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司
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は
じ
め
に

本
来
権
力
分
立
の
原
理
の
下
で
は
､
法
律
を
制
定
す
る
権
限
は
議
会
に
存
L
t
行
政
機
関
は
そ
の
法
律
の
授
権
に
基
づ
き
執
行
し
､

裁
判
所
が
そ
の
法
律
に
関
す
る
個
別
事
件
を
判
断
す
る
.
わ
が
国
の
憲
法
を
み
る
と
､
四

一
条
に
お
い
て
国
会
を

｢
唯

一
の
立
法
機

関
｣
と
規
定
す
る

1
万
で
､
行
政
機
関
が
立
法
を
行
う
こ
と
は
七
三
条
六
号
に
あ
る

｢実
施
命
令
｣
を
例
外
と
し
て
認
め
ら
れ
て
お
ら

(-
)

ず

､

わ
が
国
の
憲
法
に
対
し
て
影
響
を
与
え
た
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
､
憲
法

1
条
で

｢
7
切
の
立
法
権
は
合
衆
国
連
邦
議
会
に
属
す

る
｣
と
規
定
さ
れ
て
お
-
､
委
任
立
法
禁
止
の
原
則

(
N
o

n
D
elegation
D
octrine
)
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
き
た
｡
そ
の
た
め
､

行
政
機
関
は
議
会
の
定
め
た
制
定
法
に
従

っ
て
法
律
を
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
｡
し
か
し
､
実
際
に
は
領
域
に
よ
っ
て
議
会
が
全
て
の

行
為
規
範
を
細
か
-
立
法
化
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
も
の
も
あ
る
｡
そ
う
し
た
領
域
で
は
､
議
会
が
排
他
的
に
立
法
権
を
掌
擾
す
る
こ

(2
)

と
は
不
可
能
と
な
-
､
し
か
る
べ
き
基
準
に
基
づ

き

､

行
政
機
関
が
議
会
の
委
任
を
受
け
て
､
あ
る
程
度
の
立
法
権
を
有
す
る
こ
と
と

な
る
｡
ま
た
'
議
会
の
委
任
が
な
い
場
合
で
も
､
行
政
機
関
は
政
策
の
執
行
の
た
め
に
法
律
を
適
宜
解
釈
し
て
い
-
必
要
が
あ
る
こ
と

か
ら
､
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
の
解
釈
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
と
な
る
｡
こ
う
し
た
解
釈
は
､
基
本
的
に
は
行
政
機
関
内
部

に
お
い
て
の
み
拘
束
力
を
持
つ
と
さ
れ
る
が
､
実
際
に
は
こ
の
解
釈
に
基
づ
い
て
法
律
が
執
行
さ
れ
る
こ
と
が
多
-
'
国
民
に
対
す
る

影
響
も
大
き
-
な
っ
て
い
る
｡

さ
て
わ
が
国
で
は
､
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
の
解
釈
は
､
通
常
､
実
施
命
令
や
行
政
規
則
に
分
類
さ
れ
る
訓
令
や
通
達
の
形
で
硯

(3
)

(4
)

れ

る
｡

実
施
命
令
は
法
律
を
執
行
す
る
上
で
必
要
な

一
般
的
規
律
で
あ

る

が

､
同
時
に
法
律
の
執
行
に
必
要
な
制
定
法
解
釈
も
現
れ
う

(5
)

る
｡
ま
た
'
法
的
効
力
を
有
し
､
裁
判
の
基
準
と
も
な
-
う
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
通

達

は

､
上
級
機
関
の
下
級
機
関
に
対
す
る
監
督
権

の

一
環
と
し
て
下
級
機
関
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
命
令
又
は
示
達
す
る
た
め
に
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

(国
家
行
政
組
織
法

一
四
条

二
項
)｡
そ
の
た
め
'
通
達
は
行
政
組
織
内
部
の
規
範
に
す
ぎ
ず
､
通
常
行
政
組
織
の
外
部
に
対
し
て
は
法
的
効
果
を
も
た
な
い
と
説
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(6
)

明
さ
れ

る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
実
際
に
は
通
達
は
し
ば
し
ば
私
人
の
権
利
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
し
､
例
外
的
に
外
部
効
果
が
認
め
ら
れ

る
場
合
も
あ
る
た
め
､
通
常
の
形
式
的
な
説
明
で
は
通
達
の
性
質
が
把
握
し
き
れ
な
い
部
分
が
多
-
な

っ
て
い
る
｡
特
に
本
論
文
で
取

-
上
げ
る
租
税
法
の
分
野
で
は
､
解
釈
や
適
用
の
多
数
が
通
達
に
即
し
て
解
決
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
現
実
に
は
通
達
が
法
源
と
同

(7
)

(8
)

様
の
機
能
を
有
し
て
い
る
と
ま
で
い
わ
れ
て
お

り

､

さ
ら
に
政
策
形
成
機
能
さ
え
も
認
め
ら
れ
て
い

る

こ

と
は
周
知
の
通
-
で
あ
る
｡

そ
の
た
め
､
租
税
法
の
分
野
は
､
通
常
の
通
達
の
説
明
で
は
通
達
の
性
質
を
把
接
し
き
れ
な
い
分
野
の
最
た
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
と

い
え
よ
う
｡

本
論
文
で
は
､
以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
に
鑑
み
､
ア
メ
リ
カ
を
例
に
､
特
に
裁
判
所
に
よ
る
行
政
機
関
の
制
定
法
解
釈
に
対
す
る

(9
)

謙
譲
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
て
､
ま
ず
第

1
章
で
は
､
行
政
法

一
般
に
お
い
て
'
形
式
的
に
外
部
に
対
し
て
法
的
効
力
を
持
た
な
い
と

さ
れ
る
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
解
釈
に
対
し
て
'
謙
譲
の
判
断
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
き
た
か
を
､
形
式
的
に
法
的
効
力
を
持
つ

と
さ
れ
る
制
定
法
解
釈
の
場
合
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
｡
次
に
第
二
章
で
は
､
こ
と
に
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法

解
釈
が
重
要
な
役
割
を
担
う
租
税
法
の
分
野
に
注
目
し
､
行
政
法

一
般
に
お
け
る
場
合
と
い
か
な
る
違
い
が
出
て
-
る
か
を
検
討
し
た

(10
)

い
と
考
え
て
い

る

｡第

三
早

行
政
法

1
股

に
お
け
る
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
解
釈
と
司
法
審
査

一

行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
の
解
釈
の
形
態

行
政
機
関
が
制
定
法
の
解
釈
を
表
す
際
'
法
的
拘
束
力
を
持
ち
う
る
ほ
ど
に
フ
ォ
ー
マ
ル
な
形
で
表
明
さ
れ
る
場
合
か
ら
､
お
尋
ね

に
応
え
る
な
ど
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
形
で
示
さ
れ
る
も
の
ま
で
様
々
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
｡
本
項
で
は
､
本
論
文
の
課
題
で
あ
る
行

政
機
関
に
よ
る
制
定
法
の
解
釈
と
司
法
審
査
の
関
係
を
論
ず
る
前
に
､
そ
も
そ
も
行
政
機
関
が
制
定
法
を
解
釈
を
表
す
場
合
に
い
か
な

る
形
態
が
と
ら
れ
る
か
を
概
観
し
､
本
論
文
で
扱
う
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
の
解
釈
の
形
態
を
限
定
し
て
お
き
た
い
｡
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-

審
決

(adju
d
ication
s
)

行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
の
解
釈
が
示
さ
れ
る

一
つ
の
形
態
と
し
て
'
ア
メ
リ
カ
連
邦
行
政
手
続
法

(以
下

｢
A
P
A
｣
と
す
る
)

は
審
決
を
規
定
し
て
い
る
.
審
決
と
は
､
規
則
制
定
を
除
-
行
政
機
関
の
最
終
決
定
の
全
部
叉
は

l
部
で
あ
る
命
令
を
形
成
す
る
行
政

､〓
1

機
関
の
手
続
を
意
味
す

る

｡

審
決
の
手
続
は
'

一
部
の
例
外
を
除
き
､
告
知

･
審
理

･
決
定
の
三
段
階
を
経
て
行
わ
れ
る
フ
ォ
ー
マ
ル

(12
)

な
も
の
と
な

っ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
審
決
に
よ
る
決
定
に
は
事
実
認
定
と
結
論
及
び
そ
の
理
由
付
け
な
い
し
は
根
拠
を
含
め
る
こ
と
が

(13
)

(14
)

要
件
と
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
理
由
と
し
て
､
司
法
審
査
を
有
意
義
に
す
る
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お

-

'

そ
の
意
味
で
審
決
に
は

法
的
効
力
が
伴
う
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

2

規
則
制
定

(rulem
aklng
)

行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
の

解
釈
が
示
さ
れ
る
今
ひ
と
つ
の
形
態
と
し
て
､
A
P
A
は
規
則
制
定
を
規
定
し
て
い
る
｡
規
則
制
定
と

(15
)

(16
)

は
'
規
則
を
制
定
､
改
正
'
廃
止
す
る
行
政
機
関
の
手
続
を
意
味
す

る

が

､
こ
こ
で
の
規
則
に
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ

り

､

わ

(17
)

が
国
の
概
念
で
い
う
と
､
行
政
命
令
の
み
な
ら
ず
行
政
規
則
や
行
政
処
分
を
も
含
む
も
の
と
な

っ
て
い

る

｡

そ
の
う
ち
､
行
政
機
関
に

よ
る
制
定
法
の
解
釈
が
示
さ
れ
る
代
表
的
な
形
式
で
あ
る
立
法
規
則

･
解
釈
規
則

･
政
策
表
明
に
つ
い
て
､
若
干
の
敷
桁
を
行

っ
て
お

き

た

い

｡

(

イ
)

立
法
規
則

((eg
lSlativ
e
ru
tes
)

A
P
A
は
､
規
則
制
定
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
審
決
よ
-
も
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
告
知
コ
メ
ン
-
手
続
を
と
る
こ
と
を
規
定
し
て
お

(
18

)
り

､

A
P
A
の
定
め
る
規
則
制
定
手
続
を
経
る
規
則
は
立
法
規
則
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
当
該
規
則
が
立
法
規
則
と
分
類
さ
れ

る
に
は
､
A
P
A
上
の
手
続
を
満
た
す
ほ
か
に
'
①
行
政
機
関
が
規
則
の
対
象
と
す
る
問
題
に
関
し
て
行
為
を
行
う
権
限
を
制
定
法
上

授
権
さ
れ
て
お
-
､
②
規
則
の
公
告
が
授
権
さ
れ
た
権
限
の
自
発
的
な
行
使
で
あ
-
'
③
行
政
機
関
が
法
的
効
力
を
有
す
る
規
則
を
制

定
す
る
制
定
法
上
の
授
権
さ
れ
た
権
限
を
有
し
､
④
規
則
の
公
告
が
法
的
効
力
を
持

つ
規
則
を
制
定
す
る
権
限
の
自
発
的
な
行
使
で
あ
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(19
)

-
､
⑤
規
則
の
公
告
が
制
定
法
上
の
権
限
の
効
果
的
な
行
使
で
あ
る
と
い
う
条
件
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
で
あ

る

｡

そ
の
た
め
､
立
法

(20
)

規
則
は
法
的
拘
束
力
を
持
つ
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
お
-
'
た
び
た
び
義
務
や
権
利
､
免
除
の
制
定
や
改
廃
を
行
っ
て
い
る
｡

(21
)

(
ロ
)
解
釈
規
則

(interpret(a
t)iv
e
r
u
le
s
)

行
政
機
関
が
制
定

法
の
解
釈
を
示
す
形
態
と
し
て
立
法
規
則
と
な
ら
ん
で
重
要
な
も
の
に
解
釈
規
則
が
あ
る
｡
解
釈
規
則
は
､
行
政

(22
)

機
関
が
専
ら
制
定
法
や
既
存
の
規
則
の
解
釈
を
示
す
た
め
に
発
す
る
規
則
で
あ
-
､
A
p
A
が
適
用
除
外
と
な
っ
て
い

る

点

に
特
徴
が

(23
)

あ
る
｡
そ
の
た
め
､
立
法
規
則
と
異
な
-
､
元
々
解
釈
規
則
に
は
法
的
効
力
が
な
い
と
説
明
さ
れ

る

が

､
実
際
に
は
行
政
機
関
の
見
解

は
最
終
的
な
答
え
を
与
え
る
こ
と
が
多
-
､
ほ
と
ん
ど
の
行
政
機
関
の
解
釈
が
司
法
審
査
の
場
面
で
支
持
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ

(24
)

る

｡
(
ハ

)

一
般
的
政
策
表
明

(gen
eral
p
olicy
stat
ements)

行

政
機
関
に
よ
る
制
定
法
の
解
釈
は
､
行
政
機
関
が
将
来
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
自
ら
の
法
形
成
権
限
を
用
い
よ
う
と
し
て
い
る
か

(25
)

を
示
す

1
敗
的
政
策
表

明

の

中
で
も
現
れ
う
る
｡
そ
し
て

一
般
的
政
策
表
明
も
､
解
釈
規
則
と
同
様
に
A
P
A
の
適
用
除
外
と
な
っ
て

(26
)

い

る

｡

ア
ン
ソ
ニ
ー
教
授
は
､
解
釈
規
則
を
､
立
法
的
に
公
告
さ
れ
'
何
ら
か
の
定
ま

っ
た
意
味
を
有
す
る
制
定
法
の
文
言
を
解
釈
す

る
行
政
機
関
の
説
明
と
す
る
の
に
対
し
て
､
政
策
表
明
を
､
実
体
法
や
政
策
､

1
般
的
な
い
し
は
特
定
の
場
合
の
適
用
可
能
性
'
将
来

効
に
関
す
る
行
政
機
関
の
説
明
と
し
て
お
り
t
A
P
A
上
の
実
体
的
な
規
則
を
立
法
規
則
と
解
釈
規
則
､
政
策
表
明
の
三
つ
に
分
類
さ

