
〔
青
山
学
院
大
学
〕
五
一
巻
一
＝
二
号

〔
二
〇
〇
九
年
〕
八
四
頁
以
下
）、
参
加
原
則
が
一
般
的
な
法
原
則

と
し
て
妥
当
し
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。

（
６
）
参
加
手
続
に
つ
い
て
、
日
本
に
お
け
る
議
論
を
中
心
に
整
理
・

検
討
す
る
近
年
の
論
稿
と
し
て
、
参
照
、
山
田
健
吾
「
環
境
行
政

領
域
法
に
お
け
る
参
加
手
続
の
適
正
化
に
つ
い
て
」法
政
論
集（
名
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古
屋
大
学
）二
七
七
号（
二
〇
一
八
年
）一
四
五
頁
以
下
。
ま
た
、

小
高
教
授
は
、「
行
政
手
続
が
は
た
す
社
会
的
、
現
実
的
機
能
に

対
す
る
社
会
的
評
価
の
変
化
に
即
応
し
て
、
参
加
手
続
が
考
察
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
（
小
高
剛
「
行

政
手
続
と
参
加
」
雄
川
一
郎
ほ
か
編
『
現
代
行
政
法
体
系
第
三
巻 

行
政
手
続
・
行
政
監
察
』〔
有
斐
閣
、一
九
八
四
年
〕
一
〇
二
頁
）。

こ
の
よ
う
な
社
会
的
・
現
実
的
機
能
、
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
社

会
的
評
価
を
、
公
法
学
は
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
も
っ
て
す

れ
ば
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
こ
の
点
も
ま
た
、
本
稿

の
課
題
と
関
わ
る
点
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
７
）
小
高
剛「
住
民
参
加
」成
田
頼
明
編『
行
政
法
の
争
点〔
新
版
〕』

（
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
年
）
一
一
五
頁
。
も
っ
と
も
、
同
論
文
・

一
一
四
頁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
か
つ
て
の
我
が
国
に
お
け
る
住

民
参
加
論
は
、
ド
イ
ツ
行
政
法
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
行
政
法
の

影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
た
と
い
う
点
も
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

（
８
）
宮
田
三
郎
『
行
政
計
画
法
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
四
年
）

二
〇
一
頁
（
初
出
：
一
九
八
〇
年
）。

（
９
）
人
見
剛
「
住
民
自
治
の
現
代
的
課
題
」
同
『
分
権
改
革
と
自
治

体
法
理
』（
敬
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
一
九
三
頁
以
下
（
初
出
：

二
〇
〇
〇
年
）。
さ
ら
に
、「
権
利
防
御
型
参
加
」
は
、「
適
正
手

続
的
参
加
」
と
「
基
本
権
的
参
加
」
に
区
別
さ
れ
る
（
参
照
、
同

「
都
市
住
民
の
参
加
と
自
律
」
同
書
・
二
〇
六
頁
以
下
〔
初
出
：

一
九
九
三
年
〕）。
我
が
国
の
学
説
に
お
け
る「
権
利
防
御
型
参
加
」

と
「
民
主
主
義
的
参
加
」
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
⻆
松

生
史
「
決
定
・
参
加
・
協
働－

市
民
／
住
民
参
加
の
位
置
づ
け
を

め
ぐ
っ
て
」
新
世
代
法
政
策
学
研
究
（
北
海
道
大
学
）
四
号
（
二

〇
〇
九
年
）
六
頁
以
下
、
山
下
竜
一
「
市
民
参
画
」
高
橋
信
隆
ほ

か
編
『
環
境
保
全
の
法
と
理
論
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇

一
四
年
）
一
八
六
頁
以
下
も
参
照
。

（
10
）
人
見
剛
「
都
市
住
民
の
参
加
と
自
律
」
同
『
分
権
改
革
と
自
治

体
法
理
』（
敬
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
二
一
三
頁
。

（
11
）
こ
の
議
論
は
地
方
自
治
の
局
面
が
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は

あ
る
が
、
十
分
に
一
般
的
な
議
論
と
し
て
の
通
用
力
を
有
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
も
含
め
、
山
下
・
前
掲
註
（
９
）
一
八

六
頁
以
下
を
参
照
。

（
12
）
村
上
武
則
「T

eilhabe

（
配
分
参
加
）
に
つ
い
て
」
同
『
給
付

行
政
の
理
論
』（
有
信
堂
高
文
社
、
二
〇
〇
二
年
）
三
〇
二
頁
以

下
（
初
出
：
一
九
七
八
年
）。

（
13
）
宮
田
・
前
掲
註
（
８
）
一
九
六
頁
以
下
。

（
14
）
篠
原
巌
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
参
加
論
の
理
論
動
向
」
長
谷
川

正
安
編
『
現
代
国
家
と
参
加
』（
法
律
文
化
社
、
一
九
八
四
年
）

二
五
一
頁
以
下
。

（
15
）
小
山
正
善「
行
政
法
学
に
お
け
る『
参
加
』に
関
す
る
一
考
察
」

山
口
経
済
学
雑
誌
（
山
口
大
学
）
三
四
巻
六
号
（
一
九
八
五
年
）

六
三
三
頁
以
下
。
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（
16
）
大
久
保
規
子
「
営
造
物
と
利
益
集
団
の
多
元
的
参
加
」
一
橋
論

叢
（
一
橋
大
学
）
一
〇
八
巻
一
号
（
一
九
九
二
年
）
一
〇
四
頁
以

下
。

（
17
）
野
田
崇
「
市
民
参
加
の
『
民
主
化
』
機
能
に
つ
い
て
」
法
と
政

治
（
関
西
学
院
大
学
）
六
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
頁
以
下
、

同
「
大
規
模
施
設
設
置
手
続
と
市
民
（
一
）（
二
・
完
）」
法
と
政

治
（
関
西
学
院
大
学
）
六
五
巻
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
頁
以
下
、

六
五
巻
三
号
（
二
〇
一
四
年
）
四
七
頁
以
下
。
特
に
前
者
は
、
市

民
参
加
の
「
民
主
化
」
機
能
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
、
権
利
保
護
機

能
な
ど
と
区
別
し
う
る
固
有
の
内
容
や
意
義
が
あ
る
の
か
が
明
ら

か
で
は
な
い
と
の
問
題
意
識
か
ら
出
発
し
て
お
り
、
本
稿
の
問
題

関
心
と
の
大
き
な
共
通
性
が
あ
る
。

（
18
）
ド
イ
ツ
の
（
民
主
的
）
正
統
化
の
議
論
を
取
り
扱
う
論
稿
に
つ

い
て
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
と
り
わ
け
、
日
野
田
浩
行
「
行
政

の
民
主
的
正
統
化
に
関
す
る
憲
法
的
考
察
（
一
）」
久
留
米
大
学

法
学
（
久
留
米
大
学
）
三
四
巻
（
一
九
九
九
年
）
一
頁
以
下
、
毛

利
透
「
民
主
主
義
と
行
政
組
織
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
」
同
『
統
治
構

造
の
憲
法
理
論
』（
岩
波
書
店
、二
〇
一
四
年
）三
二
〇
頁
以
下（
初

出
：
二
〇
〇
三
年
）、
林
知
更
「
憲
法
原
理
と
し
て
の
民
主
政
」

同
『
現
代
憲
法
学
の
位
相
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
）
二
三

一
頁
以
下
（
初
出
：
二
〇
一
三
年
）、
田
代
滉
貴
「
ド
イ
ツ
公
法

学
に
お
け
る
『
民
主
的
正
統
化
論
』
の
展
開
と
そ
の
構
造
」
行
政

法
研
究
一
四
巻
（
二
〇
一
六
年
）
二
五
頁
以
下
、
高
橋
雅
人
『
多

元
的
行
政
の
憲
法
理
論
』（
法
律
文
化
社
、二
〇
一
七
年
）を
参
照
。

さ
ら
に
、
大
別
的
な
分
類
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
特
に
機
能

的
自
治
の
正
統
化
に
つ
い
て
、
日
野
田
浩
行
「
民
主
制
原
理
と
機

能
的
自
治
」
大
石
眞
先
生
還
暦
記
念
『
憲
法
改
革
の
理
念
と
展
開

（
上
）』（
信
山
社
、二
〇
一
二
年
）
三
一
三
頁
以
下
、門
脇
美
恵
「
ド

イ
ツ
疾
病
保
険
に
お
け
る
保
険
者
自
治
の
民
主
的
正
統
化
（
一
）

～
（
四
・
完
）」
法
政
論
集
（
名
古
屋
大
学
）
二
四
二
号
（
二
〇

一
一
年
）
二
六
一
頁
以
下
、
二
四
七
号
（
二
〇
一
二
年
）
四
九
頁

以
下
、
二
五
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
四
七
頁
以
下
、
二
五
二
号

（
二
〇
一
三
年
）
一
五
一
頁
以
下
、
斎
藤
誠
「
自
治
・
分
権
と
現

代
行
政
法
」
現
代
行
政
法
講
座
編
集
委
員
会
編
『
現
代
行
政
法
講

座
Ⅰ 

現
代
行
政
法
の
基
礎
理
論
』（
日
本
評
論
社
、二
〇
一
六
年
）

二
九
三
頁
以
下
、
山
本
隆
司
「
機
能
的
自
治
の
法
構
造
」
総
務
省

編
『
地
方
自
治
法
施
行
七
〇
周
年
記
念
自
治
論
文
集
』（
ぎ
ょ
う

せ
い
、
二
〇
一
八
年
）
二
一
五
頁
以
下
を
、
特
に
民
主
的
正
統
化

の
判
例
法
理
に
つ
い
て
、
太
田
匡
彦
「
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所

に
お
け
る
民
主
政
的
正
統
化
（dem

okratische Legitim
ation

）

思
考
の
展
開
」樋
口
陽
一
先
生
古
稀
記
念『
憲
法
論
集
』（
創
文
社
、

二
〇
〇
四
年
）
三
一
五
頁
以
下
、
田
代
滉
貴
「
判
例
理
論
と
し
て

の
民
主
的
正
統
化
論
」
法
政
研
究
（
九
州
大
学
）
八
四
巻
二
号
（
二

〇
一
七
年
）
一
〇
三
頁
以
下
を
、
関
連
す
る
研
究
と
し
て
、
⻆
松

生
史
「『
民
間
化
』
の
法
律
学
」
国
家
学
会
雑
誌
（
東
京
大
学
）

一
〇
二
巻
一
一
＝
一
二
号
（
一
九
八
九
年
）
七
五
〇
頁
以
下
、
島
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村
健「
エ
コ
マ
ー
ク
と
エ
コ
監
査
」国
家
学
会
雑
誌（
東
京
大
学
）

一
一
二
巻
三
＝
四
号
（
一
九
九
九
年
）
一
八
九
頁
以
下
、
原
田
大

樹
「
多
元
的
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
正
統
性
概
念
」
同
『
公
共
制
度

設
計
の
基
礎
理
論
』（
弘
文
堂
、二
〇
一
四
年
）
四
九
頁
以
下
（
初

出
：
二
〇
一
二
年
）、
北
村
幸
也
「
ド
イ
ツ
基
本
法
と
裁
判
と
法

律
―
―
あ
る
い
は
裁
判
官
の『
自
由
』と『
拘
束
』に
つ
い
て（
五
）」

法
学
論
叢
（
京
都
大
学
）
一
八
〇
巻
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
七

三
頁
以
下
、
高
橋
雅
人
「
大
学
の
自
治
と
民
主
主
義
原
理
」
戸
波

江
二
先
生
古
稀
記
念『
憲
法
学
の
創
造
的
展
開（
下
）』（
信
山
社
、

二
〇
一
七
年
）
三
八
一
頁
以
下
、
山
本
隆
司
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
正

統
化
」
社
会
科
学
研
究
（
東
京
大
学
）
六
九
巻
二
号
（
二
〇
一
八

年
）
五
一
頁
以
下
、
岸
本
太
樹
「
立
法
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
」

西
埜
章
先
生
・
中
川
義
朗
先
生
・
海
老
澤
俊
郎
先
生
喜
寿
記
念
『
行

政
手
続
・
行
政
救
済
法
の
展
開
』（
信
山
社
、
二
〇
一
九
年
）
四

三
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

（
19
）
ま
た
、
当
時
の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
配
分
請
求
権

（T
eilhaberecht

）」
や
「
手
続
的
能
動
的
地
位
（status activus 

processualis

）」
を
め
ぐ
る
議
論
、
そ
し
て
制
度
的
な
成
功
例
と

し
て
扱
わ
れ
た
都
市
建
設
法
上
の
参
加
制
度
を
め
ぐ
る
議
論
も
ま

た
、
本
稿
の
直
接
の
検
討
対
象
か
ら
は
外
れ
る
も
の
の
、
参
加
論

に
お
い
て
は
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
と
り

わ
け
、
山
田
洋
「
行
政
手
続
へ
の
参
加
権
」
一
橋
研
究
（
一
橋
大

学
）
六
巻
三
号
（
一
九
八
一
年
）
一
一
二
頁
以
下
、冨
塚
祥
夫
「
実

体
的
基
本
権
の
手
続
法
的
機
能
（
上
）（
下
）」
東
京
都
立
大
学
法

学
会
雑
誌
（
東
京
都
立
大
学
）
二
七
巻
一
号
（
一
九
八
六
年
）
二

一
九
頁
以
下
、
二
八
巻
二
号
（
一
九
八
七
年
）
一
八
一
頁
以
下
、

笹
田
栄
司
『
実
効
的
基
本
権
保
障
論
』（
信
山
社
、一
九
九
三
年
）

二
〇
六
頁
以
下
な
ど
を
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
野
田
崇
「
市
民
参

加
の
『
民
主
化
』
機
能
に
つ
い
て
」
法
と
政
治
（
関
西
学
院
大
学
）

六
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
〇
頁
以
下
、
高
橋
寿
一
『
地
域

資
源
の
管
理
と
都
市
法
制
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
〇
年
）
二

二
八
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

（
20
）V

gl. H
elge R

ossen-Stadtfeld, Beteiligung, Partizipation 
und Ö

ffentlichkeit, in: W
olfgang H

offm
ann-R

iem
/ 

Eberhard Schm
idt-A

ßm
ann/ A

ndreas V
oßkuhle (H

rsg.), 
G

rundlagen des V
erw

altungsrechts, B
d. II, 2. A

ufl., 
2012, §29 Rn. 65.

（
21
）
と
り
わ
け
、
理
論
と
現
実
の
乖
離
が
問
題
視
さ
れ
た
、
大
規
模

事
業
に
お
け
る
公
衆
参
加
手
続
を
中
心
と
す
る
議
論
を
紹
介
・
検

討
す
る
も
の
と
し
て
、
野
田
崇
「
大
規
模
施
設
設
置
手
続
と
市
民

（
一
）（
二
・
完
）」
法
と
政
治
（
関
西
学
院
大
学
）
六
五
巻
二
号
（
二

〇
一
四
年
）
一
頁
以
下
、
六
五
巻
三
号
（
二
〇
一
四
年
）
四
七
頁

以
下
を
参
照
。

（
22
）W

alter Schm
itt G

laeser, Partizipation an V
erw

altungs- 
entscheidungen, V

V
D

StRL 31 (1973), S. 179 (180).

（
23
）V

gl. A
nna-B

ettina K
aiser, D

ie K
om

m
unikation der 
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V
erw

altung, 2009, S. 144 f. m
it Fn. 48.

（
24
）V

gl. A
ndreas V

oß
kuhle, N

eue V
erw

altungsrechts-
w

issenschaft, in: W
olfgang H

offm
ann-Riem

/ Eberhard 
Schm

idt-A
ß

m
ann/ A

ndreas V
oß

kuhle (H
rsg.), 

Grundlagen des V
erw

altungsrechts, Bd. I, 2. A
ufl., 2012, 

§1 Rn. 40 ff.

（
25
）
我
が
国
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
住
民
参
加
の
定
義
が
明
ら
か
で

な
い
と
の
問
題
意
識
か
ら
、
柳
瀬
良
幹
博
士
に
よ
っ
て
定
義
の
試

み
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る（
柳
瀬
良
幹「『
住
民
参
加
』の
定
義
」

自
治
研
究
五
〇
巻
二
号
〔
一
九
七
四
年
〕
五
一
頁
以
下
）。
ま
た
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
概
念
的
な
定
義
の
試
み
が
な
い
わ
け
で
は
な

く
、
近
年
で
有
益
な
も
の
と
し
て
、V
olker M

. H
aug, “Par-

tizipationsrecht”－
ein Plädoyer für eine eigene 

juristische K
ategorie, D

ie V
erw

altung 47 (2014), S. 221 
(227 ff.).

（
26
）
我
が
国
で
は
遅
く
と
も
一
九
九
三
年
の
行
政
手
続
法
制
定
以

降
、
処
分
の
直
接
の
名
宛
人
へ
の
聴
聞
な
ど
の
二
面
関
係
に
つ
い

て
は
参
加
論
の
射
程
外
と
す
る
見
解
が
広
ま
っ
て
い
る
と
の
指
摘

が
あ
る
が
（
参
照
、
⻆
松
生
史
「
手
続
過
程
の
公
開
と
参
加
」
磯

部
力
ほ
か
編
『
行
政
法
の
新
構
想
Ⅱ
』〔
有
斐
閣
、二
〇
〇
八
年
〕

二
九
一
頁
）、
こ
の
点
は
ド
イ
ツ
に
も
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

（
27
）E

berhard Schm
idt-A

ßm
ann, D

as allgem
eine V

erw
al-

tungsrecht als O
rdnungsidee, 2. A

ufl., 2004, K
ap. 2 Rn. 

106. 

彼
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
野
田
・
前
掲
註
（
19
）
五
五
頁

の
註
（
135
）
も
参
照
。

（
28
）R

ossen-Stadtfeld, a.a.O
. (Fn. 20), Rn. 65. 