(27
)

れ

る

｡

そ
の
た
め
､
ア
ン
ソ
ニ
ー
教
授
に
よ
る
と
､
立
法
規
則
や
解
釈
規
則
に
当
た
ら
な
い
全
て
の
も
の
は
政
策
表
明
と
な
り
'
政
策

表
明
に
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
指
針

(g
u
id
elin
es)
､
職
員
に
対
す
る
指
導
書

(staff
in
st
ruction)'
覚
え
書
き

(m
em
oran
d
a
)
な
ど

(28
)

も
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
る

｡

も

っ
と
も
､
実
際
に
は
解
釈
規
則
と
政
策
表
明
の
区
別
が
意
識
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い

(29)
る

｡
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3

本
論
文
に
お
け
る
対
象
の
限
定

本
論
文
で
は
､
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
の
解
釈
の
中
で
も
､
形
式
的
に
は
外
部
に
対
し
て
法
的
効
力
を
持
た
な
い
と

1
般
に
説
明

さ
れ
る
が
､
実
際
に
は
外
部
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
わ
が
国
に
お
け
る
通
達
の
よ
う
な
も
の
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
こ
と
に
鑑

み
､
基
本
的
に
は
解
釈
規
則
を
中
心
に
取
-
上
げ
る
こ
と
と
な
る
｡
そ
の
た
め
､
行
政
機
関
が
審
決
の
形
式
で
表
す
制
定
法
の
解
釈
は

対
象
外
と
な
-
'
解
釈
を
示
す
と
い
う
意
味
で
実
質
的
に
は
解
釈
規
則
の
役
割
を
持

っ
て
い
る
解
釈
的
立
法
規
則

(in
terp
retiveJ
eI

(30
)

g
i
s
l
a
t
i
v
e

rules
)

も

本
論
文
が
直
接
に
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
い
｡
も

っ
と
も
'
解
釈
的
立
法
規
則
は
､
形
式
的
に
は
法

的

拘
束

力
を
持
た
な
い
と
さ
れ
る
解
釈
規
則
と
の
比
較
の
た
め
に
随
時
言
及
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
｡
な
お
'
政
策
表
明
は
'
ア
ン
ソ

ニ
ー
教
授
の
定
義
上
は
極
め
て
広
義
な
も
の
で
あ
る
が
､
本
論
文
で
は
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
の
解
釈
を
示
す
も
の
に
つ
い
て
の
み

適
宜
取
-
上
げ
る
こ
と
と
す
る
｡

二

行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
解
釈
に
対
す
る
司
法
府
の
謙
譲
の
背
景

印

周
知
の
通
り
､
A
P
A
は
七
〇
六
条
に
お
い
て
行
政
活
動
に
対
す
る
司
法
審
査
の
範
囲
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
｡
そ
こ
で
は
､

審
査
裁
判
所
が

｢関
係
す
る
全
て
の
法
律
問
題
を
判
断
し
､
憲
法

･
制
定
法
の
規
定
を
解
釈
L
t
行
政
機
関
の
活
動
の
文
言
の
意
味
や

(31
)

適
用
可
能
性
を
判
断
す
る
｣
旨
規
定
し
て
お
-
'
行
政
機
関
の
活
動
が

｢専
断
的

･
恋
意
的

･
裁
量
権
の
濫
用
又
は
そ
の
他
法
に
違
反

(32
)

(33
)

し

｣

'
｢憲
法
上
の
権
利
､
権
限
'
特
権
又
は
免
責
特
権
に
反

し

｣

､
｢制
定
法
上
の
管
轄
権
､
権
限
'
又
は
制
限
を
逸
脱
し
若
し
く
は
制

(34
)

(35
)

(36
)

定
法
上
の
権
利
を
欠

き

｣

'
｢法
の
定
め
る
手
続
を
遵
守
し
な

い

｣

場
合
に
'
違
法
と
判
示
し
て
取
-
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

と

規
定

し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
本
来
の
行
政
活
動
に
対
す
る
司
法
審
査
の
目
的
は
'
行
政
機
関
が
自
ら
の
任
務
を
行
う
上
で
制
定
法
の
権
限

を
除
越
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
-
､
｢法
が
何
で
あ
る
か
を
述
べ
る
こ
と
が
明
確
に
司
法
府
の
領
域
で
あ
-
義
務
で

(37
)

あ

る

｣

と
い
わ
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
､
元
々
裁
判
官
は
法
律
の
文
言
を
解
釈
し
､
憲
法
や
制
定
法
上
の
問
題
を
解
決
す
る
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(38
)

こ
と
に
長
け
て
い
た
と
さ
れ
て
い

る

｡

榔

し
か
し
な
が
ら
'
実
際
に
は
審
査
裁
判
所
は
行
政
機
関
の
決
定
に
対
し
て
相
当
な
謙
譲
を
与
え
て
き
た
が
'
こ
れ
に
は
次
の
よ
う

(39
)

な
理
由
が
あ
る
と
さ
れ
て
い

る

0

第

一
に
､
行
政
機
関
は
ほ
と
ん
ど
の
事
実
認
定
や
法
的
結
論
に
つ
い
て
裁
判
所
よ
-
も
相
対
的
に
か

な
り
有
利
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
､
行
政
機
関
の
方
が
当
該
分
野
に
お
い
て
専
門
性
に
す
ぐ
れ
て
お
-
､
自
ら
の
命
令
全

般
や
自
ら
の
活
動
が
ど
の
よ
う
に
命
令
に
関
連
し
て
い
る
か
を
理
解
し
て
い
る
上
､
手
続
に
お
け
る
事
実
や
問
題
を
よ
-
知

っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
､
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
は
'
行
政
機
関
が
す
で
に
行

っ
た
事
実
認
定
に
つ
い
て
裁
判
所
が
再
審
理
す
る

こ
と
は
経
済
的
に
も
実
際
的
に
も
望
ま
し
-
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
第
二
に
､
裁
判
所
は
行
政
機
関
が
自
ら
の
管
轄
権
に
あ

る
あ
ら
ゆ
る
決
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
第
三
に
'
議
会
が
行
政
機
関
に
対
し
て

謙
譲
す
る
よ
う
裁
判
所
に
指
示
し
て
き
た
こ
と
も
理
由
に
挙
げ
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
多
-
の
場
合
に
お
い
て
､
議
会
は
裁
判
所
に
対

し
て

｢実
質
的
証
拠
｣
や

｢専
断
的
窓
意
的
｣
と
い
っ
た
明
ら
か
に
謙
譲
的
な
基
準
の
下
で
司
法
審
査
を
行
う
よ
う
命
じ
た
-
'
行
政

機
関
に
制
定
法
の
文
言
を
解
釈
す
る
裁
量
権
や
政
策
選
択
の
裁
量
権
を
相
当
に
与
え
て
き
た
の
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
ゆ
え
､
規
定
上
は
い

わ
ゆ
る
司
法
府
の
行
政
機
関
に
対
す
る
謙
譲
に
つ
い
て
何
ら
言
及
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
司
法
府
の
行
政
機
関

に
対
す
る
謙
譲
の
法
理
が
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
｡

三

シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
前
の
状
況

削

司
法
府
の
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
解
釈
に
対
す
る
謙
譲
の
法
理
は
､
以
上
の
よ
う
な
背
景
で
確
立
さ
れ
て
き
た
が
､
謙
譲
の
基

(40
)

準
に
つ
い
て
の
統

一
的
な
理
論
を
作
-
出
す
試
み
は
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
ま
で
行
わ
れ
る
こ
と
な

-

'

謙
譲
を
判
断
す
る
に
あ
た

っ
て

は
､
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
き
た
｡
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
分
類
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
あ
る
が
'

J
=､

さ
し
あ
た
り
メ
リ
ル
の
整
理
を
借
-
れ
ば
'
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
で
あ

ろ

う

｡
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榔

第

1
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
､
裁
判
所
が
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
解
釈
に
対
し
て
謙
譲
す
る
こ
と
を
議
会
が
意
図
し
て
い
る
か
に
着

目
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
と
'
あ
る
制
定
法
解
釈
を
示
す
規
則
が
授
権
さ
れ
た
権
限
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
'
法

的
効
力
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
否
か
､
つ
ま
-
立
法
規
則
で
あ
る
か
解
釈
規
則
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
'
裁
判
所
は
行
政
機
関
に
よ
る
制

定
法
の
解
釈
を
示
す
規
則
が
謙
譲
さ
れ
る
べ
き
も
の
か
否
か
が
判
断
さ
れ
る
｡
そ
し
て
'
立
法
規
則
の
形
態
で
制
定
法
の
解
釈
が
示
さ

れ
る
場
合
は
大
幅
な
謙
譲
を
認
め
る
の
に
対
し
て
､
解
釈
規
則
の
形
態
で
示
さ
れ
る
場
合
に
は
そ
れ
ら
が
正
し
い
と
説
得
さ
れ
る
場
合

に
の
み
肯
定
す
る
の
で
あ
る
｡

(42
)

立
法
規
則
に
つ
い
て
の

7
例
に
バ
ッ
タ
ー
ソ
ン
対
フ
ラ
ン
シ
ス
判

決

が

あ
る
｡
バ
ッ
タ
ー
ソ
ン
判
決
で
は
'
制
定
法
に
よ
-
'
父
親

が
失
業
し
た
場
合
に
お
け
る
要
扶
養
児
童
家
庭
扶
助
施
策

(A
id
to
F

amities
w
ith
D
ep
end
e
nt
Children
･U
n
em
p
lo
y
ed
Fathers

∴=､

(A
F
D
C

と

F

)

p
rogram
､
以
下

｢児
童
支
援
施
策
｣
と
す
る
)
に
あ
る

｢失
業
｣
の
定
義
を
行
う
権
限
を
与
え
ら
れ
て

い

る

州

が
'

｢失
業
｣
の
定
義
に
つ
い
て
定
め
た
立
法
規
則
が
問
題
と
な
っ
た
｡
本
件
で
の

｢失
業
｣
の
定
義
に
か
か
る
規
則
は
､
労
働
争
議
に
参

加
し
た
こ
と
が
原
因
で
失
業
し
た
者
等
の
あ
る
種
の
失
業
者
を
除
外
し
て
お
-
､
も
と
も
と
本
件
規
則
は
合
憲
で
は
あ
る
も
の
の
保
険

(44
)

教
育
福
祉
省
規
則
に
反
す
る
こ
と
か
ら
無
効
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
て
い

た

が

､
保
険
教
育
福
祉
省
規
則
が
改
正
さ
れ
､
｢失
業
｣
を
定

義
す
る
州
の
裁
量
権
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
､
前
判
決
に
基
づ
い
て
出
さ
れ
た
差
止
命
令
の
撤
回
を
求
め
て
州
が
訴
訟
を
提
起
し
た

の
で
あ
る
｡
地
方
裁
判
所
と
控
訴
裁
判
所
は
,
本
件
規
則
を
無
効
で
あ
る
と
判
断
し
班

が

､
雷

同
裁
判
所
は
ま
ず
､
｢本
件
で
の
究
極

な
問
題
は
､
『失
業
』
と
い
う
制
定
法
の
文
言
を
'
州
が
被
告
の
三
階
級
を
児
童
支
援
施
策
の
給
付
の
対
象
か
ら
外
し
う
る
よ
う
解
釈

(46
)

し
て
も
よ
い
か
と
い
う
こ
と
で

あ

｣

-
､
｢私
た
ち
が
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
実
際
の
問
題
は
､
制
定
法
上
の
文
言
が
ど
の
よ
う

(47
)

に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
か
で
は
な
-
'
保
険
教
育
福
祉
省
規
則
が
適
切
で
あ
る
か
否
か
で
あ

る

｣

と
の

一
般
論
を
示
し
た
上
で
'
以
下
の

よ
う
に
述
べ
た
の
で
あ
る
｡

-
-
議
会
は

(保
険
健
康
福
祉
省
)
長
官
に
対
し
て
､
児
童
支
援
施
策
の
受
給
資
格
を
判
断
す
る
目
的
で
､
何
が

｢失
業
｣
を
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構
成
す
る
か
を
決
定
す
る
基
準
を
定
め
る
権
限
を
明
示
的
に
委
任
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
場
合
､
議
会
は
裁
判
所
よ
-
も
む
し

ろ
長
官
に
対
し
て
制
定
法
上
の
文
言
の
解
釈
の
第

1
次
的
責
任
を
託
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
責
任
を
行
使
す
る
際
､
長
官
は

法
的
効
力
を
も
つ
規
則
を
採
用
す
る
｡
審
査
裁
判
所
は
､
単
に
当
該
制
定
法
を
異
な
る
方
法
で
解
釈
す
れ
ば
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う

と
い
う
理
由
で
は
'
当
該
規
則
を
無
効
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
規
則
は
'
そ
れ
ゆ
え
に
単
な
る
謙
譲
や
重
要
性
以
上
の
も
の
を
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
本
件
規

則
は
､
長
官
が
制
定
法
上
の
権
限
を
飴
越
し
た
-
'
本
件
規
則
が

｢専
断
的
'
懇
意
的
'
裁
量
権
の
濫
用
そ
の
他
法
に
反
す
る
｣

(48
)

場
合
に
の
み
無
効
と
さ
れ
う

る

｡

そ
し
て
､
保
険
教
育
福
祉
省
規
則
は
長
官
に
授
権
さ
れ
た
制
定
法
上
の
権
限
内
の
も
の
で
あ
-
､
筋
の
通
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
､
立

法
経
緯
か
ら
み
て
も
本
件
に
お
け
る
長
官
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
制
定
法
の
目
的
に
反
し
を
い
こ
と
を
判
示
し
た
の
で
あ
る
｡

畑

こ
の
よ
う
に
､
立
法
規
則
に
つ
い
て
は
た
び
た
び
法
的
効
力
が
あ
る
ゆ
え
に
謙
譲
が
認
め
ら
れ
て
き
た
の
に
対
し
､
解
釈
規
則
に

つ
い
て
は
法
的
効
力
が
な
い
ゆ
え
に
､
通
常
謙
譲
は
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
解
釈
規
則
に
つ
い
て
も
謙
譲
の
余

(49
)

地
が
あ
る
こ
と
は
､
す
で
に

1
九
四
四
年
に
出
さ
れ
た
ス
キ
ッ
ド
モ
ア
対
ス
ウ
ィ
フ
ト
社
判

決

で

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
｡
こ
の
事
件
は
､
七
人
の
消
防
士
が

一
週
間
に
三
日
半
か
ら
四
日
間
消
防
会
社
の
敷
地
内
に
当
直
し
て
い
た
こ
と
か
ら
､
労
働
基
本

法
違
反
を
理
由
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
件
で
あ

っ
た
｡
こ
の
当
直
時
間
に
お
い
て
は
､
火
事
が
発
生
し
た
-
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
が

何
ら
か
の
理
由
で
作
動
す
る
場
合
に
火
災
報
知
器
に
応
え
る
以
外
に
仕
事
は
な
-
､
火
災
報
知
器
に
応
え
た
場
合
に
は
固
定
報
酬
に
加

え
て
労
働
者
に
手
当
が
支
払
わ
れ
て
い
た
｡
そ
こ
で
､
こ
の
当
直
が
労
働
基
本
法
の
目
的
に
お
け
る

｢労
働
｣
に
含
ま
れ
る
か
否
か
が

問
題
と
な

っ
た
｡
事
実
審
裁
判
所
は
､
証
拠
的
な
事
実
を
定
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
認
定
し
た
が
､
｢法
の
結
論
｣
と
し
て

｢原
告
が

火
災
報
知
器
に
応
え
る
任
務
を
担
い
消
防
署
内
で
過
ご
す
時
間
は
､
残
業
手
当
が
労
働
基
準
法
に
基
づ
い
て
支
払
わ
れ
る
べ
労
働
時
間

(50
)

と
は
な
ら
な
い
｣
と
述
べ
'
控
訴
裁
判
所
も
支
持
し

た

｡

こ
れ
に
対
し
て
最
高
裁
は
､
｢議
会
は
行
政
機
関
の
役
務
を
事
実
認
定
や
第
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i
次
的
に
特
定
の
事
例
が
当
該
法
の
範
囲
内
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
に
用
い
て
お
ら
ず
｣
､
｢代
わ
-
に
裁
判
所
に
対
し
て
こ
の
責
任

(51
)

を
課
し
て
い

る

｣

と
述
べ
た
が
､
そ
の

1
万
で
'
議
会
は
行
政
官
に
対
し
て
情
報
収
集
の
権
限
を
付
与
し
､
行
政
官
は
異
な

っ
た
状
況

下
に
お
け
る
法
の
適
用
に
関
す
る
自
ら
の
見
解
を
解
釈
に
つ
い
て
の
広
報

(interp
retati
ve
bul

l
e

tin)や
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
公
定

(52
)

解
釈

(in
fo
rm
a
l
ru
lin
g
s
)

の
中
で
示
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し

た

｡

そ
の
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ

､本
件
で
の
行
政
官
の
評
価
や
調

査
は
､

待
ち

時
間
が

労
働

に
当
た
ら
な
い
と
い
う
誤

っ
た
理
解
に
よ
-
制
約
を
受
け
て
い
た
こ
と
か
ら
破
棄
差
し
戻
し
た
｡

こ
の
行
政
官
の
公
定
解
釈
は
､
審
理
の
結
果
と
し
て
'
行
政
官
が
証
拠
か
ら
事
実
認
定
を
行
い
'
事
実
認
定
か
ら
法
の
結
論
に
達

す
る
と
い
う
対
審
型
手
続
の
結
果
に
は
到
達
し
て
い
な
い
｡
公
定
解
釈
は
､
直
接
関
係
す
る
場
合
で
さ
え
決
定
的
な
も
の
で
な

-
'
ま
し
て
や
類
推
に
よ

っ
て
の
み
適
用
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
公
定
解
釈
は
'
地
方

裁
判
所
の
手
続
を
拘
束
す
る
法
令
の
解
釈
や
事
実
状
況
の
判
断
基
準
に
は
な
ら
な
い
｡
-
-
し
か
し
､
行
政
官
の
政
策
は
､
公
的

任
務
に
よ
-
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
-
､
あ
る
事
件
に
お
い
て
裁
判
官
の
と
こ
ろ
に
来
る
可
能
性
の
あ
る
よ
-
も
専
門
化
し
た
経
験

と
よ
り
広
範
な
調
査

･
情
報
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
‥
-
･行
政
官
の
政
策
と
基
準
が
対
審
形
式
の
事
実
審
理
に
よ
-
達
成

さ
れ
な
い
と
い
う
事
実
は
､
そ
れ
ら
が
謙
譲
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
-
-

私
見
で
は
､
本
法

(労
働
基
準
法
)
の
下
で
の
行
政
官
の
公
定
解
釈
や
解
釈
､
意
見
は
､
先
例
に
よ
-
裁
判
所
を
制
御
す
る
も

の
で
は
な
い
が
､

一
連
の
経
験
や
知
見
に
基
づ
い
た
判
断
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
-
､
そ
れ
に
対
し
て
裁
判
所
や
訴
訟
当
事
者
は

手
引
き
と
し
て
適
切
に
依
拠
し
う
る
｡
こ
の
よ
う
な
判
断
の
特
定
の
事
件
に
お
け
る
重
要
性
は
'
当
該
判
断
の
考
慮
'
当
該
判
断

の
理
由
付
け
の
有
効
性
､
当
該
判
断
の
前
後
に
出
さ
れ
た
表
明
と
の

三
貝
性
'
当
該
判
断
が
統
制
力
に
欠
け
る
場
合
に
'
当
該
判

(53
)

断
に
説
得
力
を
与
え
る
あ
ら
ゆ
る
要
因
に
お
い
て
明
白
と
な

っ
て
い
る
完
全
性
に
拠
る
で
あ
ろ

う

｡

㈲

以
上
の
よ
う
に
'
ス
キ
ッ
ド
モ
ア
判
決
は
､
立
法
規
則
と
異
な
-
法
的
効
力
を
持
た
な
い
と
さ
れ
る
解
釈
規
則
に
つ
い
て
も
謙
譲

が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
｡
も

っ
と
も
､
解
釈
規
則
で
も
謙
譲
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
い
か
な
る
場
合
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か
は
個
別
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
｡
そ
の
た
め
､
立
法
規
則
と
解
釈
規
則
に
分
け
て
謙
譲
の
可
否
を
判
断
す
る
以
外
に
次
の
よ
う
な

二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
試
み
ら
れ
た
｡

一
つ
は
､
行
政
機
関
の
権
限
で
は
な
-
'
行
政
機
関
の
決
定
の
さ
ま
ざ
ま
な
態
様
を
理
由
に
､
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
の
解
釈
を

示
す
規
則
に
対
す
る
謙
譲
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
'
行
政
機
関
の
専
門
性
や
継
続
性
'

一
貫
性
､
統

一
性
､
合
理
性
'
行
政

機
関
の
解
釈
に
対
す
る
同
意
の
有
無
に
注
目
し
て
､
こ
う
し
た
態
様
が
あ
る
場
合
に
特
に
謙
譲
を
付
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
他
に
､

(54
)

メ
リ
ル
が
ス
キ
ッ
ド
モ
ア
判
決
に
つ
い
て
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
中
で
捉
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に

'

ス
キ
ッ
ド
モ
ア
判
決

で
述
べ
ら
れ
た
基
準
も
謙
譲
を
判
断
す
る
上
で
の
基
準
と
な
り
う
る
と
思
わ
れ
る
｡

今

一
つ
は
'
行
政
機
関
の
到
達
し
た
結
果
が
議
会
の
意
思
を
反
映
す
る
程
度
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
り
､
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法

の
解
釈
を
示
す
規
則
に
対
す
る
謙
譲
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
行
政
機
関
の
解
釈
と
制
定
法
制
定
の
同
時
期
に
行
わ
れ
て
い

た
-
'
解
釈
が
議
会
に
よ

っ
て
何
ら
か
の
形
で
承
認
さ
れ
て
い
る
場
合
に
特
に
謙
譲
を
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

た
だ
い
ず
れ
に
し
て
も
'
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
の
解
釈
に
対
す
る
謙
譲
に
つ
い
て
の

一
貫
し
た
法
理
は
､
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
前

に
形
成
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
ず
'
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
前
の
時
期
に
は
専
ら
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
ア
プ
ロ
ー
チ
と
も

い
う
べ
き
ア
プ

ロ
ー
チ
が
採
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡

四

シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決

印

以
上
で
み
た
よ
う
な
状
況
の
中
､
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
解
釈
に
対
す
る
謙
譲
の
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
と
き

(55
)

れ
る
判
決
が
'

1
九
八
四
年
に
出
さ
れ
た
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判

決

で

あ
る
｡

シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
で
は
､

一
九
七
七
年
に
改
正
さ
れ
た
大
気
浄
化
法

(C
le
an
A
ir
A

ct)
を
実
施
す
る
た
め
に
公
告
さ
れ
た
立
法

規
則
が
問
題
と
な

っ
た
.

1
九
七
七
年
に
改
正
さ
れ
た
大
気
浄
化
法
は
､
環
境
保
護
庁
の
策
定
し
た
全
国
的
な
大
気
基
準
を
達
成
し
て
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い
な
い
州
に
対
し
て
､
大
気
汚
染
の
新
し
い
あ
る
い
は
修
正
さ
れ
た
主
要
な
固
定
汚
染
源

(s
tationary
sources)
を
規
制
す
る
許
可

施
策
を
策
定
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
｡

一
般
に
こ
の
許
可
は
'
い
-
つ
か
の
厳
格
な
要
件
を
満
た

さ
け
れ
ば
主
要
な
固
定
汚
染
源
に

つ
い
て
な
さ
れ
な
い
の
で
､
環
境
保
護
庁
規
則
は
､
州
に
対
し
て

｢固
定
汚
染
源
｣
と
い
う
語
に
つ
き
工
場
全
体
を
示
す
定
義
を
採
用

(56
)

す
る
こ
と
を
認
め
て

い

た

｡

こ
の
定
義
の
下
で
は
､
い
-
つ
か
の
汚
染
物
質
排
出
装
置
を
有
す
る
在
来
の
施
設
は
'
当
該
変
更
が
施
設

か
ら
の
総
排
出
量
を
増
加
さ
せ
な
い
な
ら
ば
､
許
可
条
件
に
合
致
し
な
-
て
も

一
組
の
装
置
を
設
置
し
た
-
改
良
し
た
-
す
れ
ば
よ
い

こ
と
か
ら
､
環
境
保
護
庁
が
州
に
対
し
て
'
同
じ
産
業
グ
ル
ー
プ
に
あ
る
全
て
の
汚
染
物
質
排
出
装
置
を
､
単

1
の

｢
バ
ブ
ル
｣
の
中

に
あ
る
よ
う
に
扱
う
こ
と
を
認
め
る
よ
う
決
定
し
た
こ
と
が
､
制
定
法
上
の
文
言
で
あ
る

｢固
定
汚
染
源
｣
の
筋
の
通
っ
た
解
釈
に
基

づ
-
も
の
な
の
か
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
控
訴
裁
判
所
は
'
本
件
規
則
を
無
効
と
し
､
バ
ブ
ル
概
念
が
大
気
の
質
を
向
上
さ
せ

(57
)

る
た
め
に
策
定
さ
れ
た
施
策
の
中
で
は
不
適
切
で
あ
る
旨
判
示
し

た

｡

こ
れ
に
対
し
て
最
高
裁
判
所
は
､
｢控
訴
裁
判
所
の
基
本
的
な
誤
-
は
､
議
会
自
身
が
固
定
汚
染
源
と
い
う
語
に
つ
い
て
司
法
府
の

(58
)

定
義
を
命
じ
て
い
な
か
っ
た
と
判
断
し
た
際
に
'
動
き
の
な
い
司
法
府
の
定
義
を
採
用
し
た
こ

と

｣

で
あ
る
と
指
摘
し
た
上
で
次
の
よ

う
に
述
べ
た
｡

裁
判
所
が
行
政
機
関
が
施
行
す
る
行
政
機
関
の
制
定
法
の
解
釈
を
審
査
す
る
際
､
次
の
よ
う
な
二
つ
の
問
題
に
直
面
す
る
｡
第

一
に
､
こ
れ
は
常
に
で
あ
る
が
､
問
題
は
議
会
が
直
接
に
争
点
と
な
っ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
d

議
会
の
意
思
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
､
問
題
は
終
了
す
る
｡
と
い
う
の
は
､
裁
判
所
は
行
政
機
関
と
同
様
'
は
っ
き
-
と
示
さ
れ
た

議
会
の
意
思
に
効
力
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
裁
判
所
が
直
接
に
争
点
と
な
っ
て
い
る
問

題
を
議
会
が
扱

っ
て
こ
な
か
っ
た
と
判
断
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
裁
判
所
は
行
政
に
よ
る
解
釈
が
な
い
場
合
に
必
要
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
当
該
制
定
法
に
つ
い
て
の
自
ら
の
解
釈
を
与
え
る
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
｡
む
し
ろ
､
制
定
法
が
特
定
の
問
題
に
つ
き
何

も
述
べ
て
い
な
い
か
暖
味
で
あ
る
な
ら
ば
､
裁
判
所
に
と
っ
て
の
問
題
は
､
行
政
機
関
の
答
え
が
制
定
法
の
許
容
す
る
解
釈
に
基
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づ
い
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
｡