た
だ
し
、
国
家

的
な
決
定
権
の
委
譲
を
意
味
す
る
「
共
同
決
定
」
を
参
加
の
概
念

に
含
む
か
ど
う
か
は
、
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
。
こ
の
点
、
本
稿

は
、
法
的
拘
束
力
の
有
無
が
も
た
ら
す
差
異
に
十
分
な
注
意
を

払
っ
た
上
で
、共
同
決
定
に
つ
い
て
も
検
討
の
対
象
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、「
参
加
」
と
「
決
定
」
の
区
別
に
関
す
る
我

が
国
に
お
け
る
興
味
深
い
議
論
と
し
て
、
柳
瀬
・
前
掲
註
（
25
）

を
題
材
と
し
た
⻆
松
・
前
掲
註
（
９
）
一
二
頁
以
下
も
参
照
。

（
29
）
む
ろ
ん
両
概
念
の
区
別
は
相
対
的
で
あ
る
か
ら
「
権
利
保
護
的

参
加
」
がPartizipation

に
含
ま
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
ド
イ

ツ
で
は
権
利
保
護
を
意
図
し
た
も
の
の
場
合
、
通
常
で
あ
れ
ば

Beteiligung

を
用
い
る
こ
と
が
多
い
。

（
30
）Beteiligung

とPartizipation

と
い
う
概
念
を
我
が
国
の
用

語
法
に
引
き
付
け
て
考
え
る
際
に
は
、我
が
国
に
お
い
て「
参
加
」

と
い
う
表
現
が
非
常
に
多
義
的
か
つ
広
範
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
鑑
み
る
と
、Partizipation

に
「
参
画
」
の
訳
を
、
そ
し
て

Beteiligung

に
「
参
加
」
の
訳
を
充
て
る
こ
と
も
一
考
に
値
す

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
管
見
の
限
り
、
我
が
国
の
先
行
研

究
は
こ
れ
ま
でPartizipation

に
「
参
加
」
の
訳
を
、Beteiligung

に
「
参
加
」
か
「
関
与
」
か
の
訳
を
充
て
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
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第
一
章
：
公
法
学
に
お
け
る
参
加
論
の
登
場
―
―

シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
グ
レ
ー
ザ
ー
参
加
論
の
検
討

　

第
一
章
で
主
た
る
検
討
の
対
象
と
な
る
の
は
、
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
い

て
参
加
が
論
じ
始
め
ら
れ
た
一
九
七
〇
年
代
の
議
論
の
中
で
も
と
り
わ
け

重
要
な
位
置
を
占
め
る
、
一
九
七
二
年
ド
イ
ツ
国
法
学
者
大
会
に
お
け
る

シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
グ
レ
ー
ザ
ー
（W

alter Schm
itt Glaeser

）
の
参
加
論

で
あ（

１
）る

。
こ
こ
で
は
、
現
在
で
は
も
は
や
古
典
的
と
も
い
え
る
彼
の
議
論

を
題
材
と
し
な
が
ら
、
当
時
の
公
法
学
が
参
加
論
を
ど
の
よ
う
に
し
て
法

的
な
議
論
の
俎
上
に
載
せ
よ
う
と
し
て
き
た
の
か
、
そ
し
て
彼
の
参
加
論

に
は
ど
の
よ
う
な
新
規
性
が
あ
り
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
困
難
や
限
界
を

抱
え
て
い
た
の
か
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
節
：
議
論
の
背
景

　

参
加
（Partizipation

）
と
い
う
概
念
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
に

お
け
るparticipation

やparticipatory dem
ocracy

を
め
ぐ
る
議
論
、

そ
し
て
ド
イ
ツ
の
政
治
学
や
社
会
学
な
ど
に
お
け
る
議
論
を
受
け
て
、
ド

イ
ツ
公
法
学
説
が
受
容
し
た
も
の
で
あ（

２
）る

。
し
た
が
っ
て
、第
一
節
で
は
、

ま
ず
公
法
学
が
そ
の
概
念
を
受
容
す
る
に
至
る
ま
で
の
過
程
に
つ
い
て

（
第
一
款
）、
そ
し
て
参
加
と
い
う
概
念
に
向
け
ら
れ
た
、
主
に
権
利
保
護

の
視
点
を
強
調
す
る
立
場
か
ら
の
批
判
に
つ
い
て
（
第
二
款
）、順
を
追
っ

て
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　

第
一
款
：
社
会
お
よ
び
隣
接
学
問
に
お
け
る
参
加

　

一
九
七
〇
年
前
後
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、「
民
主
化
（D

em
okra-

tisierung
）」を
求
め
る
運
動
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
。こ
の
時
代
に
は
、

企
業
や
社
会
な
ど
の
領
域
に
お
け
る
労
働
者
の
共
同
決
定
の
要
求
、
そ
し

思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
さ
し
あ
た
り
両
概
念
を
区
別
で

き
れ
ば
ひ
と
ま
ず
は
足
り
る
と
の
立
場
か
ら
、
日
本
語
訳
に
つ
い

て
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
ず
に
、
原
則
と
し
てPartizipation

に
は
参
加
の
訳
を
充
て
、Beteiligung

に
は
関
与
の
訳
を
充
て

る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、塩
野
宏
教
授
は
そ
の
教
科
書
に
お
い
て
、

ド
イ
ツ
で
は
行
政
手
続
が
「
法
治
国
的
手
続
関
与
」
と
「
民
主
主

義
的
参
加
」
と
に
区
別
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
が
（
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅰ
〔
第
六
版
〕』〔
有
斐
閣
、
二
〇

一
五
年
〕
二
九
四
頁
の
註
一
）、
こ
の
前
者
はBeteiligung

を
、

こ
の
後
者
はPartizipation
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
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て
大
学
に
お
け
る
学
生
に
よ
る
決
定
へ
の
参
加
権
の
要
求
な
ど
、
行
政
領

域
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
民
主
化
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
広

く
参
加
が
注
目
を
集
め
て
い（

３
）た

。
実
際
の
政
策
に
お
い
て
も
、
一
九
六
九

年
に
首
相
に
就
任
し
た
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党（SPD

）の
ブ
ラ
ン
ト（W

illy 

Brandt

）
は
、
国
家
の
組
織
形
態
と
し
て
民
主
政
を
採
用
す
る
の
み
な

ら
ず
、
多
様
な
領
域
に
お
け
る
更
な
る
民
主
化
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
主

張
し（

４
）て

、
民
主
化
政
策
を
推
し
進
め
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ（

５
）た

。

　

こ
の
よ
う
な
政
治
的
背
景
の
下
で
、
公
法
学
に
お
い
て
も
民
主
化
や
参

加
と
い
っ
た
現
象
に
対
し
て
、
一
定
の
関
心
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ（

６
）た

。
社
会
学
や
政
治
学
に
お
い
て
は
、
民
主
化
は
、
基
本
法
の
「
形

式
的
な
民
主
政
（Form

aldem
okratie

）」
に
対
抗
す
る
概（

７
）念

、
つ
ま
り

「
民
主
主
義
の
赤
字
」
と
の
批
判
に
晒
さ
れ
て
い
た
議
会
民
主
政
を
克
服

す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ（

８
）る

。
他
方
で
、
公
法

学
に
お
い
て
こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
論
じ
る
か
と
い
う
点
で
は
意
見
が

一
致
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
問
題
を
法
的
に
検
討
す
る
意
義
を
疑
う
見
解
も

み
ら
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
民
主
化
や
参
加
の
概
念
に
対
し
て
痛
烈
な

批
判
を
繰
り
広
げ
た
代
表
的
な
論
者
が
、
以
下
に
み
る
ブ
リ
ュ
ー
メ
ル

（W
illi Blüm

el

）
で
あ
る
。

　

第
二
款
：
参
加
論
に
お
け
る
権
利
保
護
の
視
点

　

ブ
リ
ュ
ー
メ
ル
の
主
張
は
、
当
時
進
展
し
つ
つ
あ
っ
た
行
政
の
計
画
化

に
お
け
る
参
加
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
計
画
化
に
対
し
て
は
、
主
に

「
民
主
化
」
の
観
点
か
ら
、
計
画
化
の
過
程
に
参
加
を
取
り
入
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
の
主
張
が
、社
会
学
や
政
治
学
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

彼
は
公
法
学
の
立
場
か
ら
、
こ
れ
ら
の
主
張
、
そ
し
て
民
主
化
や
参
加
と

い
う
概
念
そ
の
も
の
を
批
判
し
、
公
法
学
に
お
い
て
こ
れ
ら
は
論
じ
ら
れ

る
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
彼
は
、「
民
主
化
」
や
「
参
加
」、
そ
し
て
参
加
と
と
も
に
し
ば
し

ば
用
い
ら
れ
る「
利
害
関
係
者（Betroffenen

）」と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、

こ
れ
ら
の
概
念
が
い
か
な
る
も
の
な
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま

に
、
ド
イ
ツ
公
法
学
が
英
米
の
議
論
を
受
容
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
を
批

判
し
て
い（

９
）る

。
実
際
に
公
法
学
で
は
こ
れ
ら
の
概
念
が
、
明
確
な
定
義
付

け
を
欠
い
た
ま
ま
、
各
論
者
の
関
心
に
応
じ
て
、
単
純
な
質
問
や
聴
聞
か

ら
共
同
決
定
と
い
っ
た
形
態
に
至
る
ま
で
、
こ
れ
ま
で
の
公
法
学
の
議
論

に
引
き
付
け
る
形
で
「
参
加
の
問
題
」
と
し
て
幅
広
く
論
じ
ら
れ
て

い
）
（1
（

た
。
そ
こ
で
彼
は
、「
民
主
化
」
が
個
々
の
計
画
の
利
害
関
係
者
の
法

的
地
位
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
不
明
確
な
「
利

害
関
係
者
」
に
よ
る
参
加
は
、
下
さ
れ
た
事
項
的
な
決
定
を
政
治
化
・
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
化
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
疑
わ
し
い
多
数
意
思
」
の
下
で

個
々
の
利
害
関
係
者
を
征
服
し
て
し
ま
い
、
最
終
的
に
は
憲
法
に
よ
っ
て
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保
障
さ
れ
て
い
る
利
害
関
係
者
の
権
利
の
崩
壊
を
も
導
く
と
い
う
、
権
利

保
護
の
観
点
か
ら
の
痛
烈
な
批
判
を
展
開
し
た
の
で
あ

）
（（
（

る
。
か
く
し
て
、

彼
は
憲
法
上
の
限
界
を
無
視
し
た
社
会
学
者
ら
に
よ
る
参
加
論
を
批
判
し

た
上

）
（1
（

で
、
こ
の
議
論
の
本
来
的
な
課
題
は
、
社
会
学
者
や
政
治
学
者
で
は

導
き
え
な
い
、
手
続
お
よ
び
裁
判
を
通
じ
た
計
画
化
の
利
害
関
係
者
の
権

利
保
護
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
っ

）
（1
（

た
。
し
た
が
っ
て
、彼
は「
参

加
」
の
憲
法
上
の
根
拠
を
主
に
法
治
国
家
原
理
に
求
め
た
の
で
あ
り
、
そ

し
て
「
参
加
」
の
法
的
な
意
義
を
、
裁
判
に
先
行
す
る
「
権
利
保
護
の
先

取
り
（vorgelagerter Rechtsschutz
）」、
す
な
わ
ち
実
効
的
か
つ
適

時
的
な
権
利
保
護
の
保
障
と
い
う
視
点
に
求
め
た
の
で
あ

）
（1
（

る
。

　

さ
ら
に
、
当
時
の
法
状
況
に
つ
い
て
付
け
加
え
て
お
く
と
、
当
時
の
西

ド
イ
ツ
は
ま
さ
に
連
邦
行
政
手
続
法
の
制
定
前
後
の
時
期
で
あ
っ

）
（1
（

た
。
そ

し
て
行
政
手
続
法
や
そ
の
草
案
に
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
「
関
与

（Beteiligung

）」
と
と
も
に
、
法
律
上
の
基
準
を
満
た
し
た
も
の
に
与

え
ら
れ
る
「
関
与
人
（Beteiligte

）」
の
地
位
が
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い

た
の
で
あ

）
（1
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
ブ
リ
ュ
ー
メ
ル
は
、
参
加
や
利
害
関
係
者

と
い
っ
た
不
明
確
な
概
念
を
わ
ざ
わ
ざ
用
い
る
こ
と
を
し
な
く
と
も
、
公

法
学
は
参
加
を
め
ぐ
る
議
論
に
十
分
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と

考
え
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
彼
は
、「
民
主
化
」
や
「
参
加
」
と
い
う

概
念
が
、
公
法
学
に
と
っ
て
は
と
ら
え
ど
こ
ろ
が
な
く
、
不
必
要
な
も
の

で
あ
る
と
結
論
付
け
た
の
で
あ
っ

）
（1
（

た
。

第
二
節
：
一
九
七
二
年
ド
イ
ツ
国
法
学
者
大
会
報
告

　

右
の
通
り
、
参
加
の
概
念
は
、
当
初
か
ら
批
判
や
疑
義
に
も
晒
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
期
に
参
加
と
い
う
概
念
が
公

法
学
に
定
着
し
た
こ
と
、
そ
し
て
議
論
の
一
素
材
と
し
て
の
地
位
を
確
立

し
た
こ
と
も
ま
た
、
事
実
で
あ
る
と
い
え
る
。
参
加
論
に
と
っ
て
こ
の
時

期
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
の
が
、
一
九
七
二
年
の
ド
イ
ツ

国
法
学
者
大
会
で
あ
る
。
そ
こ
で
は「
行
政
決
定
へ
の
参
加
」と
い
う
テ
ー

マ
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
以
下
に
み
る
そ
の
報
告
の
担
当
者

の
一
人
で
あ
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
グ
レ
ー
ザ
ー
の
参
加
論
こ
そ
が
、
公
法
理

論
と
の
関
係
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
彼

の
報
告
の
全
体
像
や
前
提
を
概
観
し
た
上
で
（
第
一
款
）、
彼
の
主
張
の

中
心
と
な
る
憲
法
原
理
の
基
づ
く
参
加
の
分
類
論
を
確
認
す
る
（
第
二

款
）。
そ
の
上
で
、
彼
の
参
加
論
の
有
し
て
い
た
特
徴
や
新
規
性
、
そ
し

て
限
界
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
（
第
三
款
）。

　

第
一
款
：
報
告
の
前
提
お
よ
び
概
要
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先
に
見
た
よ
う
に
、
公
法
学
に
参
加
の
概
念
を
取
り
込
む
こ
と
に
対
す

る
批
判
が
あ
る
中
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
グ
レ
ー
ザ
ー
は
、「
参
加

（Partizipation
）」
の
概
念
を
、「
自
治
（Selbstverw

altung

）」
や
「
生

存
配
慮
（D

aseinvorsorge

）」
な
ど
の
概
念
と
並
ぶ
、
隣
接
学
問
領
域

と
の
接
続
を
可
能
と
す
る
「
発
見
的
概
念
」
と
位
置
づ
け
、
こ
れ
を
公
法

学
に
お
い
て
も
論
ず
る
意
義
や
必
要
性
を
説
い
た
の
で
あ
っ

）
（1
（

た
。
そ
し
て

彼
は
、
参
加
に
は
「
官
庁
に
よ
る
参
加
」
と
「
市
民
に
よ
る
参
加
」
を
想

定
し
う
る
と
し
た
上
で
、
そ
の
議
論
の
射
程
を
市
民
に
よ
る
参
加
に
限
定

し
、
そ
れ
を
民
主
政
原
理
・
法
治
国
家
原
理
・
社
会
国
家
原
理
と
い
う
三

つ
の
憲
法
原
理
に
基
づ
い
て
モ
デ
ル
化
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
彼
の
こ

の
よ
う
な
モ
デ
ル
化
は
、
一
方
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
原
理
か
ら
要
請
さ
れ
る

参
加
（M

inim
alpartizipation

）
を
導
き
出
し
、
そ
し
て
他
方
で
は
そ

の
参
加
の
限
界
（Partizipationsverbot

）
を
も
示
そ
う
と
す
る
試
み

な
の
で
あ
っ

）
（1
（

た
。
以
下
で
は
、
彼
の
報
告
内
容
を
よ
り
詳
細
に
み
て
い
く

こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
前
に
簡
単
に
、
彼
の
報
告
を
読
み
込
む
上
で
の
留

意
点
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

彼
は
、
ブ
リ
ュ
ー
メ
ル
か
ら
も
批
判
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
参
加
の
概

念
に
明
確
な
定
義
を
与
え
る
こ
と
な
く
報
告
を
進
め
て
い
る
。
そ
し
て
ま

た
、
彼
の
報
告
が
民
主
政
原
理
か
ら
の
分
析
に
限
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
と

も
関
係
す
る
が
、
彼
は
参
加
の
概
念
を
非
常
に
広
い
意
味
で
理
解
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、彼
は
、参
加
の
中
で
と
り
わ
け
重
要
な
も
の
と
し
て
「
協

働
（M

itw
irkung

）」
と
「
共
同
決
定
（M

itentscheidun

）
11
（g

）」
を
挙
げ

て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う
協
働
の
概
念
に
は
、「
聴
聞
（A

nhörung

）」

ま
で
も
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
い
う
「
参
加

（Partizipation

）」
概
念
の
射
程
は
、
他
の
論
者
が
用
い
て
い
た
も
の
よ

り
も
、
そ
し
て
現
在
の
議
論
で
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
よ
り
も
、

相
当
に
広
く
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

）
1（
（

い
。

　

そ
し
て
彼
は
、
参
加
を
承
認
す
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
、
公
共
善

（Gem
einw

ohl

）
理
解
の
多
元
化
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
公
共
善

の
実
現
は
、
も
は
や
国
家
の
任
務
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
市
民
お
よ
び
市

民
集
団
の
任
務
と
し
て
も
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
公
共
善
と
は
何
で
あ

る
か
と
い
う
問
題
は
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
ド
グ

マ
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
開
か
れ
た
も
の
で

あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
公
共
善
を
実
現
す
る
権
限
の
多
元
化

に
伴
い
、
多
元
的
な
手
続
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
多
元
的
な
手
続
こ
そ
が

ま
さ
に
参
加
手
続
（partizipatives V

erfahren

）
な
の
で
あ
り
、「
公

共
善
を
発
見
す
る
プ
ロ
セ
ス
」
と
し
て
、
参
加
に
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る

の
で
あ

）
11
（

る
。

　

ま
た
、
彼
は
参
加
を
国
家
の
意
思
形
成
プ
ロ
セ
ス
へ
の
直
接
的
な
配
分

参
加
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
基
本
法
五
条
、
八
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条
、
九
条
が
規
定
し
て
い
る
い
わ
ゆ
る
民
主
的
基
本
権
は
国
民
の
意
思
形

成
に
関
わ
る
領
域
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
基
本
権
と
し
て
導
か
れ
る
配
分
請

求
権
は
、
間
接
的
な
配
分
参
加
で
あ
る
と
さ
れ

）
11
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の

い
う
参
加
は
基
本
権
を
根
拠
と
し
な
い
参
加
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の

で
あ

）
11
（

り
、
参
加
に
よ
っ
て
基
本
権
上
の
自
由
が
代
替
さ
れ
る
こ
と
も
な
い

と
い
う
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

第
二
款
：
憲
法
原
理
に
基
づ
い
た
参
加
の
モ
デ
ル
化

　

一　

民
主
政
原
理
に
基
づ
く
参
加

　

１　

参
加
と
正
統
化

　

国
家
権
力
た
る
行
政
は
私
人
に
優
越
す
る
権
限
を
行
使
す
る
主
体
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
存
在
あ
る
い
は
行
為
に
つ
い
て
、
恒
常
的
に
正
統
化
な
い

し
正
当
化
を
必
要
と
し
て
い

）
11
（

る
。
そ
こ
で
、
国
家
が
何
ら
か
の
行
為
を
行

う
に
あ
た
っ
て
、
市
民
に
よ
る
参
加
に
国
家
の
行
為
を
正
統
化
す
る
機
能

が
認
め
ら
れ
な
い
か
と
い
う
点
が
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
広
く
関
心
を
集
め

て
き
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
グ
レ
ー
ザ
ー
は
、
基
本
法
に
お
い
て
民
主
政
原

理
と
の
関
係
で
参
加
を
論
ず
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
参
加
と
正
統
化
と
の