-
-
議
会
が
明
示
的
に
行
政
機
関
に
隙
間
を
埋
め
る
余
地
を
残
し
て
き
た
な
ら
ば
'
規
則
に
よ
-
制
定
法
の
特
定
の
規
定
を
明

ら
か
に
す
る
権
限
が
行
政
機
関
に
対
し
て
明
示
的
に
委
任
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
立
法
規
則
は
､
専
断
的

･
慈
恵
的
で
､
明

確
に
制
定
法
に
反
し
て
い
な
い
限
-
'
相
当
の
重
要
性
が
付
与
さ
れ
る
｡
時
に
､
特
定
の
問
題
に
つ
い
て
の
立
法
府
の
行
政
機
関

に
対
す
る
委
任
は
'
明
示
的
で
な
-
む
し
ろ
黙
示
的
に
行
わ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
場
合
に
'
裁
判
所
は
行
政
機
関
の
行
政
官
が

(59
)

行

っ
た
筋
の
通

っ
た
解
釈
を
､
自
ら
の
制
定
法
上
の
規
定
の
解
釈
に
代
え
て
は
な
ら
な

い

｡

そ
の
上
で
本
件
で
は
､
議
会
が
本
件
に
お
け
る
バ
ブ
ル
概
念
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
特
別
の
意
思
を
持

っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
控
訴
裁
判
所
に
同
意
し
'
環
境
保
護
庁
が
本
件
で
バ
ブ
ル
概
念
を
用
い
た
こ
と
は
､
行
政
機
関
が
行
う
筋
の
通
っ
た
政
策
選
択
で

{.IE
}

あ

っ
た
と
結
論
づ

け
た
｡

㈲

以
上
の
よ
う
に
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
は
､
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
解
釈
が
謙
譲
を
受
け
る
際
の
基
準
と
し
て
い
わ
ゆ
る

｢
二
段
階

(61
)

モ
デ
ル
｣
を
採
用
し
た
点
に
特
徴
が
あ
る
と
い
え

る

｡

二
段
階
モ
デ
ル
に
よ
る
と
'
第

一
段
階
と
し
て
､
争
点
と
な

っ
て
い
る
問
題
に

つ
い
て
議
会
が
特
定
の
意
思
を
看
し
て
い
た
か
否
か
を
テ
ス
ト
す
る
｡
こ
の
テ
ス
ト
で
議
会
の
意
思
が
明
確
に
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
､
こ
の
時
点
で
問
題
は
終
了
し
､
裁
判
所
は
議
会
の
意
思
に
対
し
て
効
力
を
付
与
す
る
こ
と
と
な
る
が
､
こ
の
テ
ス
ト
で
議
会
の
意

思
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
'
第
二
段
階
と
し
て
､
行
政
機
関
が
規
則
に
よ
-
制
定
法
解
釈
を
行
う
権
限
の
議
会
に
よ
る
委
任
の
有

無
'
権
限
の
黙
示
的
な
委
任
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
と
な

っ
た
｡
そ
し
て
､
議
会
の
委
任
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
'
及
び
黙
示

的
な
委
任
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
､
行
政
官
の
解
釈
が
筋
の
通

っ
た
も
の
で
あ
る
限
-
そ
れ
を
受
け
容
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
二
段
階
モ
デ
ル
は
､
従
前
謙
譲
す
べ
き
か
否
か
を
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
判
断
し
て
い
た
も
の

を
あ
る
程
度
明
確
に
し
よ
う
と
は
し
て
い
た
が
､
結
局
の
と
こ
ろ
､
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
の
射
程
範
囲
を
め
ぐ

っ
て
暖
味
な
点
を
残
す
結

果
と
な

っ
た
｡
そ
の
暖
味
な
点
に
つ
い
て
､
さ
し
あ
た
り
､
本
論
文
の
問
題
意
識
に
し
た
が
っ
て
次
の
二
点
を
挙
げ
て
お
-
こ
と
に
し
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よ
つゝ
｡

㈱

第

一
は
､
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
は
そ
も
そ
も
い
わ
ゆ
る
立
法
規
則
に
関
す
る
事
例
で
あ

っ
た
が
'
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
は
立
法
規
則
と

解
釈
規
則
の
峻
別
に
は
言
及
し
な
か
っ
た
点
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
､
例
え
ば
サ
ウ
ン
ダ
ー
ズ
は
､
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
は
､
議
会

が
制
定
法
の
文
言
の
意
味
に
つ
い
て
明
確
に
言
及
し
な
か

っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
行
政
機
関
に
対
す
る
暗
黙
の
委
任
が
成
-
立
ち
'
暗

黙
の
委
任
に
よ
る
行
政
機
関
の
解
釈
に
対
し
て
も
法
的
効
果
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
に
よ

っ
て
'
法
的
効
果
を
持
つ
行
政

機
関
の
解
釈
の
範
囲
を
拡
げ
た
ま
で
で
あ
り
､
公
衆
参
加
の
な
い
解
釈
規
則
が
法
的
効
果
を
持

つ
か
否
か
を
言
及
し
た
も
の
で
は
な

(62
)

い
t
と
指
摘
し
て
い

る

｡

し
か
し
な
が
ら
､
制
定
法
の
文
言
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
を
議
会
の
意
図
と
考
え
る
こ
と
自
体
､
立
法
規

∴㌣

別
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
で
あ
る
バ
ッ
タ
ー
ソ
ン
判
決
が
想
定
し
て
い
た
議
会
の
意
図
と
は
異
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る

｡

つ
ま
-
､
バ
ッ
タ
ー
ソ
ン
判
決
で
は
'
｢失
業
｣
の
定
義
を
定
め
る
こ
と
を
制
定
法
が
明
示
的
に
州
に
対
し
て
委
任
し
て
い
た
場
合
に

(64
)

州
が
定
め
た
立
法
規
則
が
問
題
と
な

っ
て

い

た

の

に
対
し
て
､
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
で
は
そ
も
そ
も

｢
固
定
汚
染
源
｣
の
定
義
を
行
う
こ

と
に
つ
い
て
明
示
的
な
制
定
法
の
委
任
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
が
'
こ
の
点
を
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
が
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問

に
残
る
の
で
あ
る
｡

㈲

第
二
は
､
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
が
､
そ
れ
ま
で
ス
キ
ッ
ド
モ
ア
判
決
等
で
確
立
さ
れ
て
き
た
い
わ
ゆ
る
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
ア
プ

ロ

ー
チ
の
排
除
ま
で
行

っ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
な
か

っ
た
点
で
あ
る
｡
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
で
は
､
ま
ず
謙
譲
す
べ
き
か
否
か
の
判

断
は
､
議
会
の
意
思
の
み
が
第

一
段
階
で
問
題
と
さ
れ
る
に
と
も
な
い
'
そ
れ
ま
で
の
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
ス
ケ
ー
ル
的
な
も
の
か
ら

(65
)

オ
ー
ル
オ
ア
ナ
ッ
シ
ン
グ
的
な
も
の
へ
と
変
化

し

た

｡

ま
た
､
従
前
は
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
解
釈
に
対
し
て
謙
譲
す
べ
き
と
判
断

さ
れ
る
と
き
に
､
例
え
ば
前
項
で
論
じ
た
よ
う
な
立
法
規
則
と
解
釈
規
則
の
峻
別
'
専
門
性

･
継
続
性
等
の
考
慮
'
議
会
の
意
思
と
の

関
係
等
に
着
目
し
て
謙
譲
の
理
由
付
け
が
な
さ
れ
て
い
た
の
が
､
第

一
段
階
で
議
会
の
意
思
が
肯
定
さ
れ
な
い
限
-
謙
譲
を
行
う
こ
と

(66
)

が
デ
フ
ォ
ル
ー
と
さ
れ
る
に
至

っ

た

が
､
こ
の
こ
と
が
伝
統
的
な
考
慮
要
素
で
あ
る
専
門
性
や
継
続
性
等
を
排
除
し
て
い
た
か
は
明
ら
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か
に
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
｡

五

シ

エ
ヴ
ロ
ン
判
決
後
の
展
開
と
シ

エ
ヴ
ロ
ン
判
決
の
影
響

加

今
日
､
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
は
数
々
の
暖
味
な
点
を
残
し
っ
つ
も
先
例
性
の
あ
る
判
決
と
な

っ
て
い
る
が
､
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
が
出

(67
)

さ
れ
た
直
後
に
最
高
裁
で
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
の
法
理
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
少
な

-

､

論
者
に
よ

っ
て
も
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な

(68
)

か
っ

た

｡

と
い
う
の
も
､
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
は
､
当
時
の
レ
ー
ガ
ン
政
権
下
の
規
制
緩
和
政
策
の
中
で
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
､
特
に

(69
)

前
年
に
出
さ
れ
た
エ
ア
バ
ッ
グ
事
件
の
最
高
裁

判
決
で
採
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
ハ
ー
ド
ル
ッ
ク

･
ア
プ
ロ
ー
チ
を
覆
す
も
の
で
あ

っ
た
こ

(70
)

と
か
ら
､
シ

エ
ヴ
ロ
ン
判
決
の
先
例
性
に
は
当
初
か
ら
疑
問
が
抱
か
れ
て
い
た
の
で

あ

る

｡

し
か
し
な
が
ら
'
下
級
審
が
シ
エ
ヴ
ロ
ン

判
決
の
法
理
を
用
い
て
行
政
機
関
の
制
定
法
解
釈
に
対
し
て
判
断
を
行
う
こ
と
が
増
え
る
に
と
も
な
い
､
最
高
裁
で
も
徐
々
に
シ
エ
ヴ

(71
)

ロ
ン
判
決
の
法
理
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た

｡

以
下
で
は
､
四
で
触
れ
た
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
の
暖
味
な
点
で
あ
る
､
解
釈
規
則
と

シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
の
射
程
範
囲
に
対
し
て
､
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
以
降
ど
の
よ
う
な
対
応
が
な
さ
れ
て
き
た
か
を
論
じ
た
い
｡

榔

解
釈
規
則
と
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
の
法
理
の
射
程
範
囲
の
関
係
に
つ
い
て
'
下
級
審
で
は
解
釈
規
則
に
も
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
の
法
理

(72
)

の
射
程
範
囲
を
拡
げ
る
判
決
が
い
-
つ
か
出
さ
れ
た
が
'
最
高
裁
で
は
'
こ
れ
ま
で
に
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
の
法
理
の
射
程
範
囲
を
解
釈

(73
)

規
則

へ
も
拡
げ
る
こ
と
を
明
言
す
る
判
決
は
出
さ
れ
て
い
な
い
｡
特
に
'

一
九
九

1
年
に
出
さ
れ
た
ア
ラ
''ピ
ア
ン
石
油
社
判
決
で
は
､

解
釈
規
則
の

1
つ
で
あ
る
指
針
に
つ
い
て
､
ス
キ
ッ
ド
モ
ア
判
決
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
制
定
法
解
釈
に
対
す
る
謙
譲
を
判
断
さ
れ
る
べ
き

こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
が
'
こ
の
よ
う
な
判
例
の
傾
向
を
よ
-
強
固
な
も
の
に
し
た
の
が
'
二
〇
〇
〇
年
に
出
さ
れ
た
ク
リ
ス

(74
)

テ
ン
セ
ン
対

ハ
リ
ス

･
カ
ウ
ン
テ
ィ
判

決

で

あ

っ
た
｡

ク
リ
ス
テ
ン
セ
ン
判
決
で
は
､

一
九
三
八
年
公
正
労
働
基
準
法
二
〇
七
条

o
項
に
お
い
て
､
州
や
そ
の
行
政
区
域

(p
oliticat
su
b
･

d
iv
is
io
n
)

は
公
務
員
の
残
業
に
つ
い
て
､
有
給
休
暇
を
与
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
補
償
し
､
公
務
員
が
有
給
休
暇
を
利
用
し
な
い
場
合
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(75
)

に
は
残
業
手
当
が
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
規
定
さ
れ
て
い

る

と

こ
ろ
'
ハ
リ
ス

･
カ
ウ
ン
テ
ィ
が
'
残
業
手
当
を
支
払
う
際
の

財
政
面
の
こ
と
を
考
え
､
公
務
員
に
対
し
て
残
業
手
当
を
減
ら
す
た
め
に
有
給
休
暇
を
取
る
こ
と
を
求
め
る
政
策
を
採
用
し
て
い
た
こ

と
が
問
題
と
な

っ
た
｡
原
告
で
あ
る
公
務
員
は
､
こ
う
し
た
政
策
が
厚
生
労
働
基
準
法
に
反
す
る
と
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
が
'
そ
の

際
､
ハ
リ
ス

･
カ
ウ
ン
テ
ィ
が
本
件
政
策
を
採
用
す
る
に
あ
た

っ
て
参
考
に
し
た
合
衆
国
労
働
省
賃
金
時
間
課

(w
ag
e
a
nd
Hour

D

i
v
i
s
io
n
)

の
意
見
書

(
o
p
in
io

n
letter

)

の
扱
い
が
問
題
と
な

っ
た
｡
こ
の
意
見
書
で
は
､
｢公
雇
用
者
は
､
事
前
の
合
意
が
特
に
規

定
す
る
場
合
､
命
令
と
し

て
､

例
外
と
な

っ
て
い
な
い
公
務
員
に
対
し
て
厚
生
労
働
基
準
法
上
の
補
償
休
暇

(com
p
en
sato
l･y
tlme
)

を
用
い
る
よ
う
決
め
る
こ
と
が
で
き
｣
'
｢
こ
の
よ
う
な
合
意
の
な
い
場
合
｣
､
｢
ハ
リ
ス

･
カ
ウ
ン
テ
ィ
は
､
制
定
法
上
も
規

則
上
も
雇

(76
)

用
者
が
公
務
員
に
対
し
て
補
償
的
休
暇
を
用
い
る
よ
う
求
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
｣
と
い
う
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い

た

｡

最
高
裁

は
､
意
見
書
は
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
の
謙
譲
を
受
け
る
と
い
う
原
告
の
主
張
を
斥
け
､
次
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
本
件
解
釈
に
は
説
得
力

が
な
い
旨
判
示
し
た
｡

本
件
で
は
､
-
-
意
見
書
に
含
ま
れ
る
解
釈
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
｡
意
見
書
に
含
ま
れ
る
解
釈
は
､
例
え
ば
フ
ォ
ー
マ
ル
な
審

決
や
告
知

･
コ
メ
ン
-
を
経
る
ル
ー
ル
メ
イ
キ
ン
グ
の
後
に
表
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
｡
意
見
書
に
あ
る
よ
う
な
解
釈
は
､
-
政

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
＼

策
表
明
や
行
政
機
関
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
'
執
行
上
の
指
針
の
よ
う
に
法
的
効
力
が
な
い
も
の
に
含
ま
れ
る
解
釈
と
同
様
に
-
シ
エ
ヴ

ロ
ン
判
決
型
の
謙
譲
を
正
当
化
し
な
い
｡
-
‥
･代
わ
-
に
､
意
見
書
の
よ
う
な
形
式
に
含
ま
れ
る
解
釈
は
､
ス
キ
ッ
ド
モ
ア
判
決

(77
)

の
下
で
は

｢謙
譲
さ
れ
る
｣
が
-
-
'
そ
れ
は
当
該
解
釈
が

｢説
得
力

(pow
e二
〇
p
e
rsuad
e
)｣
を
持
つ
場
合
に
限
る
｡
-

-

こ
の
よ
う
に
ク
リ
ス
テ
ン
セ
ン
判
決
は
､
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
解
釈
を

判断

す
る
際

に
'
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
の
法
理
が
適
用
さ

れ
る
か
､
ス
キ
ッ
ド
モ
ア
判
決
の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
か
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て

｢法
的
効
力
｣
を
掲
げ
た
点
で
新
し
い
判
決
だ
と

(78
)

思
わ
れ
る
｡
ま
た
'
ク
リ
ス
テ
ン
セ
ン
判
決
は
､
法
的
効
力
の
有
無
の
判
断
を
規
則
の
形
式
論
に
専
ら
求

め

た

｡

そ
の
際
､
解
釈
を
行

う
と
い
う
意
味
で
は
解
釈
規
則
で
あ

っ
て
も
､
告
知

･
コ
メ
ン
-
手
続
を
経
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
解
釈
的
立
法
規
則
に
は
シ
エ
ヴ
ロ
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(79
)

ン
判
決
の
法
理
が
当
て
は
ま

る

と

し
て
お
り
､
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
の
法
理
の
適
用
範
囲
が
よ
り
明
確
に
さ
れ
た
点
で
も
注
目
に
催
し
ょ

､つ

0こ
れ
に
対
し
て
､
ス
カ
リ
ア
裁
判
官
は
'
本
件
の
よ
う
な
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
解
釈
の
場
合
で
も
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
の
法
理
が

妥
当
す
る
と
し
て
､
結
論
に
お
い
て
法
廷
意
見
に
賛
成
し
た
も
の
の
､
部
分
的
に
反
対
意
見
を
述
べ
た
｡
と
こ
ろ
で
､
ス
カ
リ
ア
裁
判

官
は
､
前
述
の
ア
ラ
ビ
ア
ン
石
油
社
判
決
に
お
い
て
も
ク
リ
ス
テ
ン
セ
ン
判
決
と
同
様
に
､
少
数
意
見
に
お
い
て
結
論
に
は
賛
成
し
た

も
の
の
､
本
件
に
お
け
る
行
政
機
関
の
制
定
法
解
釈
に
対
す
る
判
断
に
お
い
て
は
､
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
に
従
う
べ
き
と
い
う
趣
旨
の

一

/,.'=_I

部
反
対
意
見
を
述
べ
て
い
た
｡
そ
の
理
由
と
し
て
､
｢
『立
法
規
則
対
他
の
活
動
』
の
二
分
論
は
時
代
錯
誤
で
あ

る

｣

こ
と
を
挙
げ
て
い

た
｡
さ
ら
に
､
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
が
実
際
に
は
解
釈
規
則
に
関
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
､
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
型
の
謙
譲
が

行
政
機
関
の
規
則
の
み
な
ら
ず
'
様
々
な
形
で
表
さ
れ
た
公
走
性

(au
th
o
rity
)
の
あ
る
行
政
機
関
の
解
釈
に
も
与
え
ら
れ
る
べ
き
と

J=ー
=

主
張
し
て

い

る

｡

㈱

こ
う
し
て
み
る
と
､
法
廷
意
見
と
ス
カ
リ
ア
裁
判
官
の
意
見
の
違
い
は
'
双
方
の

｢立
法
規
則
｣
の
定
義
の
仕
方
に
あ
る
よ
う
に

/,.J,

思
わ
れ

る

｡

法
廷
意
見
は
'
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
解
釈
の
法
的
効
力
の
有
無
に
よ
っ
て
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
型
の
謙
譲
か
ス
キ
ッ
ド

モ
ア
判
決
型
の
謙
譲
の
い
ず
れ
が
適
用
さ
れ
る
か
を
判
断
す
る
が
､
そ
の
際
'
法
的
効
力
の
有
無
の
判
断
は
A
P
A
上
の
分
類
に
従
っ

て
お
-
'
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
解
釈
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
も
､
告
知

･
コ
メ
ン
ト
手
続
の
経
る
立
法
規
則
の
形
を
取
る
と
き
に

は
'
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
型
の
謙
譲
が
妥
当
す
る
と
し
て
い
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
ス
カ
リ
ア
裁
判
官
は
'
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
の
解

釈
自
体
､
議
会
の
決
め
た
施
策
を
行
う
の
に
必
要
な
も
の
で
あ
-
､
｢
〔制
定
法
の
〕
あ
い
ま
い
さ
は
行
政
機
関
に
よ
-

(筋
の
通
っ
た

(83
)

解
釈
の
中
で
)
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｣

と
い
う
前
提
に
立

っ
て
お
-
､
A
P
A
上
の
分
類
で
は
立
法
規
則
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
｡
つ
ま
り
､
ス
カ
リ
ア
裁
判
官
の
中
で
は
､
制
定
法
の
あ
い
ま
い
さ
に
議
会
の
意
思
が
あ
っ
た
か
を
問
題
に
し
て
､
解
釈
を
示
す
規

(84
)

別
を
立
法
規
則
と
解
釈
規
則
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
自
体
が
意
味
の
な
い
こ
と
な
の
で

あ

る

｡

そ
の
た
め
､
ス
カ
リ
ア
裁
判
官
に
よ
る
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と
､
そ
も
そ
も

A
P
A
的
な
立
法
規
則
と
解
釈
規
則
の
二
分
論
は
時
代
遅
れ
の
も
の
で
あ
-
､
こ
の
二
分
論
を
前
提
と
す
る
ス
キ
ッ
ド

(85
)

モ
ア
判
決
型
の
謙
譲
も
採
り
え
な
い
と
な
る
の
で
あ

る

｡

㈲

た
だ
､
今

1
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
は
､
A
P
A
上
解
釈
規
則
に
分
類
さ
れ
る
制
定
法
解
釈
に
つ
い
て
､
ス
カ
リ
ア
裁
判
官
は
第
二

段
階
の
い
わ
ゆ
る
合
理
性
の
審
査
で
制
定
法
解
釈
に
対
す
る
謙
譲
を
否
定
し
て
い
る
が
､
い
か
な
る
場
合
に
合
理
性
の
要
件
を
満
た
す

3翌
凸

か
に
つ
い
て
'
当
該
意
見
書
が
労
働
省
の
公
式
見
解

(authoritativ
e
vi
ew)で
あ
る
場
合
を
挙
げ
て

い

る

点

で
あ
る
O
そ
の
た
め
'

ブ
ラ
イ
ヤ
ー
裁
判
官
が
反
対
意
見
の
中
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
'
シ

エ
ヴ
ロ
ン
判
決
型
の
枠
組
に
お
い
て
第

1
段
階
が
満
た
さ
れ
た
後

に
現
れ
る
第
二
段
階
の
検
討
事
項
と
､
第

1
段
階
が
満
た
さ
れ
な
い
と
き
に
行
わ
れ
る
ス
キ
ッ
ド
モ
ア
判
決
型
の
枠
組
で
現
れ
る
検
討

(87
)

事
項
は
同
じ
も
の
で
あ
-
､
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
は
実
質
的
な
変
化
を
生
じ
さ
せ
て
い
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る

｡

こ
う
し
て

み
る
と
'
立
法
規
則
と
解
釈
規
則
の
二
分
論
を
時
代
遅
れ
の
も
の
と
断
じ
る
ス
カ
リ
ア
裁
判
官
も
､
結
局
の
と
こ
ろ
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決

の
法
理
で
の
第
二
段
階
の
審
査
に
お
い
て
立
法
規
則
と
解
釈
規
則
の
二
分
論
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

五

小
括

以
上

'
行
政
法

1
股
に
お
い
て
'
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
解
釈
､
特
に
法
的
効
力
を
持
た
な
い
と
さ
れ
る
解
釈
規
則
に
対
す
る
司

法
審
査
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
た
か
を
概
観
し
た
が
､
こ
う
し
て
み
る
と
､
同
じ
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
解
釈
で
も
､
当
該
解

釈
が
立
法
規
則

(解
釈
的
立
法
規
則
)
で
あ
る
か
､
あ
る
い
は
解
釈
規
則
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
な
お
も
意
識
さ
れ
て
お
-
､
解
釈

規
則
に
対
す
る
司
法
審
査
は
常
に
立
法
規
則
に
対
す
る
司
法
審
査
を
意
識
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
｡
つ
ま
-
'
シ
エ
ヴ
ロ

ン
判
決
の
射
程
範
囲
が
解
釈
的
立
法
規
則
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
み
え
る
の
で
あ
る
O
第

1
に
､
制
定
法
解
釈
に
対
す
る

謙
譲
判
断
の
手
法
で
あ
る
が
､
判
例
で
は
､
前
者
で
は
謙
譲
が
原
則
で
あ
る
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
型
の
謙
譲
判
断
が
､
後
者
で
は
ス
キ
ッ

ド
モ
ア
判
決
型
の
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
の
謙
譲
判
断
が
行
わ
れ
る
と
さ
れ
て
お
-
'
手
続
に
着
日
し
て
謙
譲
の
判
断
を
行
う
判
例
の
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(
88

)

考
え
方
は
'
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ

る

｡

第
二
に
'
解
釈
規
則
は
立
法
規
則
に
比
べ
て
司
法
府
に
よ

る
謙
譲
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
特
に
､
ス
カ
リ
ア
裁
判
官
の
よ
う
に
立
法
規
則
と
解
釈
規
則
の
二
分
論
を

時
代
遅
れ
だ
と
す
る
立
場
に
立

っ
て
い
て
も
'
実
際
は
立
法
規
則
と
解
釈
規
則
と
で
異
な
っ
た
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
を
容
認
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

第
二
章

租
税
法
分
野
に
お
け
る
租
税
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
解
釈
と
司
法
審
査

1

租
税
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
解
釈
の
形
態

本
章
で
は
'
特
に
租
税
法
分
野
に
お
け
る
租
税
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
解
釈
と
司
法
審
査
の
関
係
に
つ
い
て
､
第

1
章
で
検
討
し

て
き
た
行
政
法

1
舷
に
お
け
る
議
論
と
比
較
し
な
が
ら
論
じ
て
ゆ
-
0
本
項
で
は
こ
の
本
題
に
入
る
前
に
'
そ
も
そ
も
租
税
法
分
野
に

I,IIJF

お
け
る
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
解
釈
の
形
態
の
主
な
も
の
を
概
観
し
て
お

き

､

本
章
で
対
象
と
す
る
解
釈
形
態
の
限
定
を
行

っ
て
お

B器
E

き
た

い

｡

-

財
務
省
規
則

(T
r
easury
R
egu
lation
)

財
務
省
規
則
は
､
財
務
省
が
公
告
す
る
規
則
の
こ
と
で
､
行
政
機
関
に
よ
る
租
税
法
解
釈
が
示
さ
れ
る
重
要
な
手
段
の

1
つ
と
な
っ

て
い
る
｡
財
務
省
規
則
は
､
議
会
が
特
定
の
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
-
公
告
さ
れ
る

｢特
定
権
限
に
よ
る
規
則
｣
と
'
内
国
歳
入

(那
)

法
典
七
八
〇
五
条

a
項
が
財
務
省
長
官
に
対
し
て
制
定
法
執
行
に

｢必
要
な
あ
ら
ゆ
る
規
則
を
制
定

す

る

｣

権
限
を
付
与
し
て
い
る
こ

(92
)

と
に
基
づ
き
公
告
さ
れ
る

｢七
八
〇
五
条
に
よ
る
規
則
｣
に
分
け
ら
れ

る

｡

(93
)

す
べ
て
の
財
務
省
規
則
は
告
知

･
コ
メ
ン
ト
手
続
を
経
て
連
邦
行
政
命
令
集
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る

が

､
特
に
注
目
す

べ
き
こ
と
は
､
包
括
的
権
限
に
よ
-
公
告
さ
れ
る
七
八
〇
五
条
に
よ
る
規
則
に
つ
い
て
､
財
務
省
自
身
は
こ
の
規
則
を
A
P
A
五
五
三

条
b
項
A
号
に
あ
る
手
続
適
用
除
外
規
則
の

一
つ
で
あ
る
解
釈
規
則
と
判
断
し
て
､
A
p
A
五
五
三
条
b
項
の
告
知

･
コ
メ
ン
ー
手
続
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(
94

)

に
服
さ
な
い
と
主
張
し
て

い

る

が

､
実
際
に
は
七
八
〇
五
条
に
よ
る
規
則
も
告
知

･
コ
メ
ン
-
手
続
に
服
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

(95
)