関
係
に
つ
い
て
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

行
政
の
正
統
化
を
憲
法
と
の
関
係
で
論
じ
る
場
合
に
は
、
基
本
法
二
〇

条
二
項
一
文
目
「
あ
ら
ゆ
る
国
家
権
力
は
、国
民
（V

olk

）
に
由
来
す
る
」

が
出
発
点
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
正
統
化
の
源
泉
た
る
正
統

化
主
体
は
「
国
民
」
で
あ
り
、「
あ
ら
ゆ
る
国
家
権
力
」
が
正
統
化
を
必

要
と
す
る
正
統
化
客
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
行
政
の
正

統
化
は
、
こ
の
意
味
で
の
「
国
民
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
「
制
度
化
さ
れ

た
直
接
選
挙
の
手
続
を
通
じ
て
の
み
」
実
現
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

こ
こ
で
は
、基
本
法
二
〇
条
二
項
一
文
目
の
意
味
で
の「
国
民（V

olk

）」

の
範
囲
を
ど
の
よ
う
に
画
定
す
る
か
と
い
う
問
題
が
浮
上
す
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
彼
は
、「
国
民
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
、
国
民
の
全
体
を

指
す
「
全
体
国
民
（Gesam

tvolk

）」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
自
治
体
に

お
け
る
住
民
の
全
体
を
指
す
「
部
分
国
民
（T

eilvolk

）」
で
あ
る
と
し

て
い
る
。
一
方
で
、
自
治
権
を
有
す
る
行
政
体
（
い
わ
ゆ
る
機
能
的
自
治

主
）
11
（

体
）
な
ど
の
団
体
の
構
成
員
の
全
体
を
、
こ
の
基
本
法
二
〇
条
二
項
一

文
目
の
意
味
で
の「
国
民
」と
し
て
承
認
し
よ
う
と
す
る
概
念
で
あ
る「
団

体
国
民
（V

erbandsvolk

）」
に
つ
い
て
は
、
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て

い
）
11
（

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、「
部
分
国
民
」
は
、
基
本
法
二
八
条
一

）
11
（

項
に
よ

り
平
等
な
直
接
選
挙
を
通
じ
た
議
会
の
選
出
な
ど
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
正
統
化
主
体
と
し
て
基
本
法
が
予
定
し
て
い
る
も
の
と
理
解
さ

れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
団
体
国
民
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
基
本
法
八
七

条
二
項
お
よ
び
三
項
は
、
事
項
に
関
す
る
行
政
体
、
す
な
わ
ち
機
能
的
自

治
主
体
の
存
在
を
許
容
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
構
成
員
た
る
「
団
体
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国
民
」
が
正
統
化
主
体
と
な
り
え
る
か
に
つ
い
て
、
基
本
法
は
何
ら
述
べ

て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は
、
自
治
の
存
在
と
そ
の

基
本
法
上
の
承
認
の
み
を
根
拠
に
し
て
正
統
化
主
体
と
し
て
の
「
団
体
国

民
」
を
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ

）
1（
（

る
。

　

し
た
が
っ
て
、
彼
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
そ
の
つ
ど
の
個
別
的
な
市
民
や

利
害
関
係
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
参
加
は
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
一
文
目

の
意
味
で
の
「
国
民
」
と
は
切
り
離
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
何
ら
の
正
統

化
機
能
を
果
た
さ
な
い
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

一
方
で
、
彼
は
、「
こ
の
こ
と
は
、
参
加
が
総
じ
て
民
主
的
次
元
を
有

さ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な

）
11
（

い
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
参
加
は

正
統
化
以
外
の
面
に
お
い
て
民
主
政
原
理
と
の
関
連
性
を
有
す
る
こ
と
を

明
確
に
指
摘
す
る
。
か
く
し
て
、
彼
は
、
参
加
と
民
主
政
原
理
の
関
係
に

つ
い
て
、「
行
政
の
正
統
化
」
と
い
う
視
点
か
ら
切
り
離
し
た
形
で
議
論

の
展
開
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

　

２　

民
主
政
原
理
か
ら
の
要
請

　

彼
は
、
民
主
政
原
理
の
観
点
か
ら
参
加
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
ド
イ

ツ
に
お
け
る
自
由
主
義
的
民
主
政
を
本
質
的
に
規
定
す
る
も
の
と
し
て
、

「
人
間
の
尊
厳
」、「
合
意
」、「
公
開
」
の
三
つ
の
原
理
・
原
則
を
挙
げ
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
内
の
人
間
の
尊
厳
を
念
頭
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。「
国
家
に
よ
る
行
政
手
続
の
枠
内
に
お
い
て
、ま
さ
に
人
間
は
、

客
体
へ
と
変
容
せ
し
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

具
体
的
に
は
利
害
関
係
者
へ
（
少
な
く
と
も
）
聴
聞
を
す
る
と
い
う
、
国

家
行
政
の
原
則
的
な
義
務
を
意
味
す

）
11
（

る
」。
こ
う
し
て
、人
間
の
尊
厳
（
基

本
法
一
条
一
項
）
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
民
主
政
原
理
か
ら
、
最
低
限
必
要

と
さ
れ
る
参
加
と
し
て
、
行
政
手
続
に
お
け
る
聴
聞
権
が
導
き
出
さ
れ
て

い
）
11
（

る
。
そ
の
一
方
で
、
民
主
政
原
理
の
要
請
と
し
て
、
そ
れ
以
上
の
強
力

な
参
加
形
態
で
あ
る
共
同
決
定
、
そ
し
て
一
般
的
な
「
民
主
化
の
要
請
」

と
い
っ
た
も
の
は
、
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

そ
し
て
、
彼
は
民
主
政
原
理
と
参
加
の
関
係
性
を
さ
ら
に
説
明
す
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
要
点
は
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

　

確
か
に
参
加
は
民
主
的
な
原
理
で
あ
る
「
人
間
の
尊
厳
」、「
合
意
」、「
公

開
」
の
実
効
化
に
寄
与
し
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
の
唯
一
の
手

段
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
先
に
見
た
通
り
、
国
家
権
力
の

行
使
へ
の
民
主
的
参
加
は
制
度
化
さ
れ
た
直
接
選
挙
の
手
続
を
経
て
行
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
力
点
が
本
質
的
に
移
動
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
民
主
政
原
理
を
根
拠
と
す
る
市
民

に
よ
る
参
加
に
は
、市
民
と
国
家
を
相
互
に
接
近
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
、

単
に
補
完
的
機
能
（ergänzende Funktio

）
11
（n

）
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ

な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
民
主
政
原
理
に
基
づ
く
参
加
が
目
標
と
す
る
の
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は
、
利
害
関
係
者
の
主
観
的
地
位
の
拡
充
や
防
御
で
は
な
く
、
公
共
善
の

向
上
な
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

３　

限
界

　

彼
に
よ
れ
ば
、
民
主
的
参
加
に
つ
い
て
、
基
本
的
に
決
定
へ
の
拘
束
力

の
な
い
協
働
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
拘
束
力
が
あ
り
、

そ
し
て
公
益
の
実
現
で
は
な
く
職
員
の
利
益
の
実
現
を
目
的
と
し
て
行
わ

れ
る
共
同
決
定
は
、
民
主
政
原
理
と
の
間
に
重
大
な
緊
張
関
係
を
生
ぜ
し

め
る
こ
と
に
な

）
11
（

る
。

　

彼
は
、
と
り
わ
け
公
務
員
に
対
し
て
共
同
決
定
権
を
付
与
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
行
政
が
目
標
設
定
を
行
う

に
あ
た
り
公
務
員
に
共
同
決
定
権
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
市
民
と

し
て
の
利
益（
一
般
利
益
）で
は
な
く
職
員
と
し
て
の
利
益（
特
殊
利
益
）

を
目
標
と
す
る
参
加
な
の
で
あ
り
、
一
般
利
益
の
実
現
を
目
標
と
す
る
民

主
的
正
統
化
の
要
請
に
反
す
る
と
い
う
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

ま
た
、
彼
は
、
公
務
員
に
求
め
ら
れ
て
い
る
任
務
は
民
主
的
に
正
統
化

さ
れ
た
国
家
意
思
を
執
行
す
る
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
国
家
意
思
を
校
正

す
る
こ
と
で
は
な
い
と
も
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
務
員
の
任
用
や

昇
任
と
い
っ
た
人
事
事
項
な
ど
の
政
治
的
に
重
要
な
事
項
を
共
同
決
定
の

対
象
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る

）
1（
（

が
、
た
と
え
政
治
的
に

は
重
要
で
な
い
事
項
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
公
務
員
に
対
し
て
共
同
決
定

権
を
付
与
す
る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

二　

法
治
国
家
原
理
に
基
づ
く
参
加

　

彼
は
、
法
治
国
家
的
な
視
点
か
ら
は
、
行
政
裁
判
手
続
に
よ
る
権
利
保

護
に
加
え
て
、
行
政
手
続
に
よ
る
権
利
保
護
の
重
要
性
を
強
調
す
る
こ
と

に
な
る
。
法
治
国
家
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
行
政
活
動
は
、
適
法
性
や
公

正
性
が
保
障
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
行
政
活
動
や

行
政
決
定
を
担
保
す
る
た
め
に
は
、
市
民
や
市
民
集
団
な
ど
の
利
害
関

係
）
11
（

者
を
考
慮
し
た
「
開
か
れ
た
」
決
定
手
続
が
要
求
さ
れ
る
。
彼
は
、
法

治
国
家
原
理
と
参
加
の
関
係
を
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、「
国
家
の
用
意
し
た
行
政
手
続
へ
の
直
接
的
な
関
与
と
し
て
の
、
法

治
国
家
的
な
機
能
を
備
え
た
参
加
は
、
法
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
、
す
な

わ
ち
、
法
治
国
家
的
に
整
序
さ
れ
た
、
適
法
で
公
正
な
行
政
手
続
の
要
素

な
の
で
あ

）
11
（

る
」。

　

１　

法
治
国
家
原
理
か
ら
の
要
請

　

彼
に
よ
れ
ば
、
法
治
国
家
原
理
か
ら
導
か
れ
る
最
低
限
の
参
加
は
、
法

治
国
家
的
な
行
政
が
市
民
に
よ
る
参
加
な
く
し
て
は
実
現
し
え
な
い
限
り

に
お
い
て
生
ず
る
と
さ
れ
る
。
法
治
国
家
の
要
請
と
し
て
最
も
重
要
な
原
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理
は
「
過
剰
禁
止
（Ü

berm
aßverbo

）
11
（t

）」
で
あ
り
、
公
行
政
は
そ
の
決

定
に
つ
い
て
の
妥
当
性
・
必
要
性
・
比
例
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

聴
聞
に
と
ど
ま
ら
な
い
市
民
と
の
対
話
を
必
要
と
し
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
特
に
行
政
が
決
定
を
下
す
に
あ
た
っ
て
、

市
民
が
行
政
に
と
っ
て
の
唯
一
の
情
報
源
と
な
る
場
合
に
、
そ
の
必
要
性

は
顕
著
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
利
害
関
係
を
有
す
る
市
民
や
市
民
集
団

へ
の
単
な
る
（
受
動
的
な
）
聴
聞
の
み
に
よ
っ
て
は
包
括
的
・
根
本
的
な

事
情
が
解
明
さ
れ
え
な
い
場
合
に
は
、
聴
聞
を
越
え
た
強
力
な
参
加
形
態

で
あ
る
討
議
（Erörterung

）
な
ど
が
最
低
限
の
参
加
と
し
て
要
請
さ

れ
る
と
い
う
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

か
く
し
て
、
法
治
国
家
の
視
点
か
ら
、
市
民
は
国
家
に
と
っ
て
の
必
要

不
可
欠
な
情
報
源
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
市
民
は
そ
の
参
加
機
会
の
中
で
は
自
身
の
利
益
を
追
求
し
よ

う
と
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
で
行
政
に
も
た
ら
さ
れ
る
情
報
の
た

め
に
、
そ
の
参
加
は
法
治
国
家
の
利
益
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な

）
11
（

る
。

　

２　

限
界

　

他
方
、
法
治
国
家
的
な
観
点
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
参
加
に
も
限
界
が
存

在
す
る
。
第
一
に
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
法
治
国
的
参
加
の
位
置
づ
け
と

の
関
係
か
ら
、「
事
前
の
聴
聞
が
権
利
の
実
現
を
無
に
帰
せ
し
め
る
か
、

そ
う
で
な
く
と
も
重
大
な
危
険
に
さ
ら
す
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、
例
え
ば

決
定
の
交
付
前
の
聴
聞
の
形
式
で
の
関
与
は
、
ま
さ
に
法
治
国
家
的
な
基

礎
か
ら
生
じ
て
は
な
ら
な

）
11
（

い
」。
第
二
に
、
基
本
権
と
の
関
係
で
も
限
界

が
現
れ
る
。例
え
ば
、国
家
行
政
が
第
三
者
の
私
的
領
域
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

に
関
す
る
領
域
を
侵
害
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
基
本
権
に
よ
っ
て
国
家

行
政
に
よ
る
公
開
は
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
市
民
に
よ
る
そ
の
法
治

国
的
参
加
も
ま
た
、
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
な

）
11
（

る
。

　

ま
た
、
法
治
国
家
原
理
は
、
公
正
な
決
定
を
下
す
た
め
に
市
民
に
聴
聞

と
い
う
形
態
で
協
働
を
要
請
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
に
反
す
る
よ

う
な
、客
観
的
な
根
拠
を
も
っ
て
し
て
不
公
平
で
あ
る（Befangenheit

）

と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
利
害
関
係
を
有
す
る
市
民
に
よ
っ
て

共
同
決
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
ま
た
、
禁
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
も
ま
た
、
法
治
国
的
参
加
の
限
界
と
い
う
こ
と
に
な

）
11
（

る
。

　

三　

社
会
国
家
原
理
に
基
づ
く
参
加

　

工
業
化
が
進
み
給
付
国
家
化
が
進
ん
だ
当
時
に
お
い
て
は
、
民
主
政
原

理
・
法
治
国
家
原
理
と
並
ん
で
社
会
国
家
原
理
に
も
関
心
が
向
け
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
社
会
国
家
に
関
す
る
基
本
法
の
決
定
は
、「
社

会
秩
序
の
形
成
に
つ
い
て
の
国
家
の
気
構
え
や
責
任
、
す
な
わ
ち
国
家
の

任
務
で
あ
り
所
管
で
あ

）
1（
（

る
」
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
規
制
行
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政
に
限
ら
ず
、
給
付
行
政
も
ま
た
、
憲
法
や
法
律
、
そ
し
て
裁
判
に
よ
る

統
制
に
服
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
グ
レ
ー

ザ
ー
に
よ
れ
ば
、
社
会
国
家
原
理
に
と
っ
て
重
要
な
憲
法
上
の
基
準
と
な

る
の
は
、
基
本
法
一
条
一
項
に
規
定
さ
れ
る
人
間
の
尊
厳
、
そ
し
て
三
条

に
規
定
さ
れ
る
平
等
原
則
で
あ

）
11
（

る
。

　

彼
に
よ
れ
ば
、
社
会
国
家
的
参
加
の
目
標
は
、
国
家
の
給
付
機
会
が
増

大
し
た
た
め
に
不
可
避
に
類
型
化
や
基
準
の
一
般
化
が
進
め
ら
れ
て
い

た
、社
会
国
家
的
な
活
動
を
個
別
化
す
る
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、彼
は
、

社
会
国
家
的
参
加
に
「
集
合
的
な
給
付
分
配
を
個
別
化
す
る
調
整

（individualisierendes K
orrektiv kollektiver Leistungsausschüt-

tung

）」
と
し
て
の
役
割
を
求
め
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
「
社
会

国
家
上
の
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
（Gesam

tgeschehen
）
の
主
体
と
し
て
の

人
間
」
が
作
り
出
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ

）
11
（

る
。
彼
は
こ
う
し
て
、
社
会
国

家
原
理
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
た
な
憲
法
上

の
根
拠
を
参
加
に
も
た
ら
そ
う
と
し
た
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

１　

社
会
国
家
原
理
か
ら
の
要
請

　

か
か
る
理
解
か
ら
、
彼
は
社
会
国
家
原
理
が
要
請
す
る
参
加
を
、
次
の

よ
う
に
位
置
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
国
家
的
参
加
は
、
社
会
的
正
義

の
表
明
と
し
て
の
市
民
の
正
義
に
か
な
う
給
付
が
参
加
な
し
で
は
実
現
さ

れ
え
ず
、
か
つ
、
個
人
が
社
会
国
家
上
の
生
存
配
慮
の
客
体
と
な
る
で
あ

ろ
う
場
合
に
、
そ
の
程
度
に
応
じ
て
導
か
れ
る
も
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

し
た
が
っ
て
、
社
会
国
家
原
理
か
ら
要
請
さ
れ
る
参
加
は
、
聴
聞
に
は

じ
ま
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
最
も
強
力
な
参
加
形
態
と
さ
れ
る
共
同
決
定

に
ま
で
達
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
事
案
に
応
じ
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
、
私
的
な
領
域
へ
の
国
家
の
介
入
や
規
律
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、

よ
り
強
力
な
参
加
形
態
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な

）
11
（

る
。

　

２　

限
界

　

社
会
国
家
的
参
加
に
も
ま
た
、
限
界
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
参
加

が
、
と
り
わ
け
社
会
的
自
治
と
し
て
、
利
益
集
団
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
─

─
つ
ま
り
、
そ
の
組
織
か
ら
代
表
を
選
出
し
た
上
で
自
治
が
行
わ
れ
る
─

─
場
合
、
そ
の
自
治
主
体
に
は
、
市
民
の
正
義
に
か
な
う
給
付
が
行
わ
れ

る
こ
と
を
保
障
す
る
た
め
に
、
民
主
的
な
内
部
構
造
を
有
し
て
い
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
組
織
の
あ
ら
ゆ
る
構

成
員
が
、
少
な
く
と
も
間
接
的
に
、
本
質
的
に
集
団
の
意
思
形
成
に
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
組
織
構
造
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
も
し
こ
れ
ら
が
果
た
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
市
民

に
よ
る
参
加
で
は
な
く
、
社
会
的
正
義
を
実
現
し
え
な
い
「
組
織
の
幹
部

に
よ
る
参
加
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
参
加
は
許
容
さ
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れ
な
い
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

３　

社
会
国
家
的
参
加
の
評
価

　

彼
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
国
家
的
参
加
と
い
う
の
は
「
真
の
利
害
関
係

者
の
参

）
11
（

加
」
で
あ
る
と
し
て
、
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
よ
う
な
参
加
に
は
、
市
民
の
利
益
に
密
接
に
関
わ
り
の
あ
る
─
─
社

会
保
険
・
職
業
・
疾
病
保
険
・
家
族
な
ど
と
い
っ
た
─
─
領
域
へ
の
参
加
、

と
り
わ
け
社
会
的
自
治
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、民
主
的
参
加
と
は
違
っ
て
、

市
民
の
無
関
心
と
い
う
問
題
に
は
直
面
し
づ
ら
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