る
｡
そ
の
た
め
､
七
八
〇
五
条
に
よ
る
規
則
も
､
特
定
の
権
限
に
よ
る
規
則
と
同
様
に
拘
束
力
を
有
す
る
と
さ
れ
て

い

る

｡

2

内
国
歳
入
庁
に
よ
る
解
釈

((nternal
R
e
venue
R
u
lin
g
)

近
年
租
税
制
度
が
複
雑
に
な
る
に
と
も
な
い
'
納
税
の
際
に
内
国
歳
入
庁
側
の
見
解
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
多
-
な

っ
て
き
た
｡
そ
う

し
た
問
い
合
わ
せ
に
答
え
る
も
の
が
内
国
歳
入
庁
解
釈
で
あ
る
｡
た
だ
､
元
々
は
内
国
歳
入
庁
に
よ
る
個
別
回
答
に
と
ど
ま

っ
て
い
た

の
が
近
年
で
は
体
系
化
さ
れ
る
に
至

っ
て
お
-
､
そ
の
重
要
性
が
高
ま

っ
て
い
る
｡
内
国
歳
入
庁
解
釈
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
｡(イ

)
歳
入
庁
公
定
解
釈

(R
ev
en
u
e
R
u
lin
gs)

歳
入
庁
公
定
解
釈
と
は
'
あ
る
課
税
に
関
す
る
問
題
が

l
般
に
も
問
題
と
な
る
場
合
に
､
内
国
歳
入
庁
が
当
該
問
題
に
関
す
る
公
定

解
釈
を
示
す
た
め
に
公
告
さ
れ
る
も
の
で
､

一
九
五
三
年
に
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
歳
入
庁
公
定
解
釈
は
財
務
省
規
則
と
は
異
な
り

A
P
A
の
告
知

･
コ
メ
ン
ー
手
続
に
は
服
さ
な
い
が
､
内
国
歳
入
庁
告
示

(In
terrlal
R
evenue
B
u
lletin
)
に
掲
載
さ
れ
､
さ
ら
に
累

(96
)

積
型
告
示

(C
um
ulative
B
u
lletin
)
に
集
積
さ
れ

る
｡

歳
入
庁
公
定
解
釈
は
､
内
国
歳
入
庁
と
納
税
者
に
対
し
て
拘
束
力
を
有
す
る

が
､
歳
入
庁
公
定
解
釈
の
適
用
は
そ
れ
が
扱
う
特
定
の
場
合
に
の
み
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
納
税
者
は
状
況
が
実
質
的
に
同
じ
場
合

(97
)

の
み
歳
入
庁
公
定
解
釈
に
依
拠
し
う
る
と
さ
れ
て
い

る

｡

(
ロ
)
歳
入
庁
手
引

(R
e
venue
Procedur･e)

歳
入
庁
手
引
と
は
､
内
国
歳
入
庁
が
公
衆
に
対
し
て
権
利
義
務
に
影
響
す
る
手
続
規
則
を
知
ら
せ
る
た
め
に
公
告
す
る
も
の
で
あ

る
｡
歳
入
庁
手
引
は
歳
入
庁
公
定
解
釈
と
同
様
に
､
内
国
歳
入
庁
告
示
に
掲
載
さ
れ
､
累
積
的
告
示
に
集
積
さ
れ
る
｡

(
ハ
)
個
別
解
釈
回
答
書

(L
etter
R
u
lin
gs)

個
別
解
釈
回
答
書
と
は
､
あ
る
取
引
に
よ
-
生
ず
る
納
税
義
務
が
明
確
で
な
い
場
合
に
､
納
税
者
の
要
求
に
応
じ
て
内
国
歳
入
庁
が
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(
98

)

個
別
に
解
釈
に
つ
い
て
回
答
を
行
う
も
の
で
あ

る

｡

そ
の
た
め
､
本
来
は
歳
入
庁
公
定
解
釈
と
異
な
-
､
個
別
解
釈
回
答
書
は
問
い
合

わ
せ
を
行

っ
た
納
税
者
の
み
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
る
｡
個
別
解
釈
回
答
書
は
公
的
に
掲
載
さ
れ
な
い
が
､
内
国
歳
入
法
典
六

二

〇

(9
)

(1-0
)

条
に
よ
-
公
開
さ

れ

る

た

め
､
同
条

Ⅰ
項
三
号
か

｢書
面
に
よ
る
決
定
は
先
例
と
し
て
引
用
若
し
-
ほ
利
用
さ
れ
て
ほ
な
ら

な

い

｣

と

ll-1=

規
定
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
実
際
に
は
内
国
歳
入
庁
の
立
場
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ

る

｡

こ
の
ほ
か
に
､
納
税
者
の
問

い
合
わ
せ
に
答
え
る
も
の
と
し
て
個
別
解
釈
回
答
書
よ
り
も
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
決
定
通
知
書

(D
eterm
in
atio
n

Letter)
や
専
門
的
助
言

(Technicat
A
d
v
ice
‥
T
A
M
s
)
､
個
別
の
訴
訟
に
関
す
る
解
釈
を
示
す
認
容

･
不
認
容

(A
c
qu
iescen
ce
o

r
N
onacquiescence
)
､
判
決
所
見

(A
ctio
n
s
o

n
D
ecision
s…
A
O
D
)
な
ど
が
あ
る
0

3

本
章
に
お
け
る
対
象
の
限
定

本
章
の
以
下
の
議
論
に
お
い
て
も
､
本
論
文
の
問
題
意
識
に
鑑
み
､
第

一
章
と
同
様
に
基
本
的
に
は
形
式
的
に
法
的
拘
束
力
を
有
き

な
い
と
さ
れ
る
解
釈
規
則
を
中
心
に
検
討
す
る
こ
と
と
な
る
｡
そ
の
中
で
も
特
に
､

一
般
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
企
図
し
て
公
表
さ
れ

て
い
る
歳
入
庁
公
定
解
釈
を
取
り
上
げ
る
｡
な
お
そ
の
際
､
形
式
的
に
は
立
法
規
則
で
あ
る
も
の
の
実
質
的
に
は
解
釈
を
示
す
も
の
も

あ
る
七
八
〇
五
条
に
よ
る
規
則
と
の
比
較
を
通
し
て
､
歳
入
庁
公
定
解
釈
に
対
す
る
司
法
審
査
の
特
徴
を
明
確
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
考

え
て
い
る
｡

二

シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
前
の
状
況

伽

歳
入
庁
公
定
解
釈
の
制
度
が
始
ま

っ
た
当
初
､
行
政
法

一
般
に
お
け
る
場
合
と
同
様
に
､
歳
入
庁
公
定
解
釈
は
解
釈
規
則
で
あ
る

た
め
法
的
拘
束
力
が
な
か
っ
た
o
そ
の
た
め
､
厳
格
な
司
法
審
査
に
服
す
る
と
い
う
こ
と
に
議
論
の
余
地
が
な
か
っ
た
と
き
え
い
わ
れ

(1-2
)

(潤
)

る
｡

初
期
の
歳
入
庁
公
定
解

釈

の

事
例
と
し
て
､
例
え
ば
東
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
福
祉
権
協
会
対
サ
イ
モ
ン
事
件
の
控
訴
審

判

決

が

あ
る
｡

こ
の
判
決
は
､
歳
入
庁
公
定
解
釈
に
お
い
て
､
元
々
病
院
の
中
で
も
貧
窮
者
向
け
の
病
院
の
み
が
所
得
税
が
免
除
さ
れ
る
慈
善
目
的
の
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(
1

)

(
1-5

)

(
1

)

組

織

と

さ
れ
て

い

た

の

が
､
健
康
を
増
進
す
る
目
的
が
慈
善
目
的
と
さ

れ

た

の

た
め
､
原
告
で
あ
る
福
祉
権
協
会
は
新
し
い
歳
入
庁
公

定
解
釈
に
よ
-
貧
窮
者
に
対
す
る
医
療
許
否
に
つ
な
が
る
と
し
て
､
そ
の
取
消
し
を
求
め
た
事
案
で
あ

っ
た
｡
裁
判
所
は
､
当
該
公
定

解
釈
が
解
釈
規
則
で
あ
り
､
A
P
A
五
五
三
条
の
適
用
外
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
上
で
'
当
該
公
定
解
釈
が
長
き
に
わ
た
る
議
会

の
租
税
政
策
や
司
法
府
の
解
釈
に
矛
盾
し
た
変
更
で
あ
る
こ
と
や
当
該
公
定
解
釈
が
裁
量
権
の
濫
用
で
あ
る
と
そ
の
原
告
の
主
張
に
つ

い
て
の
判
断
を
行

っ
て
い
る
｡

榔

1
万
､
七
八
〇
五
条
に
よ
る
規
則
は
'
立
法
規
則
で
あ
-
法
的
拘
束
力
を
持
つ
こ
と
か
ら
､
行
政
法

1
股
に
お
け
る
場
合
と
同
様

(1-7
)

に

司
法
府
の
謙
譲
が
行
わ
れ
て
い
た
｡
そ
の

1
例
が

一
九
七
九
年
に
出
さ
れ
た
全
国
マ
フ
ラ
ー
商
工
組
合
判

決

で

あ
る
｡
こ
の
事
件
で

は
､
内
国
歳
入
法
典
五
〇
1
条

C
項
六
号
が
連
邦
所
得
税
が
免
除
さ
れ
る
者
の

一
つ
に
同
業
者
連
合

(b
u
siness
le
ag
u
e
)
を
挙
げ
て

お
り
'
財
務
省
規
則
が
同
業
者
連
合
の
活
動
に
つ
い
て

1
以
上
の
業
者
の
取
引
条
件
を
改
善
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

(畑
)

ら
な
い
旨
規
定
し
て
い

た

と

こ
ろ
､
専
ら
会
員
を
あ
る
会
社
に
販
売
権
を
与
え
ら
れ
て
い
る
者
に
限
定
し
て
い
た
組
合
が
､
内
国
歳
入

法
典
五
〇
l
粂

C
項
六
号
の

｢同
業
者
連
合
｣
に
該
当
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
｡
最
高
裁
は
､
本
件
財
務
省
規
則
に
対
す
る
扱
い
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
､
当
該
組
合
は
同
業
者
連
合
に
当
た
ら
な
い
と
判
示
し
た
｡

制
定
法
の
文
言
で
あ
る

｢同
業
者
連
合
｣
は
､
(内
国
歳
入
法
典
)
五
〇
一
条

C
項
六
号
以
外
で
は
十
分
に
定
義
さ
れ
た
意
味

を
持
っ
て
い
な
い
L
t

1
股
に
も
使
わ
れ
て
い
な
い
｡
こ
の
用
語
は

｢
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
'
解
釈
規
則
を
適
切
な
も
の

に
し
て
い
る
｣
｡
こ
う
し
た
状
況
で
は
'
本
裁
判
所
は
通
常
規
則
に
対
し
て
謙
譲
し
て
お
-
､
｢
『議
会
の
命
令
を
何
ら
か
の
筋
の

･=!;,

通
っ
た
形
で
施
行
し
て
い
る
』
と
認
定
さ
れ
る
場
合
は
｣
支
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な

い

｡

た
だ
そ
の
後
､
こ
の
よ
う
に
七
八
〇
五
条
に
よ
る
規
則
に
対
し
て
原
則
的
に
謙
譲
す
る
こ
と
に
は
異
論
が
唱
え
ら
れ
た
〇

一
九
八
二

(1-0
)

年
に
出
さ
れ
た
ヴ
オ
ー
ゲ
ル
肥
料
社

判

決

で

は
､
内
国
歳
入
法
典

1
五
六
三
条

a
項
二
号
で

｢被
支
配
グ
ル
ー
プ
法
人

(con
trotled

∴∴
＼

g
r

ou
p
o
f

c

o

rp
orations)｣
に
含
ま
れ
る

｢兄
弟
被
支
配
グ
ル
ー
プ

(b
rother･sister
con
trotted
group
)
｣

の
定
義
を
行

っ
て
い

た
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(1-≡
)

が
､
そ
の
上
で
財
務
省
規
則
も
そ
の
用
語
に
つ
い
て
異
な
っ
た
定
義
を
行

っ
て
い

た

場

合
に
､
財
務
省
規
則
が
有
効
か
否
か
が
問
題
と

な

っ
た
｡
最
高
裁
は
､
立
法
経
緯
な
ど
か
ら
本
件
財
務
省
規
則
の
規
定
を
受
け
容
れ
な
か
っ
た
が
'
そ
の
際
'
行
政
機
関
へ
の
謙
譲
の

あ
-
方
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

謙
譲
は
'
元
々
規
則
が

｢何
ら
か
の
合
理
的
な
や
-
方
で
議
会
の
命
令
を
施
行
し
て
い
る
｣
と
結
論
し
う
る
場
合
に
､
行
政
機

関
の
解
釈
に
基
づ
-
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
の

1
般
的
な
謙
譲
法
理
は
根
本
的
な
も
の
で
あ
-
､
単
に
謙
譲
は
行
政
機
関
の
解

釈
を
置
き
換
え
な
い
と
い
う
司
法
府
の
分
析
枠
組
を
示
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
｡

こ
の
分
析
枠
組
は
､
問
題
と
な
っ
て
い
る
規
則
を
公
告
す
る
権
限
の
根
拠
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
精
微
化
さ
れ
る
｡
内
国

歳
入
庁
長
官
は
'
本
件
財
務
省
規
則
を
単
に

｢必
要
な
あ
ら
ゆ
る
規
則
を
制
定
す
る
｣

1
股
的
権
限
に
基
づ
い
て
公
告
し
て
き

た
｡
そ
れ
ゆ
え
､
｢私
た
ち
は
､
特
定
の
権
限
の
下
で
制
定
法
の
用
語
を
定
義
し
た
り
制
定
法
の
規
定
を
執
行
す
る
方
法
を
定
め

(113
)