し
て
社
会
国
家
的
参
加
は
、「
一
般
性
（A

llgem
eine

）」
の
範
囲
内
で

個
人
に
活
動
余
地
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
個
々
の
給

付
関
係
に
お
け
る
個
別
的
な
福
祉
は
、
結
果
と
し
て
そ
の
一
般
性
に
吸
収

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
社
会
国
家
的
参
加
が
全
体
意
思
形
成
プ
ロ
セ

ス
を
歪
曲
す
る
よ
う
な
事
態
を
生
み
出
す
こ
と
は
な
い
と
理
解
さ
れ
る
の

で
あ

）
11
（

る
。

　

か
く
し
て
、
彼
は
社
会
国
家
的
参
加
を
、「
短
所
や
危
険
な
く
民
主
的

参
加
に
期
待
さ
れ
た
長
所
（
自
己
決
定
お
よ
び
疎
遠
の
緩
和
）
を
導
く
」、

「
市
民
に
よ
る
参
加
の
最
も
重
要
な
形
態
で
あ
る
」
と
し
て
、
極
め
て
好

意
的
に
評
価
し
た
の
で
あ
っ

）
11
（

た
。

第
三
節
：
小
括

　

一
九
六
〇
年
代
以
降
に
西
ド
イ
ツ
に
現
れ
た
民
主
化
の
波
の
中
で
、
現

実
の
政
策
に
お
い
て
も
民
主
化
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
現
実
に

は
も
っ
ぱ
ら
民
主
的
な
意
義
が
参
加
に
求
め
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
公
法

学
に
お
い
て
は
、
参
加
と
い
う
現
象
を
法
的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、

説
明
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
シ
ュ
ミ
ッ

ト
・
グ
レ
ー
ザ
ー
は
、
権
利
保
護
と
い
う
従
来
の
公
法
学
に
親
和
的
な
法

治
国
家
の
観
点
に
加
え
て
、
社
会
学
や
政
治
学
に
お
い
て
主
張
さ
れ
、
そ

し
て
そ
こ
で
は
半
ば
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
化
し
て
い
た
民
主
政
の
観
点
、
さ

ら
に
は
公
法
学
に
特
有
と
も
い
え
る
社
会
国
家
の
観
点
と
い
う
三
つ
の
憲

法
上
の
視
点
に
基
づ
い
て
、
参
加
の
モ
デ
ル
化
を
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。

　

彼
に
よ
る
報
告
の
意
義
は
、
基
本
法
を
保
障
・
実
現
す
る
も
の
と
し
て

憲
法
原
理
か
ら
参
加
を
構
造
化

）
1（
（

し
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
参
加
の
概
念
を
公

法
学
に
導
入
し
、定
着
さ
せ
た
と
い
う
点
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

む
ろ
ん
、
彼
も
自
覚
し
て
い
る
よ
う
に
、
参
加
を
め
ぐ
る
議
論
は
新
し
い

も
の
で
は
な

）
11
（

い
。
む
し
ろ
、
彼
は
、
こ
れ
ま
で
公
法
学
に
お
い
て
な
さ
れ

て
き
た
議
論
を
、
参
加
と
い
う
概
念
の
下
に
再
び
結
集
し
、
整
理
し
た
と

理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
彼
の
整
理

に
よ
っ
て
、
参
加
は
憲
法
上
の
問
題
と
し
て
も
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
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か
に
な
り
、
実
際
上
の
意
義
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
法
的
な
意
義
が
認
め
ら

れ
た
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

彼
の
以
上
の
よ
う
な
議
論
は
、
参
加
が
正
統
化
機
能
を
有
し
な
い
こ
と

を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
こ
の
よ
う
な
参
加
論
が
抱
え
た
限

界
は
、
以
下
の
点
に
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
分
析
は
、

憲
法
原
理
に
基
づ
い
て
、
最
低
限
必
要
な
参
加
や
参
加
の
拡
大
の
限
界
を

整
理
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
上
要
請
さ
れ

る
参
加
と
憲
法
上
禁
止
さ
れ
る
参
加
と
の
枠
内
で
、
そ
の
制
度
設
計
は
立

法
者
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な

）
11
（

る
。
そ
し
て
、
彼
の
議
論
か
ら
、
具
体
的

な
憲
法
上
の
要
請
と
し
て
一
般
に
導
き
出
さ
れ
た
最
低
限
必
要
な
参
加
と

い
う
の
は
、
単
に
聴
聞
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ

）
11
（

た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の

見
解
は
、
利
害
関
係
を
有
す
る
市
民
の
聴
聞
権
以
外
に
つ
い
て
「
積
極
的

な
構
造
化
の
要
請
」
は
な
い
と
み
な
さ

）
11
（

れ
、「
参
加
に
好
意
的
な
成
果
は

乏
し

）
11
（

い
」
と
も
評
価
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
に
見
た
通
り
、
彼
の
議
論
は
導
入
期
の
議
論
と
し
て
は
斬
新
で
あ

り
、
そ
の
貢
献
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
議
論
が

現
在
に
残
し
た
も
の
は
決
し
て
多
く
は
な
く
、
彼
の
重
要
視
し
た
社
会
国

家
的
参
加
（
社
会
的
自
治
）
も
ま
た
、
近
年
で
は
社
会
国
家
原
理
か
ら
で

は
な
く
民
主
政
原
理
（
民
主
的
正
統
化
）
か
ら
根
拠
付
け
よ
う
と
す
る
議

論
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
結
局
の
と
こ
ろ
更
な
る
展
開
に
は
つ

な
が
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

）
11
（

る
。
そ
の
後
、
参
加
を
公
法
学
の
俎
上
で
積
極

的
に
取
り
上
げ
よ
う
と
し
た
論
者
ら
の
理
論
的
な
関
心
は
、
彼
の
構
想
に

お
い
て
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
参
加
の
正
統
化
機
能
に
対
し

て
向
け
ら
れ
て
い
る
。
次
章
以
降
に
お
い
て
は
、
こ
の
参
加
の
正
統
化
機

能
に
目
を
転
じ
る
こ
と
と
し
、
各
論
者
ら
が
、
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
か

ら
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
論
を
駆
使
し
て
参
加
に
正
統
化
機
能
を
認
め
よ
う

と
し
て
き
た
の
か
、
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

（
１
）W

alter Schm
itt G

laeser, Partizipation an V
erw

altungs-
entscheidungen, V

V
D

StRL 31 (1973), S. 179 ff.

（
２
）V

gl. A
nna-B

ettina K
aiser, D

ie K
om

m
unikation der 

V
erw

altung, 2009, S. 138.

（
３
）V

gl. Prodrom
os D

agtoglou, Partizipation Privater an 
V

erw
altungsentscheidungen, D

V
Bl. 1972, S. 712 (712). 

こ
の
参
加
を
め
ぐ
る
要
求
は
、
指
導
者
と
被
指
導
者
、
統
治
者
と

被
治
者
の
間
の
疎
遠
を
問
題
視
し
た
、特
に
ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
・

社
会
心
理
学
・
政
治
学
の
議
論
に
精
神
的
な
源
泉
を
有
し
て
い
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
こ
の
時
代

の
動
き
と
参
加
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
辻
英
史
「
歴
史
か
ら
見
た

ド
イ
ツ
市
民
社
会
と
市
民
参
加
」
大
野
達
司
編
『
社
会
と
主
権
』

（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
四
年
）
一
九
三
頁
以
下
も
参
照
。
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（
４
）V

gl. W
illy B

randt, D
ie A

lternative, D
ie N

eue 
Gesellschaft 16 (1969), S. 3 (3 f.). 

ブ
ラ
ン
ト
は
、
彼
が
首
相

に
就
任
す
る
ま
で
政
権
を
担
っ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟/

キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟
（CD

U
/CSU

）
に
と
っ
て
の
民
主
政
は

単
な
る
国
家
の
組
織
形
態
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
社

会
民
主
党
（SPD
）
に
と
っ
て
の
民
主
政
は
民
主
化
を
推
進
す
る

立
場
を
取
る
も
の
で
あ
る
と
表
明
し
て
い
る
。

（
５
）
例
え
ば
、
ブ
ラ
ン
ト
政
権
の
下
で
行
わ
れ
た
一
九
七
六
年
の
連

邦
建
設
法
改
正
に
よ
っ
て
、
参
加
手
続
が
拡
充
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
時
期
の
連
邦
建
設
法
に
お
け
る
参
加
規
定
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
野
田
崇
「
市
民
参
加
の
『
民
主
化
機
能
』
に
つ
い
て
」
法
と

政
治
（
関
西
学
院
大
学
）
六
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
〇
頁

以
下
、
高
橋
寿
一
『
地
域
資
源
の
管
理
と
都
市
法
制
』（
日
本
評

論
社
、
二
〇
一
〇
年
）
二
二
八
頁
以
下
を
参
照
。

（
６
）
例
え
ば
、
一
九
七
〇
年
の
国
法
学
者
大
会
に
お
い
て
も
、
こ
れ

ら
の
問
題
が
民
主
政
原
理
と
の
関
係
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

（W
erner von Sim

son und M
artin K

riele, D
as de-

m
okratische Prinzip im

 G
rundgesetz, V

V
D

StR
L 29 

[1971], S. 3 ff., 46 ff.

）。
ド
イ
ツ
基
本
法
と
「
民
主
化
」
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
林
知
更
「
憲
法
原
理
と
し
て
の
民
主
政
」
同
『
現

代
憲
法
学
の
位
相
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
）
二
三
一
頁
以

下
（
初
出
：
二
〇
一
三
年
）
も
参
照
。
ま
た
、
公
法
学
に
お
い
て

は
、「
民
主
化
」
の
問
題
が
必
ず
し
も
民
主
政
原
理
に
関
わ
る
問

題
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
も
注
意
が
必

要
で
あ
る
。

（
７
）V

gl. von Sim
son, a.a.O

. (Fn. 6), S. 9.

（
８
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 180 f.; K
aiser, a.a.O

. 
(Fn. 2), S. 147.

（
９
）W

illi B
lüm

el, “D
em

okratisierung der Planung” oder 
rechtsstaatliche Planung?, in: R

om
an Schnur (H

rsg.), 
F

estschrift für E
rnst F

orsthoff zum
 70. G

eburtstag, 
1972, S. 9 (19 f.).

（
10
）V

gl. Blüm
el, a.a.O

. (Fn. 9), S. 21.

（
11
）Blüm

el, a.a.O
. (Fn. 9), S. 23.

（
12
）
彼
の
批
判
は
主
に
、
例
え
ば
生
年
月
日
の
よ
う
な
法
的
に
は
ほ

と
ん
ど
意
味
が
認
め
ら
れ
な
い
基
準
に
よ
っ
て
計
画
化
の
過
程
へ

の
参
加
者
を
選
出
す
る
こ
と
を
提
言
し
た
、
社
会
学
者
の
デ
ィ
ー

ネ
ル
（Peter D

ienel

）
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

（
13
）Blüm

el, a.a.O
. (Fn. 9), S. 25 f.

（
14
）Blüm

el, a.a.O
. (Fn. 9), S. 23; ders., Grundrechtsschutz 

durch V
erfahrensgestaltung, in: W

illi Blüm
el (H

rsg.), 
Frühzeitige Bürgerbeteiligung bei Planungen, 1982, S. 
23 (25 f.). 

こ
の
よ
う
な
視
点
が
ド
イ
ツ
に
お
い
て
い
ま
な
お
影

響
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、Jens-Peter Schneider, 

Strukturen und T
ypen von V

erw
altungsverfahren in: 

W
olfgang H

offm
ann-R

iem
/ E

berhard Schm
idt-
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A
ßm

ann/ A
ndreas V

oßkuhle (H
rsg.), Grundlagen des 

V
erw

altungsrechts, Bd. II, 2. A
ufl., 2012, §28 Rn. 71. 

さ

ら
に
、近
年
で
こ
の
よ
う
な
立
場
を
取
る
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、

K
laus Ferdinand G

ärditz, A
ngem

essene Ö
ffentlichkeits-

beteiligung bei Infrastrukturplanungen als 
H

erausforderung an das V
erw

altungsrecht im
 

dem
okratischen Rechtsstaat, Gew

A
rch 2011, S. 273 ff.

（
15
）
連
邦
行
政
手
続
法
草
案
は
一
九
六
三
年
に
完
成
し
、
連
邦
行
政

手
続
法
は
一
九
七
六
年
に
成
立
し
て
い
る
。
西
ド
イ
ツ
連
邦
行
政

手
続
法
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
海
老
沢
俊
郎
『
行
政
手
続
法

の
研
究
』（
成
文
堂
、
一
九
九
二
年
）
一
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
16
）
同
規
定
に
つ
い
て
は
、
海
老
沢
・
前
掲
註
（
15
）
一
三
五
頁
以

下
を
参
照
。

（
17
）V

gl. W
illi B

lüm
el, D

iskussionsbeitrag, V
V

D
StRL 31 

(1973), S. 300 f.

（
18
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 180; ders., D
iskus-

sionsbeitrag, V
V

D
StRL 31 (1973), S. 307 f.

（
19
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 236.

（
20
）
共
同
決
定
権
は
、
と
り
わ
け
、
合
議
制
機
関
に
参
加
す
る
専
門

家
や
利
益
代
表
者
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（Schm

itt 
G

laeser, a.a.O
. [Fn. 1], S. 185 f.

）。

（
21
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 183 f. 

彼
に
よ
れ
ば
、

協
働
は
聴
聞
や
助
言
な
ど
を
代
表
と
す
る
参
加
の
形
態
を
指
す
。

し
た
が
っ
て
、
彼
の
議
論
で
は
協
働
は
拘
束
力
の
な
い
参
加
で
あ

り
、
共
同
決
定
は
拘
束
力
の
あ
る
参
加
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
一
方
で
、
情
報
提
供
や
書
類
の
閲
覧
と
い
っ
た
こ
と

は
、
参
加
の
準
備
に
必
要
と
な
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
彼
の
い
う
参

加
の
射
程
か
ら
は
外
れ
る
こ
と
と
な
る
。

（
22
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 191 f.

（
23
）
こ
の
よ
う
な
区
別
は
、
本
報
告
の
前
年
に
行
わ
れ
た
ヘ
ー
ベ
ル

レ
（Peter H

äberle

）
に
よ
る
国
法
学
者
大
会
報
告
「
給
付
国

家
に
お
け
る
基
本
権
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ

る
（P

eter H
äberle, G

rundrechte im
 Leistungsstaat, 

V
V

D
StRL 30 [1972], S. 43 ff.

）。
こ
の
報
告
の
翻
訳
と
し
て
、

ペ
ー
タ
ー
・
ヘ
ー
ベ
ル
レ
「
給
付
国
家
に
お
け
る
基
本
権
」
井
上

典
之
編
訳
『
基
本
権
論
』（
信
山
社
、一
九
九
三
年
）
一
頁
以
下
〔
井

上
典
之
ほ
か
訳
〕
も
参
照
。

（
24
）
村
上
武
則
「T

eilhabe

（
配
分
参
加
）
に
つ
い
て
」
同
『
給
付

行
政
の
理
論
』（
有
信
堂
高
文
社
、二
〇
〇
二
年
）
三
〇
三
頁
（
初

出
：
一
九
七
八
年
）
も
参
照
。

（
25
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 192 f., 221 ff. 

さ
ら

に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
グ
レ
ー
ザ
ー
の
も
と
で
デ
ィ
セ
ル
タ
ツ
ィ
オ

ン
を
執
筆
し
た
論
者
に
よ
る
、
基
本
権
と
参
加
の
区
別
に
関
す
る

よ
り
簡
明
な
説
明
と
し
て
、vgl. A

ndreas H
artisch, 

V
erfassungsrechtliches L

eistungsprinzip und 
Partizipationsverbot im

 V
erw

altungsverfahren, 1975, S. 
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96:「
基
本
権
は
個
人
の
任
意
性
の
中
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、他
方
、

参
加
は
国
家
の
用
意
す
る
手
続
の
一
部
で
あ
る
と
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
基
本
権
―
―
特
に
基
本
法
五
条
一
項
、
八
条
一
項
、

九
条
一
項
の
い
わ
ゆ
る
民
主
的
基
本
権
―
―
は
、
国
民
の
意
思
形

成
プ
ロ
セ
ス
へ
の
配
分
参
加
を
保
証
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
参

加
は
、
国
家
の
意
思
形
成
プ
ロ
セ
ス
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
る
」。

（
26
）
山
本
隆
司
「
現
代
に
お
け
る
行
政
法
学
の
体
系
」
現
代
行
政
法

講
座
編
集
委
員
会
編
『
現
代
行
政
法
講
座
Ⅰ 

現
代
行
政
法
の
基

礎
理
論
』（
日
本
評
論
社
、二
〇
一
六
年
）
四
八
頁
、大
橋
洋
一
『
行

政
法
Ⅰ 

現
代
行
政
過
程
論〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
、二
〇
一
六
年
）

七
頁
以
下
。

（
27
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 210 ff. 

当
時
は
こ
の
よ

う
な
立
場
が
通
説
的
地
位
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
時
期
の
類
似
の

見
解
と
し
て
、K

riele, a.a.O
. (Fn. 6), S. 63 f.; Fritz O

ssenbühl, 
W

elche norm
ativen A

nforderungen stellt der 
V

erfassungsgrundsatz des dem
okratischen 

R
echtsstaates an die planende staatliche T

ätigkeit, 
dargestellt am

 B
eispiel der E

ntw
icklungsplanung?, 

Gutachten B zum
 50. D

eutschen Juristentag, 1974, B 
122 ff.

（
28
）「
機
能
的
自
治
（funktionale Selbstverw

altung

）」
と
は
、

地
方
自
治
以
外
の
領
域
で
自
治
権
を
認
め
ら
れ
た
法
的
に
独
立
し

た
行
政
を
指
す
包
括
的
な
概
念
で
あ
り
、大
学
や
社
会
保
障
主
体
、

職
業
組
合
な
ど
の
自
治
が
妥
当
す
る
。
以
上
に
つ
き
、T

hom
as 

G
roß

, D
ie V

erw
altungsorganisation als T

eil 
organisierter Staatlichkeit, in: W

olfgang H
offm

ann-
Riem

/ Eberhard Schm
idt-A

ßm
ann/ A

ndreas V
oßkuhle 

(H
rsg.), G

rundlagen des V
erw

altungsrechts, B
d. I, 2. 

A
ufl., 2012, §13 R

n. 69; W
infried K

luth, F
unktionale 

Selbstverw
altung, 1991, S. 30 ff. 

た
だ
し
、
一
九
七
〇
年
代

に
は
ま
だ
機
能
的
自
治
と
い
う
言
葉
は
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
り
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
グ
レ
ー
ザ
ー
は
、
地
域
で
は
な
く
事

項
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
こ
れ
ら
の
主
体
を
「
機
能
的
自
治
の

主
体
」
で
は
な
く
、「
事
項
に
関
す
る
行
政
体
（sachbezogene 

V
erw

altungseinheiten

）」
と
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
例
と
し

て
は
、
弁
護
士
会
、
工
業
会
議
所
、
土
地
利
用
組
合
、
大
学
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
（Schm

itt G
laeser, a.a.O

. [Fn. 1], S. 
216 f.