る
た
め
に
発
せ
ら
れ
る
規
則
ほ
ど
に
解
釈
に
対
し
て
謙
譲
さ
せ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｣
｡

も

っ
と
も
t
m璽
尚
我
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
'
本
件
は
規
則
が
す
で
に
制
定
法
が
規
定
し
て
い
る
定
義
に

｢注
釈
を
付
け
加
え
る
に
す

∴
∵

ぎ
な

い

｣

事
例
で
あ
-
'
｢同
業
者
連
合
｣
に
つ
い
て
制
定
法
で
全
-
規
定
さ
れ
て
い
な
い
全
国
マ
フ
ラ
ー
商
工
組
合
判
決
の
場
合
と

(1-5
)

は
異
な
る
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ

う

｡

し
か
し
な
が
ら
､
特
に
解
釈
的
立
法
規
則
で
あ
る
七
八
〇
五
条
に
よ
る
規
則

㌦ー‖

の
独
自
性
を
認
め
た
点
は
､
特
筆
に
億
す
る
よ
う
に
思
わ

れ

る

｡

三

シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
後
の
展
開

用

第

一
章
で
見
た
よ
う
に
'
行
政
法

1
般
で
は
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
は
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
､

(1-7
)

租
税
行
政
の
分
野
に
お
い
て
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
自
体
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

る

｡

し
か

し
な
が
ら
､
租
税
行
政
機
関
の
制
定
法
解
釈
に
対
す
る
謙
譲
の
判
断
に
つ
い
て

〓
疋
の
変
化
が
あ

っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
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で
あ
ろ
う
｡

榔

ま
ず
､
形
式
上
解
釈
規
則
で
あ
る
歳
入
庁
公
定
解
釈
は
'
前
述
し
た
よ
う
に
元
々
厳
格
な
司
法
審
査
に
服
す
る
こ
と
が
当
然
視
さ

れ

て
い
た
が
､
近
年
で
は
歳
入
庁
公
定
解
釈
に
対
し
て
司
法
府
が
謙
譲
す
る
例
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
の

1
つ
が
'

一
九
九

∴(∵

〇
年
に
出
さ
れ
た
デ
ー
ヴ
ィ
ス
判

決

で

あ
る
｡

デ
ー
ヴ
ィ
ス
判
決
は
､
被
扶
養
者
で
あ
る
宣
教
師
の
息
子
の
預
金
口
座
に
そ
の
息
子
が
宣
教
師
の
間
に
送
金
し
た
金
額
の
慈
善
的
寄

付

(ch
aritab
le
con
trib
u
tio
n
)

の
所
得
控
除
を
申
告
し
た
が
'
当
該
金
額
に
対
し
て
所
得
控
除
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
､

両
親
が
慈
善
的
寄
付
の
分
の
還
付
を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
し
た
事
案
で
あ
る
｡
原
告
の
両
親
は
､
慈
善
的
寄
付
の
所
得
控
除
を
定
め
る

内
国
歳
入
法
典

1
七
〇
条
が
､
｢寄
付
金
｣
に
つ
い
て

｢特
に
宗
教
､
慈
善
､
科
学
､
学
術
､
教
育
目
的
で
組
織

I
運
営
さ
れ
て
い
る
｣

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

｢会
社

･
受
託
者

･
共
同
募
金

･
基
金

･
財
団
に
対
す
る
あ
る
い
は
そ
れ
ら
が
利
用
す
る
た
め
の
寄
付
叉
は
贈
与
｣
と
定
義
し
て
い
る

(=
)

と
こ

ろ

､

息
子
の
預
金
口
座
に
送
金
し
た
基
金
は
専
ら
教
会
が
利
用
す
る
た
め
の
寄
付
で
あ
る
た
め
所
得
控
除
可
能
で
あ
る
と
主
張
し

(1-0)
た

｡

最
高
裁
は
'
内
国
歳
入
法
典

一
七
〇
条
の

｢利
用
｣
の
主
体
が
信
託
会
社
や
そ
れ
に
類
す
る
法
的
制
度
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る

∴｣
､

と
述
べ
て
い

る
が

､
そ
の
際
'
内
国
歳
入
庁
長
官
が

一
七
〇
条
を
修
正
し
た
直
後
に
公
告
し
た

｢利
用
｣
を

｢信
託
｣
と
同
義
に
解
す

(1-2
)

る
歳
入
庁
公
定
解
釈
に
も
言
及

し

､

次
の
場
合
に
歳
入
庁
公
定
解
釈
に
相
当
の
重
要
性
が
付
与
さ
れ
る
と
判
示
し
た
｡
つ
ま
-
､
最
高

裁
は
そ
の
場
倉
と
し
て
､
①
制
定
法
が
制
定
さ
れ
る
と
同
時
に
発
せ
ら
れ
て
お
り
､
②
長
年
に
わ
た
っ
て
存
在
し
､
③
議
会
が
当
該
制

(1-3
)

定
法
を
修
正
す
る
際
に
も
変
わ
ら
な
い
場
合
を
挙
げ
た
の
で
あ

っ
た
｡

し
か
し
な
が
ら
'
最
高
裁
は
歳
入
庁
公
定
解
釈
が

｢長
年
に
わ
た
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
｣
な
い
場
合
に
は
'
依
然
と
し
て
歳
入
庁
公

∴
.r!

定
解
釈
に
対
す
る
謙
譲
に
消
極
的
な
事
例
も
見
ら
れ
る
｡
そ
の

一
つ
に
､
デ
ー
ヴ
ィ
ス
判
決
の
後
に
出
さ
れ
た
シ
ユ
レ
ー
ヤ
ー
判

決

が

あ
る
｡

シ
ユ
レ
ー
ヤ
ー
判
決
で
は
､

一
九
六
七
年
雇
用
者
年
齢
差
別
禁
止
法

(A
ge
D
iscrim
ina
ti

on
in
E
m
p
loy
m
en
t
A
ct
of
1967)
に
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(1-5
)

違
反
し
た
雇
用
者
が
和
解
に
よ
っ
て
遡
及
賃
金
額
と
そ
れ
と
同
額
の
定
額
損
害
賠
償
額
を
元
従
業
員
に
対
し
て
支
払
っ

た

と

こ
ろ
､
元

従
業
員
が
遡
及
賃
金
額

(backpay)
の
み
を
総
所
得
に
算
入
し
､
定
額
損
害
賠
償
額

()iquidated
d
am
ages
)
を
総
所
得
に
算
入
し

な
か
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な

っ
た
｡
元
従
業
員
は
､
内
国
歳
入
法
典

一
〇
四
条

a
項
二
号

が
｢自
己
の
傷
害
又
は
病
気
に
よ
り
受
け

取
っ
た
損
害
賠
償
額
｣
を
総
所
得
か
ら
除
外
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
'
遡
及
賃
金
額
も
含
め
て
除
外
し
う
る
こ
と
を
主
張
し
た
が
'

最
高
裁
は
こ
の
主
張
を
認
め
な
か

っ
た
｡
原
告
は
､
財
務
省
規
則
が
内
国
歳
入
法
典

一
〇
四
条

a
項
二
号
に
あ
る

｢損
害
賠
償
額
｣
を

∴
∵

｢不
法
行
為
な
い
し
は
不
法
行
為
型
の
権
利
に
基
づ
-
法
的
訴
訟
の
追
行
｣
に
よ
-
受
け
取
ら
れ
た
金
額
で
あ
る
と
定
め
て
お
り
､
最

(1
)

(1
)

高
裁
が
過
去
に
こ
の
規
定
を
内
国
歳
入
法
典

1
〇
四
条

a
項
二
号
の
要
件
で
あ
る
と
判
示
し
て

い

た

こ

と
を
指
摘

し

た

が

'
最
高
裁

は
､
こ
の
要
件
を
必
要
条
件
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
､
本
件
金
額
は

｢自
己
の
傷
害
叉
は
病
気
に
よ
-
受
け
取

っ
た
｣
も
の
で
あ
る
と
い

∴.∵

う
十
分
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
､
本
件
金
額
の
総
所
得
か
ら
の
除
外
を
認
め
な
か
っ

た

｡

最
高
裁
が
過
去
に
当
該
財
務
省

規
則
を
内
国
歳
入
法
典

一
〇
四
条

a
項
二
号
の
要
件
で
あ
る
と
解
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
､
そ
の
後
内
国
歳
入
庁
も
歳
入
庁
公
定
解
釈

の
中
で
も
認
め
て
い

た

が

､
最
高
裁
は
こ
の
点
に
つ
い
て
注
釈
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

∵
=∵

内
国
歳
入
庁
に
よ
る
最
近
の
歳
入
庁
公
定
解
釈
が
､
被
告

(元
従
業
員
)
の
主
張
す
る
バ
ー
ク
判

決

(最
高
裁
の
先
例
-

筆
者

注
)
の
読
み
方
と
同
じ
読
み
方
に
依
拠
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
の
歳
入
庁
公
定
解
釈
は
わ
れ
わ
れ
の
面
前
に
は
な
い

が
､
｢内
国
歳
入
庁
の
解
釈
に
は
規
則
の
効
力
や
効
果
は
な
｣
-
､
内
国
歳
入
庁
の
解
釈
は
制
定
法
の
文
言
を
覆
す
べ
く
用
い
て

(1-2
)

は
な
ら
な

い

｡

こ
の
よ
う
に
､
近
年
歳
入
庁
公
定
解
釈
に
つ
い
て
は
､
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
前
の
よ
う
に
解
釈
規
則
で
あ
る
か
ら
謙
譲
を
端
か
ら
認
め

な
い
の
で
は
な
-
､
問
題
と
な
っ
て
い
る
歳
入
庁
公
定
解
釈
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
謙
譲
す
べ
き
か
否
か
を
'
例
え
ば
デ
ー
ヴ
ィ
ス
判
決

で
挙
げ
ら
れ
た
基
準
で
判
断
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡

畑

一
方
で
､
七
八
〇
五
条
に
よ
る
規
則
の
事
例
で
も
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
の
法
理
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
｡
例
え
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-∵

ば

一
九
九

1
年
に
出
さ
れ
た
コ
テ
ー
ジ
貯
蓄
貸
付
組
合
判

決

で

は
､
貯
蓄
貸
付
組
合
が
'
資
産
の
交
換
に
よ
-
生
じ
た
損
失
を
､
内
国

l/I()

歳
入
法
典

一
〇
〇
一
条

a
項
上
の

｢売
買
又
は
そ
の
他
の
資
産
の
処
分
に
よ
-
生
じ
た
損

失

｣

と
し
て
所
得
控
除
を
申
告
し
た
と
こ

ろ
､
こ
の
規
定
を
解
釈
し
た
財
務
省
規
則
が
損
失
と
し
て
扱
わ
れ
る
条
件
と
し
て

｢資
産
を
質
的
に
あ
る
い
は
量
的
に
異
な
る
別
の
資

(1-5
)

産
に
交
換
す
る
｣
こ
と
を
掲
げ
て
い

た

こ

と
か
ら
､
実
質
的
に
同
じ
で
あ
る
モ
ー
ゲ
ッ
ジ
の
交
換
に
よ
る
本
件
損
失
が
所
得
控
除
可
能

(1-6
)

か
否
か
が
問
題
と
な
っ

た

｡

最
高
裁
は
､
本
件
財
務
省
規
則
に
対
す
る
扱
い
に
つ
い
て
､
全
国
マ
フ
ラ
ー
商
工
組
合
判
決
を
引
用
し
て

次
の
よ
う
に
述
べ
た
｡

議
会
は
財
務
省
長
官
に
対
し
て

〔内
国
歳
入
法
典
〕
七
八
〇
五
条

a
項
に
よ
-

｢執
行
の
た
め
の
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
規
則
を
｣
公

告
す
る
権
限
を
委
任
し
て
い
た
こ
と
か
ら
､
私
た
ち
は
財
務
省
長
官
の
規
則
に
よ
る
内
国
歳
入
法
典
の
解
釈
に
対
し
て
'
そ
れ
が

(1-7
)

筋
の
通

っ
た
も
の
で
あ
る
限
-
謙
譲
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

｡

(1-8
)

(1-9
)

そ
し
て
､
当
該
規
則
が
長
年
続
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
に
加

え

､
最
高
裁
の
先
例
と
も
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
'
当
該
規

則
は
筋
の
通
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
'
解
釈
的
立
法
規
則
で
あ
る
七
八
〇
五
条
に
よ
る
規
則
に
対
し
て
は
､
謙

譲
が
原
則
の
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
の
法
理
は
引
用
さ
れ
ず
に
､
む
し
ろ
旧
来
の
立
法
規
則
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
｡

四

行
政
法

1
股
の
場
合
と
の
比
較

㈲

以
上
の
よ
う
に
判
例
は
'
租
税
行
政
に
お
け
る
行
政
機
関
の
制
定
法
解
釈
に
対
す
る
謙
譲
の
判
断
に
あ
た

っ
て
､
歳
入
庁
公
定
解

釈
の
よ
う
な
解
釈
規
則
に
つ
い
て
は
､
か
つ
て
厳
格
な
司
法
審
査
に
服
す
る
こ
と
を
当
然
と
し
て
い
た
が
､
近
年
で
は
歳
入
庁
公
定
解

釈
の
性
質
に
応
じ
て
謙
譲
の
余
地
を
認
め
る
よ
う
に
な

っ
て
お
-
､
い
わ
ば
行
政
法

1
般
で
も
採
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
ス
キ
ッ
ド
モ
ア

判
決
型
の
謙
譲
判
断
を
行
う
よ
う
に
な

っ
て
い
る
｡

一
方
で
､
七
八
〇
五
条
に
よ
る
規
則
の
よ
う
な
解
釈
的
立
法
規
則
の
場
合
'
行
政
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法

一
般
に
お
け
る
旧
来
の
立
法
規
則
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
踏
襲
さ
れ
て
お
-
'
近
年
の
行
政
法