）、
上
記
の
機
能
的
自
治
の
定
義
と
お
お
よ
そ
一
致
し
て
い

る
。
ま
た
、ド
イ
ツ
に
お
け
るV

erw
altungseinheit

（
行
政
体
、

行
政
単
位
）
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
薄
井
一
成
「
行
政
組
織
法
の

基
礎
概
念
」
一
橋
法
学
（
一
橋
大
学
）
九
巻
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）

一
九
二
頁
以
下
を
参
照
。

（
29
）「
団
体
国
民
」
の
構
想
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、W

infried 
Brohm

, Strukturen der W
irtschaftsverw

altung, 1969, S. 
253 ff.; H

artm
ut M

aurer, D
iskussionsbeitrag, V

V
D

StRL 
31 (1973), S. 293 f. 

他
方
で
、
こ
の
よ
う
な
「
団
体
国
民
」
の
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構
想
に
対
し
て
は
、
基
本
法
上
の
根
拠
の
希
薄
さ
か
ら
、
批
判
的

な
見
解
も
多
く
み
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
細
な
批
判

を
展
開
す
る
も
の
と
し
て
、M

atthias Jestaedt, D
em

okratie-
prinzip und K

ondom
inialverw

altung, 1993, S. 213 ff., 500 
ff. 

ま
た
、
機
能
的
自
治
の
構
成
員
を
正
統
化
主
体
と
し
て
認
め

よ
う
と
す
る
見
解
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
「
団
体
国
民
」
と
い

う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
論
者
に
よ
っ
て
は
地
方

自
治
と
同
様
に
「
部
分
国
民
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
場
合

が
あ
る
。

（
30
）
基
本
法
二
八
条
一
項
は
、
地
方
自
治
体
に
も
民
主
政
や
法
治
国

家
、
社
会
国
家
な
ど
の
原
理
が
当
て
は
ま
り
、
国
家
と
同
様
に
選

挙
に
よ
っ
て
議
会
が
構
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
31
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 216 ff.

（
32
）V

gl. W
alter Schm

itt G
laeser, D

ie Position der Bürger 
als Beteiligte im

 Entscheidungsverfahren gestaltender 
V

erw
altung, in: Peter Lerche/ W

alter Schm
itt Glaeser/ 

Eberhard Schm
idt-A

ßm
ann, V

erfahren als staats- und 
verw

altungsrechtliche K
ategorie, 1984, S. 35 (48 f.).

（
33
）Schm
itt G

laeser, a.a.O
. (Fn. 1), S. 220.

（
34
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 224.

（
35
）
な
お
、
一
九
七
二
年
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
グ
レ
ー
ザ
ー
に
よ
る
報

告
が
行
わ
れ
た
時
点
で
は
、
連
邦
行
政
手
続
法
（
一
九
七
六
年
）

は
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、権
利
保
護
を
目
的
と
し
た「
関

与
人
の
聴
聞
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
判
例
法
上
で
確
立
さ
れ
た
原

理
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、海
老
沢
俊
郎「
行

政
手
続
の
法
典
化－

西
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
」
雄
川
一
郎
ほ

か
編
『
現
代
行
政
法
体
系
第
三
巻 

行
政
手
続
・
行
政
監
察
』（
有

斐
閣
、
一
九
八
四
年
）
二
三
頁
を
参
照
。

（
36
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 221 ff.

（
37
）
な
お
、本
稿
に
お
い
て
は
、特
に
民
主
的
正
統
化
に
つ
い
て
「
代

替
」
や
「
補
完
」
と
い
っ
た
表
現
を
し
ば
し
ば
用
い
る
こ
と
に
な

る
が
、
ド
イ
ツ
語
と
の
関
係
で
は
、Ersatz

に
は
代
替
の
訳
を

充
て
、Ergänzung

に
は
補
完
の
訳
を
充
て
て
い
る
。

（
38
）V

gl. Schm
itt G

laeser, a.a.O
. (Fn. 1), S. 226.

（
39
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 232 f.

（
40
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 232 f. 

し
た
が
っ
て
、

共
同
決
定
は
、
民
主
的
正
統
化
に
寄
与
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う

意
味
で
は
民
主
政
原
理
か
ら
理
論
的
に
切
断
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
決
定
が
拘
束
力
を
持
つ
た
め
に
民
主
的
正
統
化
を
毀
損
す
る
要

因
に
な
り
う
る
と
い
う
意
味
で
は
当
然
に
関
連
性
が
あ
る
。

（
41
）
政
治
的
に
重
要
な
事
項
に
関
す
る
共
同
決
定
権
を
公
務
員
に
付

与
す
る
こ
と
が
民
主
政
原
理
に
反
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
一
九

五
九
年
に
既
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
判
示
さ
れ
て
い
た

（BV
erfGE 9, 268

）。
当
該
判
例
に
つ
い
て
は
、
倉
田
原
志
「
州

の
公
務
員
の
共
同
決
定
権
の
限
界
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
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『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
（
第
二
版
）』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）

四
三
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
42
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 233.

（
43
）
ブ
リ
ュ
ー
メ
ル
は
「
利
害
関
係
者
」
概
念
の
不
明
確
性
を
批
判

し
て
い
た
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
グ
レ
ー
ザ
ー
は
「
利
害
関
係
」
と

い
う
概
念
の
可
変
性
は
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
決
定
過
程
に
応
じ
て
調
整
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
理
解
す
る（vgl. 

Schm
itt G

laeser, a.a.O
. [Fn. 1], S. 245

）。

（
44
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 240 ff. 

こ
の
よ
う
な

デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
的
な
構
想
を
試
み
る
も
の
の
具
体
例
と
し
て
、

正
式
行
政
手
続
を
規
定
す
る
一
九
六
三
年
の
行
政
手
続
法
草
案
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
45
）
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
過
剰
禁
止
（Ü

berm
aßverbot

）」
等
の

比
例
原
則
に
関
わ
る
概
念
に
つ
い
て
は
、
須
藤
陽
子
『
比
例
原
則

の
現
代
的
意
義
と
機
能
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
〇
年
）
一
四

頁
以
下
を
参
照
。

（
46
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 246 ff.

（
47
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 246 f. 

さ
ら
に
、vgl. 

K
aiser, a.a.O

. (Fn. 2), S. 158.

（
48
）Schm
itt G

laeser, a.a.O
. (Fn. 1), S. 248.

（
49
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 248.

（
50
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 248 f.

（
51
）H

ans P
eter Ipsen, E

nteignung und Sozialisierung, 

V
V

D
StRL 10 (1952), S. 74 (74 f.).

（
52
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 249 f.

（
53
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 252 f.

（
54
）K

aiser, a.a.O
. (Fn. 2), S. 156. 

カ
イ
ザ
ー
（A

nna-Bettina 
K

aiser

）
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
グ
レ
ー
ザ
ー
が
社
会
国
家
原
理
に

も
焦
点
を
当
て
た
こ
と
に
つ
い
て
、次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

「
社
会
国
家
原
理
を
参
加
に
と
っ
て
生
産
的
な
も
の
と
し
た
こ
と

が
、
彼
の
意
見
の
本
来
的
な
新
し
さ
で
あ
る
」。「
一
面
で
は
、
参

加
の
要
求
に
は
批
判
の
余
地
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
参
加
は

〔
基
本
法
上
の
社
会
国
家
原
理
と
の
結
び
つ
き
と
い
う
─
─
訳
者

註
〕
新
た
な
ラ
ベ
ル
を
貼
ら
れ
た
こ
と
で
、
社
会
学
に
よ
っ
て
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
化
さ
れ
て
い
た
民
主
政
概
念
を
根
拠
と
し
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
他
面
で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
国
法
学

も
無
視
し
続
け
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
社
会
全
体
の
議
論
へ
と

接
続
す
る
力
が
確
保
さ
れ
た
の
で
あ
る
」。

（
55
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 253.

（
56
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 253 ff.

（
57
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 255 ff.

（
58
）
こ
れ
に
対
し
て
、民
主
的
参
加
と
し
て
行
わ
れ
る
共
同
決
定
は
、

本
質
的
に
は
公
共
善
を
目
標
と
す
る
こ
と
か
ら
「
本
来
的
な
意
味

で
の
利
害
関
係
者
の
参
加
で
は
な
い
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る

（Schm
itt G

laeser, a.a.O
. [Fn. 1], S. 226 f.

）。

（
59
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 257. 

当
時
も
社
会
的
自



ドイツ公法学における参加論の歴史的展開（１）

［107］北法70（2・98）208

治
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た

が
、
そ
の
際
に
は
民
主
政
原
理
と
の
緊
張
関
係
を
問
題
視
す
る
な

ど
の
限
界
を
探
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
社
会
的
自
治
を
手
厚

く
保
障
す
る
方
向
で
学
説
が
展
開
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
当

時
の
社
会
的
自
治
を
め
ぐ
る
学
説
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
倉
田
聡

『
医
療
保
険
の
基
本
構
造
』（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
一
九
九

七
年
）
二
五
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
60
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 1), S. 257, 265. 

こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
ヘ
ー
ベ
ル
レ
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
グ
レ
ー
ザ
ー
の
い
う
社

会
国
家
的
参
加
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
公
法
学

が
社
会
学
や
政
治
学
か
ら
「
参
加
（Partizipation

）」
と
い
う

議
論
領
域
を
勝
ち
取
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
よ
り
い
っ
そ
う

社
会
国
家
的
参
加
の
重
要
性
が
増
す
と
さ
れ
て
い
る
（Peter 

H
äberle, D

iskussionsbeitrag, V
V

D
StR

L 31 [1973], S. 
298

）。

（
61
）V

gl. M
aurer, a.a.O

. (Fn. 29), S. 292; H
äberle, a.a.O

. (Fn. 
60), S. 298.

（
62
）Schm

itt G
laeser, a.a.O

. (Fn. 18), S. 280.

（
63
）
た
だ
し
ブ
ロ
ー
ム
（W

infried Brohm

）
は
、
大
会
に
お
け

る
質
疑
の
中
で
、
憲
法
原
理
を
基
準
に
参
加
を
分
類
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
民
主
政
原
理
や
法
治
国
家
原
理
は
ま
だ
し
も
、
社
会
国

家
原
理
か
ら
法
的
な
意
味
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い

う
点
で
疑
問
を
呈
し
て
い
た
（W

infried Brohm
, D

iskus-

sionsbeitrag, V
V

D
StRL 31 [1973], S. 296

）。
現
実
に
、
シ
ュ

ミ
ッ
ト
・
グ
レ
ー
ザ
ー
の
分
類
論
は
大
会
直
後
こ
そ
一
定
の
支
持

を
集
め
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
以
上
に
議
論
が
進
ん
だ
か
と
い
え

ば
疑
わ
し
い
。
以
上
の
ブ
ロ
ー
ム
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
村
上
・

前
掲
註
（
24
）
三
〇
三
頁
以
下
も
参
照
。

（
64
）V

gl. Schm
itt G

laeser, a.a.O
. (Fn. 32), S. 45.

（
65
）
た
だ
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
グ
レ
ー
ザ
ー
は
事
前
の
聴
聞
を
民
主

政
原
理
か
ら
根
拠
付
け
て
い
た
が
、
現
在
で
は
、
事
前
の
聴
聞
の

よ
う
な
関
与
は
主
に
法
治
国
家
原
理
か
ら
、
あ
る
い
は
基
本
権
か

ら
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
民
主
政
原
理
か
ら
要
請
さ
れ
る

も
の
で
は
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
現
在
公
法
学
で
主

に
民
主
政
原
理
と
関
連
付
け
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
の
は
、
受
益
者

参
加
、
団
体
参
加
、
そ
し
て
公
衆
参
加
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、vgl. D

irk E
hlers, in: D

irk Ehlers/ H
erm

ann Pünder 
(H

rsg.), A
llgem

eines V
erw

altungsrecht, 15. A
ufl., 2016, 

S. 25; E
berhard Schm

idt-A
ß

m
ann, V

erw
altungsver-

fahren, in: Josef Isensee/ Paul K
irchhof (H

rsg.), 
H

andbuch des Staatsrechts der B
undesrepublik 

D
eutschland, Bd. V

, 3. A
ufl., 2007, §109 Rn. 37.

（
66
）Blüm

el, a.a.O
. (Fn. 14), S. 26.

（
67
）K

aiser, a.a.O
. (Fn. 2), S. 158.

（
68
）
近
年
の
ド
イ
ツ
の
議
論
を
題
材
に
、
社
会
保
障
行
政
へ
の
参
加

（
社
会
的
自
治
）
を
民
主
政
原
理
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
も
の
と
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第
二
章
：
正
統
化
論
と
参
加
論
の
接
続
―
―
メ
ン

ツ
ェ
ル
の
議
論
を
題
材
に

　

こ
の
第
二
章
が
検
討
の
対
象
と
す
る
の
は
、
参
加
と
正
統
化
の
緊
張
関

係
お
よ
び
補
完
関
係
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
一
九
八
〇
年
に
公
刊

さ
れ
た
メ
ン
ツ
ェ
ル
（H

ans-Joachim
 M

enzel

）
の
デ
ィ
セ
ル
タ
ツ
ィ

オ（
１
）ン

が
、
本
章
の
検
討
対
象
と
な
る
。
前
章
に
お
い
て
概
ね
指
摘
さ
れ
た

通
り
、
古
典
的
、
伝
統
的
、
あ
る
い
は
通
説
的
な
正
統
化
観
を
採
用
す
る

と
、
参
加
に
は
行
政
活
動
を
正
統
化
す
る
機
能
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
検
討
す
る
メ
ン
ツ
ェ
ル
の
著
作
は
、

一
方
で
は
こ
の
よ
う
な
通
説
的
見
解
を
相
当
に
踏
襲
し
な
が
ら
、
し
か
し

な
が
ら
他
方
で
は
参
加
に
も
正
統
化
機
能
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
修
正
を

試
み
る
と
い
う
、
参
加
の
観
点
か
ら
み
て
も
正
統
化
の
観
点
か
ら
み
て
も

興
味
深
い
議
論
を
展
開
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
る
べ
き
は
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
参
加
に

正
統
化
機
能
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
の
か
、
そ
し
て
、
ど
の

よ
う
な
解
釈
論
を
も
っ
て
し
て
参
加
の
正
統
化
機
能
を
根
拠
付
け
よ
う
と

し
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
先
に
断
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼
の
主
要
な

関
心
が
、
民
主
的
参
加
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
共
同
決
定
に
向
け
ら
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
章
が
主
に
検
討
の
対
象

と
す
る
の
は
参
加
と
正
統
化
の
基
本
法
上
の
関
係
性
で
は
あ
る
も
の
の
、

部
分
的
に
は
共
同
決
定
と
正
統
化
の
関
係
に
限
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

第
一
節
：
二
つ
の
正
統
化
概
念

　

ま
ず
彼
は
、「
正
統
性（Legitim

ität

）」と「
正
統
化（Legitim

ation

）」

の
概
念
の
区
別
を
示
す
。
曰
く
、「
正
統
性
」
は
命
令
を
自
由
意
思
で
守

ら
せ
る
支
配
（H

errschaft

）
の
性
質
で
あ
り
、「
正
統
化
」
は
、
被
治

者
（H

errschaftsunterw
orfen

）
が
正
統
性
を
支
配
に
与
え
る
過
程
で

あ（
２
）る

。
し
た
が
っ
て
、
正
統
化
と
は
正
統
性
を
斡
旋
す
る
プ
ロ
セ
ス
な
の

で
あ
り
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
が
、
ま
さ
に
こ
こ

で
の
論
点
と
な
る
。

　

正
統
化
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、
主
に
二
つ
の
視
点
か
ら
の
分
析

し
て
、
門
脇
美
恵
「
ド
イ
ツ
疾
病
保
険
に
お
け
る
保
険
者
自
治
の

民
主
的
正
統
化
（
一
）
～
（
四
・
完
）」
法
政
論
集
（
名
古
屋
大
学
）

二
四
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
六
一
頁
以
下
、
二
四
七
号
（
二
〇

一
二
年
）
四
九
頁
以
下
、
二
五
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
四
七
頁

以
下
、
二
五
二
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
五
五
頁
以
下
。
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が
な
さ
れ
て
き
た
。
一
方
で
は
、
国
家
支
配
に
着
目
し
て
、
高
権
的
決
定

が
被
治
者
に
自
由
意
思
に
基
づ
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
の
条
件
、
す

な
わ
ち「
支
配
を
説
得
力
を
も
っ
て
正
当
化
す
る
こ
と
」が
追
求
さ
れ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
被
治
者
の
全
体
あ
る
い
は
大
半
が
国
家
支
配

を
承
認
し
て
い
る
か
、
そ
し
て
そ
の
承
認
が
自
由
意
思
に
基
づ
く
も
の
か

と
い
う
、「
量
的
に
測
定
可
能
な
大
き
さ
」
で
あ
る
。
他
方
で
は
、
被
治

者
に
着
目
し
て
、
被
治
者
が
具
体
的
に
支
配
を
拘
束
・
統
制
す
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
「
民
主
的
な
国
民
主
権
を
通
じ
た
正
統
化
の
実
現
」
へ
と
関
心

が
向
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
つ
ど
の
被
治
者
の

評
価
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
い
、
例
え
ば
憲
法
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
「
支

配
の
正
統
性
の
基
準
」
で
あ（

３
）る

。

　

メ
ン
ツ
ェ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
正
統
化
概
念
に
つ
い
て
、
前
者

を
主
に
社
会
学
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
き
た
「
経
験
的
正
統
化

（em
pirische Legitim

atio （
４
）

n

）」
と
し
て
、
後
者
を
主
に
法
学
に
お
い
て

議
論
さ
れ
て
き
た
「
規
範
的
正
統
化
（norm

ative Legitim
atio （

５
）

n
）」
と

し
て
区
別
す
る
。
そ
し
て
、
基
本
法
の
正
統
化
秩
序
に
つ
い
て
い
え
ば
、

基
本
法
を
出
発
点
と
す
る
規
範
的
正
統
化
が
妥
当
す
る
こ
と
は
、
い
わ
ば

自
明
の
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
規
範
的
正
統
化
の
み
を
採
用
す
る
場
合
に

問
題
視
さ
れ
て
き
た
の
が
、
規
範
的
な
正
統
性
と
実
際
上
の
民
意
と
の
間

に
齟
齬
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
問

題
を
意
識
し
つ
つ
、
基
本
法
の
正
統
化
秩
序
に
、
規
範
的
正
統
化
の
み
な

ら
ず
経
験
的
正
統
化
を
も
補
完
的
に
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
模

索
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
以
下
で
は
、
彼
が
想
定
す
る
正
統
化
の
主
体
と
客
体
を
ま
ず
確

認
す
る
（
第
一
款
）。
そ
の
上
で
、
彼
の
い
う
経
験
的
正
統
化
と
規
範
的

正
統
化
の
理
解
を
、そ
れ
ぞ
れ
順
に
明
ら
か
に
す
る（
第
二
款
、第
三
款
）。

そ
し
て
最
後
に
、
基
本
法
の
解
釈
上
の
問
題
と
し
て
み
た
と
き
に
、
こ
の

二
つ
の
正
統
化
概
念
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
る
の
か
、
よ
り

詳
細
に
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
（
第
四
款
）。

　

第
一
款
：
正
統
化
の
主
体
と
客
体

　

彼
が
正
統
化
の
主
体
と
し
て
一
般
に
用
い
る
概
念
は
「
被
治
者
」
で
あ

る
。
こ
の
概
念
は
「
市
民
」、「
住
民
」、「
社
会
」、「
利
害
関
係
者
」
な
ど

と
い
っ
た
よ
う
に
、
範
囲
を
限
定
し
て
用
い
ら
れ（

６
）る

。
こ
の
点
に
つ
い
て

補
足
す
る
と
、
彼
の
正
統
化
論
に
は
、
規
範
的
正
統
化
の
み
な
ら
ず
経
験

的
正
統
化
の
要
素
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
に
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
一
文

目
の
意
味
で
の
「
国
民
」
に
は
限
定
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

一
方
、
正
統
化
の
客
体
と
さ
れ
る
べ
き
概
念
は
、「
国
家
支
配
」
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、
議
会
、
政
府
、
行
政
、
そ
し
て

司
法
と
い
う
機
能
の
主
体
と
し
て
の
「
国
家
権
力
」
を
指
し
て
い
る
。
し
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か
し
、
こ
れ
ら
を
行
使
す
る
国
家
機
関
そ
の
も
の
が
、
抽
象
的
に
評
価
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
そ
の
支
配
を
行
使
す
る
形
式
や
結
果

に
応
じ
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
々
の
措
置
や
国

家
的
な
決
定
、
規
範
、
あ
る
い
は
法
定
立
行
為
な
ど
が
正
統
化
客
体
と
し

て
適
切
で
あ
る
と
さ
れ（

７
）る

。

　

第
二
款
：
経
験
的
正
統
化

　

彼
は
、
経
験
的
正
統
化
の
概
念
を
定
義
付
け
る
に
あ
た
り
、
当
時
の
代

表
的
な
社
会
学
者
で
あ
る
オ
ッ
フ
ェ
（Claus O

ffe

）、ル
ー
マ
ン
（N

iklas 

Luhm
ann

）、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
（Jürgen H

aberm
as

）
ら
三
人
の
正
統

化
の
議
論
を
検
討
し
て
い（

８
）る

。
そ
の
上
で
、
彼
は
主
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の

見
解
に
拠
る
こ
と
と
し
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
い
う
「
広
く
行
き
渡
っ
た
同

意
の
風
潮
（generalisierte Zustim

m
ungsbereitschaf （

９
）

t
）」
と
い
う

表
現
を
経
験
的
正
統
化
の
理
解
と
し
て
採
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら

に
、「
広
く
行
き
渡
っ
た
同
意
の
風
潮
」
を
端
的
に
示
す
ほ
ぼ
同
義
の
表

現
と
し
て
、「
合
意
（K
onsens

）」
を
用
い
て
い

）
（1
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
メ

ン
ツ
ェ
ル
の
理
論
に
お
い
て
経
験
的
正
統
化
は
、
被
治
者
の
「
同
意
の
風

潮
」
あ
る
い
は
「
合
意
」
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
と
理

解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
参
加
と
経
験
的
正
統
化
の
関
係
も

ま
た
、
最
終
的
に
は
参
加
が
合
意
を
も
た
ら
す
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら

検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な

）
（（
（

る
。

　

第
三
款
：
規
範
的
正
統
化

　

他
方
、
規
範
的
正
統
化
の
概
念
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
基
本
法

の
条
文
が
出
発
点
と
な
る
。
基
本
法
一
条
か
ら
一
九
条
ま
で
に
渡
る
基
本

権
カ
タ
ロ
グ
と
、
基
本
法
二
〇
条
の
定
め
る
国
家
目
標
規
定
は
、
そ
の
と

き
ど
き
の
経
験
的
な
民
意
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
規
範
的
正
統
性
の
前
提
条
件
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し

て
基
本
法
七
九
条
三
項
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
一
条
の
人
間
の
尊
厳
の
不
可

侵
性
と
、
基
本
法
二
〇
条
の
民
主
政
原
理
、
社
会
国
家
原
理
、
法
治
国
家

原
理
は
不
滅
の
規
定
と
し
て
憲
法
改
正
か
ら
守
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の

原
理
が
主
要
な
規
範
的
正
統
化
の
根
拠
と
し
て
「
憲
法
の
核
心
」
と
理
解

さ
れ

）
（1
（

る
。

　

そ
し
て
、具
体
的
に
は
、基
本
法
二
〇
条
二
項
の
解
釈
が
問
題
と
な
る
。

基
本
法
二
〇
条
二
項
に
よ
れ
ば
、あ
ら
ゆ
る
国
家
権
力
は
国
民
に
由
来
し
、

そ
れ
は
選
挙
お
よ
び
投

）
（1
（

票
に
よ
り
、
国
民
を
通
じ
て
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
彼
は
ク
リ
ー
レ
（M

artin K
riele

）
の
見
解
に
拠
り
つ

）
（1
（

つ
、

定
期
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
議
会
選
挙
を
「
民
主
的
正
統
性
の
基

）
（1
（

礎
」
と
し

て
位
置
づ
け

）
（1
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
は
議
会
選
挙
に
よ
っ
て
立
法
権
が

直
接
的
に
正
統
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
正
統
性
は
、「
事
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項
的
・
内
容
的
正
統
化
の
レ
ー
ル
（sachlich-inhaltlicher Legitim

a-

tionsstrang
）」
お
よ
び
「
人
的
・
制
度
的
正
統
化
の
レ
ー
ル
（personell-

institutioneller Legitim
ationsstran

）
（1
（g

）」
を
経
て
、
立
法
権
か
ら
行

政
な
ど
の
他
の
国
家
権
力
へ
と
、
間
接
的
に
転
送
さ
れ
る
と
す
る
の
で

あ
）
（1
（

る
。

　

一　

事
項
的
・
内
容
的
正
統
化

　

基
本
法
二
〇
条
三
項
に
よ
れ
ば
、
執
行
権
力
は
事
項
的
に
「
法
律
お
よ

び
法
」
へ
と
拘
束
さ
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
を
正
統
性
の
転
送
と
い

う
観
点
か
ら
み
る
と
き
、「
法
」
で
は
な
く
、
議
会
に
よ
っ
て
正
統
化
を

斡
旋
さ
れ
た
「
法
律
」
に
行
政
が
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
法
権

か
ら
の
行
政
へ
の
正
統
性
の
転
送
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

）
（1
（

る
。

　

一
方
で
、
現
実
的
な
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
法
律
は
、
設
定
さ
れ
た
目
標

を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
を
行
政
に
委
ね
る
と
い
う
、
目
的
プ
ロ
グ
ラ
ム

と
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
行
政
の
法
律
へ
の
拘
束
は
弱

め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
基
本
法
八
〇

）
11
（

条
と
の
関
係

か
ら
、さ
し
あ
た
り
以
下
の
点
が
指
摘
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
す
な
わ
ち
、

「
具
体
化
さ
れ
る
べ
き
法
規
命
令
に
関
す
る
行
政
の
立
法
権
限
は
、
法
律

に
お
い
て
明
文
で
、
内
容
・
目
的
・
範
囲
に
応
じ
て
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

）
1（
（

い
」。

　

二　

人
的
・
制
度
的
正
統
化

　

他
方
で
、
正
統
性
を
有
す
る
議
会
か
ら
、
実
際
に
執
行
を
行
う
公
務
員

ま
で
の
責
任
関
係
に
着
目
し
た
正
統
性
の
転
送
経
路
も
存
在
す
る
。
連
邦

議
会
は
連
邦
首
相
を
選
出
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
不
信
任
投
票
に
よ
り
首

相
を
解
任
す
る
権
限
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
選
出
に
つ
い
て
責
任
を

負
う
。
そ
し
て
、そ
の
連
邦
首
相
は
自
ら
の
立
場
で
連
邦
大
臣
を
推
薦
し
、

そ
の
責
任
を
負
う
。連
邦
大
臣
の
所
管
領
域
に
お
け
る
責
任
を
経
て
、個
々

の
所
管
へ
と
正
統
性
が
転
送
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
基
本
法
三

三
）
11
（

条
の
い
う
特
別
な
勤
務
関
係
・
忠
誠
関
係
を
通
じ
て
、
下
位
の
公
務
員

が
そ
の
つ
ど
に
上
司
の
指
示
に
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
政
の
ト
ッ
プ

（V
erw

altungsspitze

）
か
ら
最
下
層
に
あ
る
公
務
員
に
ま
で
、
議
会
か

ら
連
な
る
責
任
関
係
が
維
持
さ
れ
る
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

第
四
款
：
基
本
法
に
お
け
る
正
統
化
秩
序

　

以
上
の
よ
う
に
、
経
験
的
正
統
化
と
規
範
的
正
統
化
と
い
う
二
つ
の
正

統
化
概
念
の
理
解
を
明
確
に
し
た
上
で
、
彼
は
、
経
験
的
正
統
化
―
―
そ

の
つ
ど
の
住
民
の
「
同
意
の
風
潮
」
あ
る
い
は
「
合
意
」
―
―
を
、
基
本

法
の
正
統
化
秩
序
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
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一　

経
験
的
正
統
化
の
必
要
性

　

国
法
学
に
お
い
て
は
、
当
然
の
こ
と
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い

が
、こ
こ
で
い
う
規
範
的
正
統
化
に
基
づ
く
見
解
が
支
持
を
集
め
て
き
た
。

一
方
で
彼
は
、
規
範
的
正
統
性
や
合
法
性
と
経
験
的
正
統
化
と
の
間
に
生

じ
る
乖
離
が
、
政
治
秩
序
に
危
機
を
も
た
ら
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
規
範
的
正
統
性
や
合
法
性
が
維
持
さ
れ
て
い
た

と
し
て
も
、
経
験
的
正
統
化
と
の
乖
離
が
大
き
く
な
れ
ば
、
最
終
的
に
は

市
民
に
よ
る
革
命
的
な
不
合
意
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の

で
あ
る
。
彼
は
、こ
の
よ
う
な
憲
法
現
実（V

erfassungsw
irklichkeit

）

に
お
け
る
潜
在
的
な
発
展
を
考
慮
し
な
い
解
釈
に
異
を
唱
え
、
代
表
民
主

政
を
必
ず
し
も
絶
対
視
し
な
い
解
釈
を
追
求
す
る
必
要
性
を
説
い
た
の
で

あ
）
11
（

る
。

　

二　

経
験
的
正
統
化
の
憲
法
上
の
出
発
点

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
彼
は
経
験
的
正
統
化
を
基
本
法
に
解

釈
上
で
取
り
込
む
こ
と
を
試
み
た
わ
け
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ

う
な
憲
法
上
の
要
素
が
、
経
験
的
正
統
化
を
取
り
込
む
出
発
点
に
な
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、基
本
権
カ
タ
ロ
グ
、民
主
政
、社
会
国
家
、

自
治
、
憲
法
異
議
、
法
的
審
問
、
公
開
義
務
の
七
つ
で
あ

）
11
（

る
。

　

以
上
の
う
ち
、
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
基
本
権
カ
タ

ロ
グ
と
民
主
政
で
あ
る
。
彼
は
、
基
本
権
に
つ
い
て
は
当
時
注
目
を
集
め

て
い
た
民
主
的
基
本
権
（
基
本
法
五
条
、
八
条
、
九
条
）
を
め
ぐ
る
新
解

釈
、
す
な
わ
ち
基
本
権
と
し
て
認
め
ら
れ
る
配
分
請
求
権
の
議
論
を
挙
げ

て
い
る
。
そ
し
て
、
民
主
政
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「〔
基
本
法
二
〇
条
一

）
11
（

項
を
―
―
訳
者
註
〕
議
会
選
挙
お
よ
び

再
編
成
の
投
票
の
中
で
は
完
全
に
汲
み
尽
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
国
家
と

社
会
に
妥
当
す
る
原
理
、
す
な
わ
ち
一
般
原
理
の
創
設
と
し
て
理
解
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
つ
ど
の
住
民
の
同
意
の
風
潮
と
い
う
の
は
、
憲
法
上

の
意
義
を
も
得
る
の
で
あ

）
11
（

る
」。

　

以
上
の
よ
う
な
憲
法
上
の
出
発
点
を
手
が
か
り
と
し
て
、
彼
は
経
験
的

正
統
化
を
基
本
法
上
に
取
り
込
む
こ
と
を
正
当
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、

規
範
的
正
統
化
と
経
験
的
正
統
化
の
間
に
齟
齬
が
あ
る
場
合
に
、
経
験
的

正
統
化
が
規
範
的
正
統
化
を
―
―
代
替
（Ersatz

）
で
は
な
く
―
―
補
完

（Ergänzung

）
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ

）
11
（

る
。

　

三　

基
本
法
と
合
意

　

以
上
の
よ
う
に
経
験
的
正
統
化
が
基
本
法
上
で
補
完
的
な
意
義
を
持
つ

と
し
て
、
次
に
、
経
験
的
正
統
化
を
も
た
ら
す
合
意
が
基
本
法
上
で
ど
の

よ
う
に
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
問
題
に
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手
が
か
り
を
与
え
る
の
は
、
人
間
の
尊
厳
の
不
可
侵
性
を
定
め
る
基
本
法

一
条
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
条
文
を
、
ナ
チ
ズ
ム
の
支
配
下
に
お
い
て
人
間

が
処
分
や
操
作
の
客
体
へ
と
貶
め
ら
れ
た
こ
と
に
基
本
法
制
定
者
が
応
え

る
も
の
だ
と
し
、
国
家
が
権
力
を
通
じ
て
被
治
者
の
意
識
に
干
渉
す
る
こ

と
を
禁
止
す
る
も
の
と
理
解
す
る
。
そ
し
て
基
本
権
お
よ
び
民
主
政
の
理

解
か
ら
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
政
治
的
意
思
形
成
が
「
国
民
か
ら
国
家
機

関
に
向
け
て
」
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
家
機
関
が
「
国
民
の
意
見

お
よ
び
意
思
形
成
プ
ロ
セ
ス
へ
と
働
き
か
け
る
こ
と
」
は
禁
じ
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
を
読
み
取
る
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

か
か
る
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
合
意
は
自
律
的
に
も
た
ら
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
他
律
的
に
も
た
ら
さ
れ

た
合
意
に
規
範
的
正
統
化
の
毀
損
を
補
完
す
る
機
能
を
認
め
る
こ
と
は
、

基
本
法
上
許
容
さ
れ
な
い
の
で
あ

）
11
（

る
。

第
二
節
：
参
加
に
よ
る
正
統
化

　

こ
れ
ま
で
の
議
論
で
は
、
基
本
法
の
秩
序
に
お
い
て
は
規
範
的
正
統
化

が
優
位
に
あ
る
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
規
範
的
正
統
性
と
経
験
的
正
統
性

と
の
間
に
大
き
な
齟
齬
が
あ
る
場
合
に
は
、
経
験
的
正
統
化
が
規
範
的
正

統
化
の
毀
損
を
補
完
し
う
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
以
下
で
は
、
参
加
の
機

能
と
結
び
つ
け
な
が
ら
、
よ
り
具
体
的
に
参
加
と
正
統
化
と
の
関
係
が
検

討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

大
前
提
と
し
て
、
彼
の
正
統
化
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
参
加
は
規
範
的
正

統
化
に
は
何
ら
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
参
加
は
経
験

的
正
統
化
の
た
め
の
手
段
と
し
て
、
規
範
的
正
統
化
の
毀
損
を
補
完
す
る

も
の
と
し
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

第
一
款
：
参
加
の
機
能
と
形
式

　

彼
は
、
法
学
お
よ
び
社
会
学
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
つ

つ
、参
加
の
有
す
る
機
能
、目
的
の
主
要
な
も
の
と
し
て
、「
情
報
調
達
」、

「
民
主
化
」、
そ
し
て
「
合
意
の
確
保
」
と
い
う
三
点
を
挙
げ
て
い
る
。
そ

れ
ぞ
れ
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

　
「
情
報
調
達
」
は
、
市
民
の
関
与
を
通
じ
て
、
市
民
の
願
望
、
異
議
、

そ
し
て
利
益
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
国
家
が
「
正
し
い
」
決
定
を
下

す
こ
と
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
専
門
性
の
質
や
国
家
権
力
の
効
率
性

と
い
っ
た
も
の
も
ま
た
、
私
人
の
関
与
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ

）
1（
（

る
。

　
「
民
主
化
」
は
、
利
害
関
係
を
有
す
る
私
人
の
関
与
を
通
じ
て
、
私
人

を
一
方
的
な
「
被
治
性
（H

errschaftsunterw
orfenheit

）」
か
ら
解
放

す
る
も
の
で
あ
る
。
自
己
決
定
や
自
治
の
原
理
は
こ
の
よ
う
な
参
加
に

よ
っ
て
果
た
さ
れ
、
こ
の
限
り
で
は
、
参
加
は
権
力
分
立
や
国
民
を
通
じ
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た
支
配
の
統
制
の
形
式
と
し
て
理
解
さ
れ
う

）
11
（

る
。

　

そ
し
て
、
以
上
の
二
つ
の
機
能
を
経
て
、
最
終
的
に
「
合
意
の
確
保
」

と
い
う
機
能
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
利
害
関
係
者
が
高
権
的
決
定
に

関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
決
定
の
実
現
可
能
性
は
高
め
ら
れ
、
拘

束
力
も
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
限
り
で
、
参
加

は
、「
公
共
体
の
統
合
」、
す
な
わ
ち
「
政
治
シ
ス
テ
ム
の
信
任
」
を
促
進

す
る
機
能
を
果
た
す
と
い
う
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

ま
た
、
彼
は
、
参
加
の
形
式
を
、
法
的
拘
束
力
の
な
い
参
加
形
式
と
法

的
拘
束
力
の
あ
る
参
加
形
式
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
区
別
す
る
。そ
し
て
、

聴
聞
権
、
協
議
権
、
申
請
権
、
情
報
請
求
権
、
討
議
権
、
提
案
権
な
ど
と

い
っ
た
法
的
拘
束
力
の
な
い
参
加
形
式
に
は
、「
情
報
調
達
」
の
機
能
が

主
に
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
志
向
の

（output-orientiert

）
参
加
形
式
で
あ
る
と
さ
れ
、
参
加
が
決
定
を
拘
束

す
る
こ
と
が
な
い
た
め
、
民
意
の
イ
ン
プ
ッ
ト
と
い
う
面
で
は
な
く
、
決

定
の
正
し
さ
の
向
上
と
い
う
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
他
方
で
、共
同
決
定
と
い
う
法
的
拘
束
力
の
あ
る
参
加
形
式
に
は
、

「
民
主
化
」
の
機
能
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
イ
ン
プ
ッ
ト
志
向

の
（input-orientiert

）
参
加
形
式
で
あ
る
と
さ
れ
、
参
加
が
決
定
を
拘

束
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
意
の
イ
ン
プ
ッ
ト
と
い
う
面
が
強
調
さ
れ
る

の
で
あ

）
11
（

る
。

　

第
二
款
：
参
加
に
よ
る
合
意
の
確
保

　

以
上
の
通
り
、
彼
の
参
加
論
に
お
い
て
は
、
決
定
に
対
す
る
拘
束
力
の

有
無
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
参
加
に
は
「
情
報
調
達
」
と
「
民
主

化
」と
い
う
機
能
が
割
り
振
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
機
能
は
と
も
に「
合

意
の
確
保
」
と
い
う
第
三
の
機
能
を
も
導
き
う
る
が
、
こ
の
「
合
意
の
確

保
」
が
果
た
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
決
定
へ
の
拘
束
力
の
有

無
と
い
う
観
点
の
み
か
ら
判
断
で
き
る
こ
と
で
は
な

）
11
（

い
。
そ
し
て
ま
た
、

彼
が
以
降
の
議
論
の
中
心
に
据
え
た
の
は
、「
民
主
化
」
機
能
を
有
す
る

共
同
決
定
（
民
主
的
参
加
）
で
あ
っ

）
11
（

た
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
引
き

続
き
参
加
と
正
統
化
の
関
係
を
理
論
的
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

が
、
主
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、
共
同
決
定
と
正
統
化
と
の
関
係
で
あ

る
。

　

こ
れ
ま
で
の
彼
の
議
論
か
ら
す
る
と
、
共
同
決
定
は
拘
束
力
を
有
す
る

が
ゆ
え
に
、
規
範
的
正
統
化
、
殊
に
人
的
・
制
度
的
正
統
化
の
連
鎖
を
破

る
と
い
う
点
で
、憲
法
上
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ

）
11
（

る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
規
範
的
正
統
化
理
解
を
用
い
る
以
上
、
共
同
決
定
は
憲
法
上

で
容
認
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。そ
こ
で
彼
は
、共
同
決
定
に
よ
っ

て
生
じ
た
正
統
化
の
連
鎖
の
毀
損
を
、
共
同
決
定
に
よ
る
合
意
の
確
保
、

す
な
わ
ち
経
験
的
正
統
化
に
よ
っ
て
補
完
し
、
正
当
化
し
よ
う
と
試
み
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
基
本
法
の
正
統
化
秩
序
に
よ
れ
ば
規
範
的



ドイツ公法学における参加論の歴史的展開（１）

［115］北法70（2・90）200

正
統
化
が
優
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

経
験
的
正
統
化
が
規
範
的
正
統
化
を
補
完
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
も
例
外
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

）
11
（

い
。
ま
た
、

先
に
確
認
し
た
通
り
、
基
本
法
の
正
統
化
秩
序
に
お
い
て
経
験
的
正
統
化

を
も
た
ら
す
合
意
は
、「
自
律
的
な
」
合
意
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
共
同
決
定
が
行
わ
れ
る
場
面
に
お
い
て
、
い

か
な
る
条
件
の
下
で
基
本
法
に
適
合
的
な
経
験
的
正
統
化
が
も
た
ら
さ
れ

る
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
考
察
が
必
要
と
な
る
。

　

第
三
款
：
共
同
決
定
に
よ
る
正
統
化

　

以
上
の
よ
う
な
理
解
を
踏
ま
え
た
上
で
、
彼
は
、
共
同
決
定
に
経
験
的

正
統
化
を
認
め
る
た
め
に
、
団
体
か
ら
選
出
さ
れ
た
利
益
代
表
者
を
通
じ

て
行
わ
れ
る
共
同
決
定
と
の
関
係
で
、
以
下
の
四
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、第
一
に
、執
行
権
の
領
域
に
お
け
る
共
同
決
定
で
あ
る
こ
と
、

第
二
に
、
利
益
代
表
者
を
出
す
団
体
に
お
い
て
民
主
的
な
内
部
構
造
が
保

障
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
三
に
、
団
体
に
お
い
て
代
表
者
と
構
成
員
の
間

に
命
令
委
任
の
関
係
が
あ
る
こ
と
、
第
四
に
、
利
益
代
表
者
を
出
す
参
加

団
体
を
平
等
に
選
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
詳
細

に
み
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　

一　

三
つ
の
国
家
権
力
に
よ
る
区
分

　

第
一
に
、
三
つ
の
国
家
権
力
、
す
な
わ
ち
立
法
権
、
裁
判
権
、
そ
し
て

執
行
権
と
共
同
決
定
の
関
係
が
検
討
さ
れ
る
。

　

ま
ず
、
国
民
に
と
っ
て
の
代
表
機
関
、
統
合
機
関
で
あ
る
立
法
権
の
領

域
に
お
け
る
共
同
決
定
権
の
付
与
は
、明
確
に
否
定
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

選
挙
と
同
一
視
で
き
る
よ
う
な
「
縮
尺
通
り
の
（m

aßstabsgerecht

）」

参
加
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
、
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し

仮
に
立
法
権
の
領
域
に
お
い
て
私
人
に
よ
る
共
同
決
定
が
な
さ
れ
る
と
す

れ
ば
、
特
殊
利
益
へ
の
傾
斜
な
ど
に
よ
っ
て
、
あ
ま
り
に
も
簡
単
に
不
平

等
な
状
況
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を

基
本
法
上
で
許
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

一
方
で
、
裁
判
権
に
お
い
て
は
、
基
本
法
の
規
範
的
正
統
化
の
モ
デ
ル

に
反
す
る
こ
と
の
な
い
形
で
、
民
主
的
参
加
が
既
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
労
働
裁
判
権
や
特
別
行
政
裁
判
権

な
ど
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
名
誉
職
裁
判
官
を
通
じ
た
私
人
の
参
加
が
行
わ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
的
・
制
度
的
正
統
化
の
連
鎖
の
長
さ
を
原
因
と

す
る
、
規
範
的
正
統
化
と
民
意
の
乖
離
を
埋
め
合
わ
せ
て
い
る
と
い
う
の

で
あ

）
1（
）（
11
（

る
。

　

最
後
に
、
執
行
権
に
お
い
て
は
、
基
本
法
三
三
条
四
項
と
の
関
係
が
述

べ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
的
な
活
動
は
原
則
と
し
て
指
示
に
服
す
る
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公
務
員
に
よ
っ
て
担
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
同
条
の
文
言
に
よ
れ

ば
、
国
家
か
ら
私
人
へ
の
高
権
的
権
力
の
転
送
は
例
外
と
し
て
許
容
さ
れ

る
余
地
が
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
彼
は
、
行
政
が
議
会
と
は
異
な
り
中
心

的
な
統
合
機
関
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
行
政
が
個
々
の
立
法
の
目
的
お

よ
び
指
示
を
「
正
し
く
」、
合
目
的
的
に
、
迅
速
に
、
そ
し
て
市
民
の
立

場
で
遂
行
す
る
よ
う
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
こ
の
執
行
権

の
領
域
で
は
同
条
の
想
定
す
る
例
外
と
し
て
、
私
人
に
高
権
的
権
力
を
委

託
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
的
・

制
度
的
正
統
化
の
連
鎖
が
長
く
な
り
、
規
範
的
正
統
化
と
住
民
の
意
思
と

の
乖
離
が
大
き
く
な
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
執
行
権
の
領
域
に
お
い
て
、

私
人
に
対
す
る
共
同
決
定
権
の
付
与
が
許
容
さ
れ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
共

同
決
定
に
よ
る
経
験
的
正
統
化
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

二　

団
体
の
民
主
的
な
内
部
構
造

　

第
二
の
条
件
は
、
利
益
代
表
者
を
出
す
団
体
に
お
い
て
、
民
主
的
な
内

部
構
造
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
、
共
同
決
定
が
行
わ
れ
る
際
に
は
、
個
々
の
市
民
の
個
別
的
な
利

益
は
、
団
体
の
中
で
フ
ィ
ル
タ
ー
に
か
け
ら
れ
た
上
で
、
最
終
的
な
「
団

体
の
意
見
」
と
し
て
集
約
・
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
「
団

体
の
意
見
」
に
基
づ
い
て
、
利
益
代
表
者
の
み
が
実
際
に
共
同
決
定
権
を

行
使
す
る
こ
と
と
な

）
11
（

る
。

　

メ
ン
ツ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
上
の
規
範
的
正
統
化
の
毀
損
を
補
完

す
る
た
め
に
は
、
決
定
主
体
（
こ
こ
で
は
利
益
代
表
者
）
が
正
統
化
主
体

（
こ
こ
で
は
団
体
構
成
員
）
へ
と
拘
束
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
基
本
法
上
で
価
値
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
参
加
は
民
主
的
参
加

な
の
で
あ
っ
て
、
団
体
の
幹
部
や
一
部
の
意
見
に
の
み
依
拠
し
た
「
寡
頭

制
的
な
」
参
加
や
、
あ
る
い
は
「
階
級
制
的
な
」
参
加
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
同
決
定
に
参
加
す
る
利
益
代
表
者
は
、
そ
の
参

加
機
会
に
お
い
て
団
体
構
成
員
の
多
数
意
思
を
再
現
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
の
た
め
に
は
当
該
団
体
に
お
い
て
民
主
的
な
内
部
構
造
が
取
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
前
提
に
な
る
と
い
う
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

三　

団
体
構
成
員
へ
の
命
令
委
任

　

第
三
に
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
代
表
者
の
意
思
と
団
体
の
意
思
の
間
の
命

令
委
任
の
関
係
で
あ
る
。

　

彼
に
よ
れ
ば
、
共
同
決
定
権
を
行
使
す
る
利
益
代
表
者
は
、
構
成
員
か

ら
自
由
な
代
表
者
で
も
な
け
れ
ば
、
国
会
議
員
の
よ
う
な
公
衆
の
代
表
者

で
も
な
い
。
先
に
見
た
通
り
、利
益
代
表
者
は
団
体
の
意
思
に
拘
束
さ
れ
、

団
体
に
固
有
の
利
益
の
実
現
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
利
益

代
表
者
は
、
団
体
に
固
有
の
利
益
の
み
を
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
持
ち
込
む
者
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と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

）
11
（

い
。

　

か
か
る
理
解
に
よ
れ
ば
、
国
会
議
員
は
全
国
民
の
利
益
を
実
現
す
る
た

め
に
「
自
由
委
任
（freies M

andat

）」
の
関
係
を
必
要
と
し
て
い
る
が
、

そ
れ
に
対
し
て
利
益
代
表
者
は
、
団
体
の
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
、
代

表
者
が
団
体
構
成
員
の
意
思
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
「
命
令
委
任

（im
peratives M

andat
）」
の
関
係
を
必
要
と
す
る
の
で
あ

）
11
）（
11
（

る
。

　

四　

参
加
団
体
の
平
等
な
選
出

　

彼
が
最
後
に
持
ち
出
し
た
の
は
、
参
加
団
体
（Partizipaten

）
の
平

等
な
選
出
で
あ
る
。

　

先
に
見
た
通
り
、
参
加
を
行
う
団
体
に
は
、
団
体
内
部
に
お
け
る
民
主

主
義
お
よ
び
命
令
委
任
関
係
の
保
持
が
基
本
法
か
ら
要
求
さ
れ
る
。
こ
れ

ら
は
、
団
体
に
求
め
ら
れ
る
条
件
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
国
家
も
ま

た
、
基
本
法
上
の
要
求
を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
共
同
決
定
権
の

付
与
は
、
本
来
は
国
家
が
行
使
す
べ
き
国
家
権
力
の
一
部
を
私
人
に
付
与

す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
は
そ
の
付
与
対
象
の
選

出
に
あ
た
っ
て
も
、
自
身
が
そ
の
権
力
を
行
使
す
る
際
と
同
程
度
に
平
等

性
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
参
加
団
体
を
公
正
に
選
出
す
る
こ

と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

ま
た
、参
加
団
体
の
選
出
に
あ
た
っ
て
は
、上
記
の
観
点
か
ら
す
る
と
、

次
の
三
点
が
考
慮
に
値
す
る
と
い
う
。
一
点
目
は
、
共
同
決
定
に
よ
っ
て

受
け
る
影
響
の
大
き
さ
、
す
な
わ
ち
事
項
と
の
近
さ
（Sachnähe

）
で

あ
る
。
二
点
目
は
、
団
体
の
構
成
員
数
で
あ
る
。
そ
し
て
三
点
目
は
、
団

体
の
政
治
的
な
重
要
性
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
基
準
は
実
際
上
で

は
常
に
変
動
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
随
時
点
検
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
）
11
（

い
。

　

メ
ン
ツ
ェ
ル
は
、
以
上
の
よ
う
な
四
つ
の
条
件
を
満
た
す
限
り
で
、
共

同
決
定
に
よ
っ
て
「
合
意
」
が
調
達
さ
れ
る
と
し
、
し
た
が
っ
て
経
験
的

正
統
化
に
よ
っ
て
規
範
的
正
統
化
の
毀
損
の
補
完
が
果
た
さ
れ
る
と
い
う

憲
法
解
釈
を
提
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

第
三
節
：
小
括

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
メ
ン
ツ
ェ
ル
の
見
解
は
、
規
範
的
正
統
性
と
現
実

の
民
意
の
乖
離
が
も
た
ら
し
う
る
憲
法
秩
序
の
動
揺
を
問
題
視
し
た
上

で
、
当
時
に
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
た
規
範
的
正
統
化
の
限
界
を
、
経
験

的
正
統
化
と
い
う
形
で
補
完
す
る
こ
と
で
克
服
し
よ
う
と
す
る
理
論
を
追

求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
に
と
っ
て
そ
れ
は
社
会
学
や
現
実

社
会
の
問
題
を
憲
法
解
釈
と
接
続
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に

は
「
合
意
の
確
保
」
を
手
が
か
り
に
参
加
の
正
統
化
機
能
を
認
め
、
解
釈
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上
で
好
意
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
ま
た
、
彼
の
議
論
は
、
現
代
的
な
課
題
に
も
通
じ
う
る
多
く
の

論
点
を
含
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
、
参
加
の
法
的
意
義
の
追
求
、
議
会
制
を

絶
対
視
し
た
伝
統
的
な
規
範
的
正
統
化（
民
主
的
正
統
化
）理
解
の
克
服
、

共
同
決
定
権
の
憲
法
上
の
基
礎
付
け
な
ど
、非
常
に
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
。

以
下
で
は
最
後
に
、
彼
の
議
論
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
点
を
指
摘
し
、
本

章
を
締
め
括
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

彼
の
議
論
の
第
一
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
、
基
本
法
と
の
関
係
で
正
統
化
理
論
の
再
構
成
を
図
っ
て
い
る
点
で
あ

ろ
う
。
当
時
の
有
力
な
見
解
で
あ
る
規
範
的
正
統
化
と
い
う
理
解
は
、
彼

の
理
論
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ

プ
を
埋
め
る
た
め
で
あ
れ
ば
部
分
的
に
そ
の
毀
損
を
認
め
、
そ
れ
を
経
験

的
正
統
化
と
い
う
形
で
補
完
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
彼
の
経

験
的
正
統
化
の
憲
法
上
の
基
礎
付
け
に
は
難
も
あ
り
、
解
釈
論
と
し
て
の

説
得
力
と
い
う
面
で
は
脆
弱
性
も
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。し
か
し
な
が
ら
、

法
学
的
な
正
統
化
と
社
会
学
的
な
正
統
化
が
混
同
さ
れ
、
あ
る
い
は
一
緒

く
た
に
議
論
さ
れ
て
い
た
時
代
の
中
で
、
こ
の
区
別
を
徹
底
し
な
が
ら
、

あ
く
ま
で
も
こ
れ
を
法
解
釈
論
と
し
て
基
本
法
上
に
取
り
込
も
う
と
地
道

に
議
論
を
展
開
し
た
彼
の
見
解
は
、
十
分
に
注
目
に
値
し
よ
う
。

　

第
二
に
、
彼
の
用
い
た
二
つ
の
正
統
化
の
概
念
は
出
発
点
が
異
な
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
を
出
発
点
と
し
て
、

総
体
的
な
概
念
と
し
て
の
「
国
民
（V

olk

）」
を
通
じ
た
選
挙
を
中
心
と

す
る
規
範
的
正
統
化
、
す
な
わ
ち
民
主
的
正
統
化
が
基
本
法
か
ら
要
請
さ

れ
る
。
他
方
で
、
そ
の
毀
損
を
補
完
す
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
る
の
は
、

民
主
政
原
理
に
限
ら
れ
な
い
多
様
な
原
理
・
原
則
を
出
発
点
と
し
た
、
経

験
的
正
統
化
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
出
発
点
と
す
る
原
理
が
異
な
る
が
ゆ

え
に
、正
統
化
主
体
も
「
国
民
」
に
限
ら
れ
て
い
な
い
。
結
果
的
と
し
て
、

こ
れ
ま
で
参
加
を
正
統
化
論
と
接
続
す
る
上
で
壁
と
な
っ
て
い
た「
国
民
」

概
念
の
解
釈
問
題
を
乗
り
越
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
基

本
法
二
〇
条
二
項
に
拠
ら
な
い
正
統
化
を
持
ち
出
す
と
い
う
意
味
で
は
、

現
在
の
議
論
に
も
示
唆
す
る
点
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

第
三
に
、
経
験
的
正
統
化
の
判
断
基
準
で
あ
る
。
彼
は
「
合
意
」
を
経

験
的
正
統
化
と
同
一
視
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
共
同
決
定
を
具

体
的
な
素
材
と
し
て
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
メ
ン
ツ
ェ
ル
は
結
果
と
し

て
「
合
意
」
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
基
準
と
す
る
こ
と
、す
な
わ
ち
「
結

果
に
よ
る
正
統
化
」
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
そ
の
決

定（
共
同
決
定
）に
至
る
ま
で
の
組
織
お
よ
び
手
続
の
構
造
に
着
目
し
て
、

基
本
法
秩
序
に
適
合
し
た
「
合
意
」
が
確
保
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す

る
よ
う
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
近
年
に
お
け
る
組
織
的
・

手
続
的
な
要
素
に
価
値
を
認
め
よ
う
と
す
る
民
主
的
正
統
化
の
枠
組
み
と
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も
類
似
性
が
あ

）
11
（

り
、
注
目
に
値
す
る
。

　

第
四
に
、
共
同
決
定
を
題
材
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
共
同
決
定
は
基

本
法
の
制
定
以
前
か
ら
み
ら
れ
た
参
加
形
態
で
あ

）
1（
（

り
、
い
わ
ば
公
然
と
許

容
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
学
界
に
お
け
る
議
論
の
進
展
と

と
も
に
民
主
政
原
理
と
の
緊
張
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
共
同

決
定
を
理
論
上
で
ど
の
よ
う
に
正
当
化
す
る
か
が
問
題
と
し
て
生
じ
て
い

た
。
現
実
問
題
と
し
て
も
、
ド
イ
ツ
で
は
共
同
決
定
と
民
主
政
原
理
の
緊

張
関
係
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
が
、多
数
存
在
し
て
い

）
11
（

る
。
し
た
が
っ
て
、

彼
は
こ
の
問
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
と
い
う
見
方
を
す
る
こ
と
も
で

き
る
。
た
だ
し
、
既
に
見
た
通
り
、
彼
の
理
論
で
は
共
同
決
定
は
規
範
的

正
統
化
を
毀
損
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
共
同
決
定
が
経
験
的
正

統
化
を
も
た
ら
し
連
鎖
の
毀
損
を
正
当
化
す
る
と
い
う
論
理
構
造
と
な
っ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
論
的
に
は
非
常
に
興
味
深
い
解
釈
論
を
展
開

し
た
わ
け
だ
が
、
実
際
的
な
見
地
か
ら
す
る
と
、
単
に
共
同
決
定
を
容
認

す
る
た
め
の
理
論
を
提
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
本
章
で
は
以
上
の
通
り
、
参
加
に
正
統
化
を
認
め
る
こ
と
に
理

論
的
に
取
り
組
ん
だ
メ
ン
ツ
ェ
ル
の
見
解
を
検
討
し
た
。
彼
の
よ
う
に
規

範
論
と
現
実
と
の
乖
離
を
問
題
意
識
と
し
て
、
参
加
に
正
統
化
機
能
を
認

め
よ
う
と
す
る
主
張
は
必
ず
し
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
を

解
釈
論
と
し
て
ど
の
よ
う
に
根
拠
付
け
、
説
明
す
る
か
と
い
う
点
で
、
一

筋
縄
で
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
既
に
複
数
の
先
行
研
究

も
示
す
通
り
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
現
在
で
は
も
は

や
古
典
的
と
も
称
さ
れ
る
民
主
的
正
統
化
論
を
採
用
す
る
こ
と
と
な
り
、

参
加
に
正
統
化
機
能
を
認
め
よ
う
と
す
る
見
解
に
、
結
果
的
に
は
冷
や
水

を
浴
び
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
次
章
以
降
に
お
い
て
は
、
現
在
な
お
活
発

に
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
の
民
主
的
正
統
化
論
を
題
材
に
、
と
り
わ
け

参
加
と
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
こ
れ
を
理
論
的
に
検
討
し
て
い

く
こ
と
と
し
た
い
。

（
１
）H

ans-Joachim
 M

enzel, Legitim
ation staatlicher 

H
errschaft durch Partizipation Privater?, 1980. 

当
時
の

状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
彼
の
議
論
を
概
観
す
る
も
の
と
し
て
、

篠
原
巌
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
参
加
論
の
理
論
動
向
」
長
谷
川
正

安
編
『
現
代
国
家
と
参
加
』（
法
律
文
化
社
、
一
九
八
四
年
）
二

五
六
頁
以
下
。

（
２
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 17 f.

（
３
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 18 ff. 

な
お
、
本
稿
で
は
全
体
を

通
し
て
、Legitim

ation

に
は
正
統
化
、Rechtfertigung

に
は

正
当
化
の
訳
を
充
て
て
い
る
。

（
４
）
た
だ
し
、
社
会
学
が
憲
法
を
出
発
点
と
す
る
規
範
的
正
統
化
を

全
く
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
彼
が
取
り
上
げ
た
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オ
ッ
フ
ェ
や
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
も
ま
た
、
規
範
的
な
端
緒
と
経
験
的

な
端
緒
を
併
用
し
つ
つ
正
統
化
論
を
展
開
し
て
い
る
。

（
５
）
メ
ン
ツ
ェ
ル
の
規
範
的
正
統
化
の
概
念
は
、
現
在
の
公
学
者
ら

が
用
い
て
い
る
「
民
主
的
正
統
化
」
の
概
念
に
対
応
す
る
も
の
で

あ
る
と
い
え
る
。

（
６
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 22.

（
７
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 22 f.

（
８
）
こ
の
時
期
に
お
け
る
社
会
学
者
ら
、
特
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
議

論
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
日
比
野
勤
「
憲
法
に
お
け
る
正
当

性
と
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
国
家
学
会
雑
誌
（
東
京
大
学
）
一
〇
五
巻

一
一
＝
一
二
号
（
一
九
九
二
年
）
一
頁
以
下
。

（
９
）Jürgen H

aberm
as, L

egitim
ationsproblem

e im
 

Spätkapitalism
us, 1973, S. 64. 

細
谷
貞
雄
訳
『
晩
期
資
本
主

義
に
お
け
る
正
統
化
の
諸
問
題
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
）、

山
田
正
行
ほ
か
訳
『
後
期
資
本
主
義
に
お
け
る
正
統
化
の
問
題
』

（
岩
波
書
店
、二
〇
一
八
年
）
も
参
照
。
な
お
、前
者
は
こ
れ
を
「
広

く
ゆ
き
わ
た
っ
た
同
調
の
風
潮
」（
六
八
頁
）、後
者
は
こ
れ
を
「
あ

ま
ね
く
行
き
渡
っ
た
同
意
し
よ
う
と
す
る
風
潮
」（
八
二
頁
）、
そ

し
て
さ
ら
に
篠
原
教
授
は
こ
れ
を「
一
般
化
さ
れ
た
同
意
の
準
備
」

（
篠
原
・
前
掲
註
（
１
）
二
五
七
頁
）
と
訳
し
て
お
り
、
訳
出
に

あ
た
っ
て
は
こ
れ
ら
を
参
考
と
し
た
。

（
10
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 28 ff., 95 f.

（
11
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 96.

（
12
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 54.

（
13
）
た
だ
し
、
基
本
法
上
で
の
「
投
票
」
と
し
て
は
連
邦
領
域
の
再

編
成
の
た
め
の
国
民
投
票
が
意
図
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
実
質
的

に
は
議
会
選
挙
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

（
14
）
な
お
、
後
に
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
（Ernst-W

olfgang Böck-
enförde

）
や
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
民
主
的
正
統
化
が
定

式
化
さ
れ
る
ま
で
は
、
ク
リ
ー
レ
や
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
（Rom

an 
H

erzog

）
の
正
統
化
論
が
支
配
的
な
見
解
に
位
置
し
て
い
た
と

さ
れ
る
。

（
15
）M

artin K
riele, D

as dem
okratische Prinzip im

 
Grundgesetz, V

V
D

StRL 29 (1971), S. 46 (72).

（
16
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 55 f. 

さ
ら
に
、vgl. K

riele, a.a.O
. 

(Fn. 15), S. 63 ff.

（
17
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
近
年
で
も
「
人
的
正
統
化
」、「
人
的
・
組

織
的
正
統
化
」、「
人
的
・
形
式
的
正
統
化
」
な
ど
様
々
な
呼
称
が

用
い
ら
れ
て
お
り
、論
者
に
よ
っ
て
細
部
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

内
容
的
に
は
概
ね
同
一
視
し
て
問
題
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
18
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 54 ff. 

（
19
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 59.

（
20
）
基
本
法
八
〇
条
一
項
一
文
目
お
よ
び
二
文
目
は
、「
法
律
に
よ
っ

て
、連
邦
政
府
、連
邦
大
臣
、あ
る
い
は
ラ
ン
ト
政
府
に
対
し
て
、

法
規
命
令
を
発
す
る
権
限
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
に

は
、
与
え
ら
れ
る
権
限
の
内
容
・
目
的
・
範
囲
が
、
法
律
に
お
い
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て
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
。

（
21
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 59 f.

（
22
）
基
本
法
三
三
条
四
項
は
、「
高
権
的
権
限
の
行
使
は
、
恒
常
的

任
務
と
し
て
、
通
常
は
公
法
上
の
勤
務
関
係
・
忠
誠
関
係
に
あ
る

公
務
員
に
委
託
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
。

（
23
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 60 f.

（
24
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 62 ff.

（
25
）
な
お
篠
原
教
授
は
、
当
時
の
学
説
の
状
況
な
ど
も
踏
ま
え
た
上

で
、
メ
ン
ツ
ェ
ル
の
挙
げ
る
こ
れ
ら
の
要
素
全
て
を
ま
と
め
て
紹

介
し
て
お
り
、
参
考
ま
で
に
以
下
に
引
用
し
て
お
く
（
篠
原
・
前

掲
註
（
１
）
二
五
八
頁
以
下
）。

　
　
　
「
①
基
本
権
カ
タ
ロ
グ
（
正
統
化
主
体
と
そ
の
政
治
活
動
を
保

障
す
る
、
人
間
の
尊
厳
の
不
可
侵
の
規
定
、
意
見
の
自
由
、
プ
レ

ス
の
自
由
、
団
結
の
自
由
等
自
由
権
の
新
解
釈
、
→
基
本
権
行
使

と
民
主
制
国
家
形
態
と
の
結
合
）、
②
民
主
主
義
の
要
請
（
一
般

的
な
、国
家
と
社
会
に
妥
当
す
る
原
理
の
構
成
と
し
て
理
解
さ
れ
、

国
家
形
態
と
し
て
の
民
主
主
義
＝
国
民
支
配
は
イ
ン
プ
ッ
ト
に
向

け
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
）、
③
社
会
国
家
の
要
請
（
社
会

正
義
の
実
現
を
目
標
と
す
る
こ
の
要
請
は
、
一
方
で
国
家
意
思
形

成
の
社
会
的
諸
観
念
へ
の
逆
拘
束
に
よ
っ
て
、
他
方
で
個
々
の
援

助
を
必
要
と
す
る
者
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
必
要
に
基
づ
い
て
充
足

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
）、
④
自
治
原
則
（
市
町
村
構
成
員
、
市
町

村
集
会
に
よ
る
直
接
的
自
己
統
治
を
、
代
表
制
度
に
対
す
る
代
替

と
し
て
保
障
し
て
い
る
こ
と
、
市
町
村
と
市
町
村
組
合
の
自
治
権

の
保
障
は
、
参
加
そ
の
も
の
と
似
た
意
味
を
も
ち
、
自
治
の
原
則

は
、
国
家
的
意
思
決
定
へ
の
経
験
的
市
民
意
思
の
制
度
的
組
み
こ

み
の
端
初
と
解
釈
さ
れ
う
る
）、
⑤
憲
法
訴
願
（
一
種
の
抑
制
的

な
抵
抗
権
で
あ
り
、
市
民
に
、
あ
ら
ゆ
る
高
権
的
措
置
を
基
本
権

に
お
い
て
規
範
化
さ
れ
た
正
統
化
基
準
に
従
っ
て
、
独
立
し
た
審

級
を
し
て
審
査
せ
し
め
る
可
能
性
を
与
え
る
）、
⑥
法
律
上
の
審

問
を
請
求
す
る
権
利（
支
配
に
服
す
る
者
が
国
家
権
力
に
対
し
て
、

広
範
に
直
接
に
代
表
さ
れ
ず
に
接
近
す
る
道
を
開
く
）、
⑦
公
開

の
義
務
（
高
権
的
行
動
の
、
常
な
る
、
最
大
限
広
範
囲
の
公
開
と

透
明
性
は
、
国
家
的
意
思
決
定
形
成
過
程
に
個
々
人
が
有
意
味
に

参
加
し
う
る
た
め
の
本
質
的
前
提
）」。

（
26
）
基
本
法
二
〇
条
一
項
は
、「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
、
民
主
的

か
つ
社
会
的
な
連
邦
国
家
で
あ
る
」
と
規
定
す
る
。

（
27
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 66.

（
28
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 64, 71.

（
29
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 71 f. 

こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
連
邦

憲
法
裁
判
所
の
思
考
に
基
づ
い
て
い
る
。V

gl. BV
erfGE 20, 56 

(99). 

加
藤
一
彦
「
政
党
の
選
挙
運
動
費
用
補
助
の
合
憲
性
」
ド
イ

ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
（
第
二
版
）』（
信

山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
三
九
〇
頁
も
参
照
。

（
30
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 72.

（
31
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 75.
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（
32
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 76.

（
33
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 76.

（
34
）V

gl. M
enzel, a.a.O

. (Fn. 1), S. 77 ff.

（
35
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 95 ff. 

た
だ
し
、
情
報
調
達
的
参

加
は
、
既
に
存
在
す
る
合
意
や
不
合
意
を
表
明
す
る
た
め
の
機
会

と
し
て
の
側
面
が
ま
ず
想
起
さ
れ
、
合
意
形
成
へ
の
寄
与
は
限
定

的
な
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
36
）
な
お
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
グ
レ
ー
ザ
ー
は
民
主
政
原
理
に
基
づ
く

参
加
を
民
主
的
参
加
で
あ
る
と
し
て
い
た
が
、
メ
ン
ツ
ェ
ル
は
民

主
化
機
能
を
持
つ
、
す
な
わ
ち
決
定
に
拘
束
力
の
あ
る
参
加
を
民

主
的
参
加
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
37
）
ド
イ
ツ
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
利
益
集
団
の
参
加
と
民
主
政
原

理
の
緊
張
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
と
し
て
、
大
久
保
規
子

「
営
造
物
と
利
益
集
団
の
多
元
的
参
加
」
一
橋
論
叢
（
一
橋
大
学
）

一
〇
八
巻
一
号
（
一
九
九
二
年
）
一
〇
四
頁
以
下
。

（
38
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 83.

（
39
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 86.

（
40
）
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
労
働
裁
判
に
お
い
て
は
、
職
業
裁
判
官
と

と
も
に
名
誉
職
裁
判
官
が
判
決
に
か
か
わ
る
。
こ
の
名
誉
職
裁
判

官
は
労
働
者
組
合
お
よ
び
使
用
者
団
体
の
提
案
に
拘
束
さ
れ
る
形

で
、
ラ
ン
ト
な
い
し
連
邦
の
労
働
大
臣
等
の
任
命
行
為
を
経
て
選

出
さ
れ
る
。
ま
た
、
名
誉
職
裁
判
官
は
職
業
裁
判
官
と
同
等
の
地

位
を
保
障
さ
れ
、
評
決
権
を
有
す
る
。
そ
し
て
、
職
業
裁
判
官
一

名
、
名
誉
職
裁
判
官
二
名
の
計
三
名
に
よ
る
合
議
で
決
定
が
行
わ

れ
る
。
メ
ン
ツ
ェ
ル
は
こ
れ
ら
を
特
に
問
題
視
し
て
い
な
い
よ
う

で
あ
る
が
、
労
働
組
合
お
よ
び
使
用
者
団
体
の
提
案
に
拘
束
さ
れ

て
任
命
行
為
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
そ
し
て
ま
た
、
名
誉
職
裁
判

官
の
み
な
ら
ず
職
業
裁
判
官
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
は
あ
る

が
、「
裁
判
官
の
独
立
」
が
保
障
さ
れ
て
い
る
た
め
、
彼
の
い
う

人
的
・
制
度
的
正
統
化
や
事
項
的
・
内
容
的
正
統
化
の
面
で
問
題

が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
の
労
働
裁
判
に
お
け
る
名

誉
職
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
・
ペ
ー
タ
ー
（
金
井
幸

子
訳
）「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
労
働
裁
判
所
の
機
能
と
名
誉
裁
判
官

の
役
割
」
法
政
論
集
（
名
古
屋
大
学
）
二
二
一
巻
（
二
〇
〇
八
年
）

一
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
41
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 86.

（
42
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 87.

（
43
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 87 f.

（
44
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 88 f.

（
45
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 90.

（
46
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 90 f.

（
47
）
現
実
に
は
、
こ
の
よ
う
な
参
加
規
定
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
、

自
由
委
任
を
想
起
さ
せ
る
、
共
同
決
定
を
行
う
委
員
会
の
構
成
員

の
「
指
示
か
ら
の
自
由
（W

eisungsfreiheit

）」
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。
か
つ
て
ダ
ク
ト
グ
ロ
ウ（Prodrom

os D
agtoglou

）は
、

こ
の
よ
う
な
規
定
の
存
在
を
、
利
益
代
表
者
は
全
体
利
益
で
は
な
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く
特
殊
利
益
を
代
表
す
る
立
場
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
自
由
委
任

は
利
益
代
表
者
が
団
体
構
成
員
の
支
持
を
受
け
て
い
な
け
れ
ば
有

効
に
機
能
し
え
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
法
論
理
的
に
も
行
政
政
策

的
に
も
誤
っ
て
い
る
と
立
法
論
の
観
点
か
ら
批
判
し
て
い
た

（Prodrom
os D

agtoglou, D
er Private in der V

erw
altung 

als Fachm
ann und Interessenvertreter, 1964, S. 51 f.; 

ders., Partizipation Privater an V
erw

altungsentschei-
dungen, D

V
Bl. 1972, S. 712 [715]

）。他
方
で
メ
ン
ツ
ェ
ル
は
、

こ
の
よ
う
な
規
定
は
「
行
政
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
側
か
ら
の
職
務
上
の

指
示
か
ら
の
自
由
」
を
示
す
も
の
と
し
て
限
定
的
に
理
解
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
お
り
、
こ
れ
を
解
釈
論
の
問
題
と
し
て

処
理
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
（M

enzel, a.a.O
. [Fn. 1], S. 

91

）。
ま
た
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
指
示
か
ら
の
自
由
」
と
民
主

政
原
理
の
緊
張
関
係
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
島
村
健
「
エ
コ

マ
ー
ク
と
エ
コ
監
査
」
国
家
学
会
雑
誌
（
東
京
大
学
）
一
一
二
巻

三
＝
四
号
（
一
九
九
九
年
）
一
八
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
48
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 92 f.

（
49
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 93 f.

（
50
）V

gl. H
ans-H

einrich T
rute, D

ie dem
okratische 

Legitim
ation der V

erw
altung, in: W

olfgang H
offm

ann-
Riem

/ Eberhard Schm
idt-A

ßm
ann/ A

ndreas V
oßkuhle 

(H
rsg.), G

rundlagen des V
erw

altungsrechts, B
d. I, 2. 

A
ufl., 2012, §6 Rn. 43 f., 47 f., 53.

（
51
）M

enzel, a.a.O
. (Fn. 1), S. 82. 

基
本
法
が
制
定
さ
れ
た
一
九

四
九
年
の
時
点
に
お
い
て
、
既
に
共
同
決
定
と
い
う
参
加
形
式
は

広
ま
っ
て
い
た
。
メ
ン
ツ
ェ
ル
は
、
一
九
四
九
年
の
時
点
で
共
同

決
定
が
広
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、
憲
法
上
の
明
文

の
授
権
根
拠
は
な
い
も
の
の
、
共
同
決
定
が
存
在
す
る
こ
と
自
体

は
認
め
ら
れ
て
い
る
と
理
解
し
た
わ
け
で
あ
る
。

（
52
）BV

erfGE 9, 268; 93, 37; 107, 59. 

必
ず
し
も
共
同
決
定
に

限
ら
れ
な
い
が
、
民
主
政
原
理
の
観
点
か
ら
の
限
界
を
め
ぐ
る
当

時
の
ド
イ
ツ
の
学
説
に
つ
い
て
、
大
久
保
・
前
掲
註
（
37
）
一
一

六
頁
以
下
も
参
照
。

【
筆
者
付
記
】

　

筆
者
は
、
平
成
三
〇
年
一
月
に
北
海
道
大
学
法
学
研
究
科
に
修
士
論
文

を
提
出
し
、
修
士
号
を
授
与
さ
れ
た
。
本
稿
は
、
こ
の
修
士
論
文
に
若
干

の
加
筆
、
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。