一
般
に
お
け
る
場
合
と
は
異
な
り

シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
の
法
理
は
引
用
の
レ
ベ
ル
で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
､
行
政
法

一
般
で
は
あ
ま
-
意
識
さ
れ
て
い
な

い
解
釈
的
立
法
規
則
が
租
税
法
で
は
意
識
さ
れ
て
あ
-
､
解
釈
的
立
法
規
則
で
あ
る
七
八
〇
五
条
に
よ
る
規
則
に
対
し
て
独
自
の
謙
譲

判
断
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
現
れ
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
､
七
八
〇
五
条
に
よ
る
規
則
に
対
す
る
謙
譲
が
特
定
権
限
に
よ

る
規
則
ほ
ど
に
は
な
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
､
七
八
〇
五
条
に
よ
る
規
則
の
謙
譲
判
断
は
'
法
的
効
力
を
持
た
な
い
歳
入
庁
公
定
解

釈
に
対
す
る
謙
譲
が
認
め
ら
れ
は
じ
め
た
こ
と
と
相
侯

っ
て
'
歳
入
庁
公
定
解
釈
の
謙
譲
判
断
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
と
さ
え
思
わ
れ
る

(1-0
)

の
で
あ

る
｡

㈲

と
こ
ろ
で
'
租
税
法
に
お
い
て
謙
譲
に
関
し
て
行
政
法

7
股
と
は
異
な
る
判
断
が
な
さ
れ
る
背
景
の

1
つ
に
'
内
国
歳
入
法
典
六

六
六
二
条
の
存
在
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
内
国
歳
入
法
典
六
六
六
二
条
は
'

1
九
七
〇
年
代
に
法
定
利
率
が
市
場
の
利
子
率
よ
り

(1
)

(1
)

も
著
し
く
低
か
っ
た
こ
ろ
に
過
少
申
告
が
横
行
し
た
こ
と

か

ら

一

九
八
二
年
に
制
定
さ
れ
た
も

の

で

､

正
し
い
税
額
と
過
少
申
告
税
額

の
差
が
正
し
い
税
額
の

一
〇
パ
ー
セ
ン
ー
又
は
五
､
〇
〇
〇
ド
ル

(法
人
の
場
合

一
〇
㌧
〇
〇
〇
ド
ル
)
の
う
ち
の
大
き
い
方
よ
-
ち

(棚
)

多
い
場
合
に
実
質
的
過
少
申
告
と
な
-
'
実
質
的
過
少
申
告
税
額
に
対
し
て
最
高
二
五
パ
ー
セ
ン

ト

の

加
算
税

(civ
it
p
en
atty
)
を

∴
∵

課
す
る
も
の
で
あ
っ

た

｡

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
､
｢実
質
的
先
例

(substan
tial
authority
)｣
が
あ
る
場
合
に
､
こ
の
先
例
に
基

(1-5
)

づ
く
税
額
の
過
少
分
に
つ
い
て
は
過
少
申
告
税
額
分
が
減
額
さ
れ
る
規
定
が
あ
る
こ
と
で
あ

る

｡

内
国
歳
入
法
典
六
六
六
二
条
d
項
二

号
D
で
は
､
実
質
的
先
例
が
な
い
場
合
に
内
国
歳
入
庁
長
官
が
考
え
る
立
場
と
多
数
の
納
税
者
に
影
響
を
与
え
る
立
場
の
リ
ス
ー
を
公

l=7･∵

表
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
が
､
｢先
例

(au
th
ority
)｣
に
つ
い
て
､
内
国
歳
入
庁
は
歳
入
庁
公
定
解
釈
も
含
む
広
範
な
定
義
を
行

っ

(_-7
)

て
い

る

｡

そ
の
た
め
'
場
合
に
よ
っ
て
は
歳
入
庁
公
定
解
釈
が
実
質
的
に
形
式
的
は
立
法
規
則
で
あ
る
財
務
省
規
則
と
同
レ
ベ
ル
の
先

例
と
も
な
-
う
る
の
で
あ
る
｡
先
に
見
た
判
例
の
状
況
を
分
析
す
る
際
に
こ
う
し
た
租
税
法
特
有
の
事
情
に
留
意
す
る
必
要
は
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
｡
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む
す
び

に

以
上
､
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
行
政
機
関
の
制
定
法
解
釈
に
対
す
る
司
法
府
の
謙
譲
に
焦
点
を
当
て
､
行
政
法

1
股
に
お
け
る
場
合
と

租
税
行
政
に
お
け
る
場
合
で
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
｡
特
に
謙
譲
判
断
を
め
ぐ
る
法
的
効
力
が
な
い
と
さ

れ
る
解
釈
規
則
と
法
的
効
力
を
有
す
る
立
法
規
則
の
形
で
発
せ
ら
れ
る
解
釈
的
立
法
規
則
と
の
関
係
は
､
行
政
法

1
股
の
場
合
と
租
税

行
政
に
お
け
る
場
合
と
で
は
今
日
大
き
-
異
な

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

第

一
に
､
行
政
法

1
役
の
場
合
は
謙
譲
を
判
断
す
る
際
に
あ
る
制
定
法
解
釈
を
示
す
規
則
が
立
法
規
則
か
解
釈
規
則
か
の
区
別
が
重

視
さ
れ
て
い
て
､
判
例
で
は
､
前
者
の
場
合
､
謙
譲
を
原
則
と
す
る
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
の
法
理
が
､
後
者
の
場
合
､
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー

ス
で
謙
譲
を
判
断
す
る
ス
キ
ッ
ド
モ
ア
判
決
の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
0

1
万
㌧
租
税
行
政
の
場
合
は
'
制
定
法
解
釈
を

示
す
解
釈
的
立
法
規
則
で
あ
る
財
務
省
規
則
に
対
す
る
謙
譲
が
比
較
的
厳
格
に
判
断
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
､
解
釈
規
則
で
あ
る
歳
入
庁
公

定
解
釈
に
対
す
る
謙
譲
は
､
当
該
公
定
解
釈
の
継
続
性
や
同
時
性
な
ど
を
根
拠
に
近
年
徐
々
に
で
は
あ
る
が
認
め
ら
れ
る
裁
判
例
が
出

て
き
て
お
り
､
解
釈
的
立
法
規
則
と
歳
入
庁
公
定
解
釈
の
接
近
が
見
ら
れ
る
｡

第
二
に
､
租
税
行
政
に
お
い
て
は
財
務
省
規
則
､
歳
入
庁
公
定
解
釈
い
ず
れ
の
謙
譲
を
判
断
す
る
際
に
も
少
な
-
と
も
シ
エ
ヴ
ロ
ン

判
決
は
引
用
さ
れ
て
お
ら
ず
､
そ
の
限
-
で
は
謙
譲
を
原
則
と
す
る
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
の
法
理
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
探
ら
れ
て
い
な
い
よ

う
に
見
受
け
ら
れ
る
O
た
だ
こ
の
点
は
､
特
に
近
年
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
の
法
理
の
第

1
段
階
に
あ
る
議
会
の
意
図
の
適
用
を
め
ぐ
-

従
来
か
ら
の
立
法
史
に
拠
る
者
と
テ
ク
ス
ー
主
義
に
拠
る
者
が
対
立
し
て
い
る
こ
と
も
あ
-
'
行
政
法

1
股
に
お
い
て
も
目
ま
ぐ
る
し

-
変
わ

っ
て
お
-
'
行
政
機
関
に
よ
る
制
定
法
解
釈
と
テ
ク
ス
ー
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
は
時
機
を
み
て
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て

い
る
｡

さ
て
､
わ
が
国
の
特
に
租
税
行
政
に
お
け
る
税
務
通
達
を
み
た
場
合
､
理
論
上
は
法
的
拘
束
力
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
､
硯
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実
に
は
法
源
と
同
様
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
､
税
務
通
達
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
新
し
い
理
論
を
構
築
す
る
こ
と

が
急
務
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
特
に
租
税
法
の
実
施
命
令
と
比
較
し
た
場
合
'
命
令
に
よ
る
場
合
は
法
的
拘
束
力
を
持
つ
が
､
通

達
の
場
合
は
法
的
拘
束
力
を
持
た
な
い
こ
と
と
な
る
が
､
本
来
な
ら
実
施
命
令
で
定
め
る
べ
き
と
こ
ろ
'
通
達
で
定
め
る
に
す
ぎ
な
い

場
合
が
多

い
現
状
で
は
､

1
義
的
に
通
達
に
つ
い
て
法
的
拘
束
力
を
認
め
な
い
と
い
う
の
は
い
さ
さ
か
均
衡
に
失
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
｡
も
ち
ろ
ん
立
法
論
と
し
て
は
'
外
部
効
果
を
認
め
た
方
が
よ
い
と
考
え
る
と
き
に
は
法
的
拘
束
力
を
持
つ
命
令
に
よ
っ
て
解

(鵬
)

釈
を
定
め
る
の
が
望
ま

し

い

が

､
国
民
の
財
産
に
影
響
す
る
あ
ら
ゆ
る
場
面
を
命
令
に
よ
っ
て
規
定
す
る
こ
と
は
現
実
に
は
難
し
い
と

思
わ
れ
る
｡
ま
た
､
｢通
達
に
対
す
る
第
二
の
し
ぼ
-
｣
と
し
て
通
達
作
成
段
階

へ
の
国
民
参
加
を
挙
げ
'
安
易
な
委
任
立
法
や
通
達

(1-9
)

に
よ
る
規
律
の
制
限

･
限
界
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
主
張
も
あ

る

が

､
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
､
前
述
し
た
よ
う
に
'
解
釈
規

則
に
お
い
て
も
告
知

･
コ
メ
ン
ト
手
続
を
義
務
づ
け
て
い
る
本
来
法
的
効
力
を
持
た
な
い
財
務
省
規
則
が
あ
る

一
方
で
､
制
定
法
を
解

釈
す
る
歳
入
庁
公
定
解
釈
が
告
知

･
コ
メ
ン
ー
手
続
を
課
せ
ら
れ
な
い
ま
ま
な
お
も
存
在
し
て
い
る
状
況
を
み
る
限
り
､
全
て
の
通
達

作
成
に
国
民
参
加
手
続
を
経
由
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

こ
う
し
て
み
る
と
'
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
､
少
な
-
と
も
司
法
府
で
の
謙
譲
判
断
に
お
い
て
､
解
釈
的
立
法
規
則
と
歳
入
庁
公
定
解

釈
を
接
近
さ
せ
､
行
政
法

一
般
に
お
け
る
立
法
規
則
と
解
釈
規
則
の
峻
別
の
枠
組
か
ら
脱
皮
し
ょ
う
と
す
る
試
み
は
､
わ
が
国
に
お
け

る
税
務
通
達
の
法
的
性
質
を
精
微
化
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
参
考
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

注

(-
)
大
浜
啓
書

『行
政
法
総
論
』
八
九
頁

(岩
波
書
店

二

九
九
九
年
)
｡

(2
)
わ
が
国
の
憲
法
下
で
､
こ
の
基
準
の
あ
る
べ
き
姿
を
提
示
し
た
も
の
と
し
て
､
大
浜
啓
吉

｢委
任
立
法
に
お
け
る
裁
量
｣
公
法
五
五
号

l
七
山
責

以
下
を
参
照
せ

よ
｡

(3
)

な

お
'
通
達
の
よ
う
な
行
政
内
部
規
定
が
､
従
来
行
政
規
則
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
行
政
組
織
規
定
や
特
別
権
力
関
係
内
部
の
定
め
と
は
性
質
が
異
な
る
こ
と

を
指
摘
し
た
上
で
､
従
来
の
行
政
規
則
の
概
念
が
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
見
解
に
､
小
早
川
光
郎

『行
政
法
上
』

山
〇
二
～
三
頁

(弘
文
堂

二

九
九
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8 7 6 5 4(9
)

(10
)

､‖
＼

5脈
四

(13
)

(14
)

5舶
内

(16
)

3日iZこ
(18
)

･i
,I

(
20

)

(
21
)

九
年
)
が
あ
る
｡

大
浜
啓
吉

∴
別
掲
番
注

(-
)
.
九
三
頁
｡

｢訓
令
｣
を
文
書
に
よ
っ
て
示
達
し
た
も
の
が

｢通
達
｣
で
あ
る
こ
と
か
ら
'
以
下
で
は
訓
令
を
も
包
含
す
る
概
念
と
し
て

｢通
達
｣
の
語
を
用
い
る
O

大
浜
啓
舌

･
前
掲
番
注

(-
)
･
一
〇
一
～
二
頁
O

金
子
宏

『租
税
法
第
八
版
』
二

i
頁

(弘
文
堂

二
10
0
1t
年
)
C

碓
井
光
明

｢租
税
法
に
お
け
る
通
達
の
意
義
と
問
題
点
｣
税
研

一九

九
〇
年
五
月
号
二
六
～
二
七
頁
､
首
藤
重
率

｢租
税
行
政
手
続

(通
達

･
指
導
)｣
臼
税
二

五
号

山
七
七
頁

二

九
九
四
年
)O

わ
が
国
の
状
況
に
つ
い
て
は
､
山
岸
敬
子

『行
政
権
の
法
解
釈
と
司
法
統
制
』
第
三
章

･
第
凹
牽

(効
草
書
房

二

九
九
四
年
)
に
詳
し
い
o

税
務
通
達
の
拘
束
力
の
ド
イ
ツ
の
状
況
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
､
岩
崎
政
明

｢租
税
行
政
規
則
の
外
部
効
果
-
特
に
法
解
釈

･
事
実
認
定
に
関
す
る
税
務
通
達
の

拘
束
力
に
つ
い
て
-
｣
横
国
四
巻
二
号
二
五
頁

(
t
九
九
六
年
)
'
首
藤
重
幸

･
前
掲
論
文
注

(8
)
二

八
六
頁
以
下
が
あ
る
｡

5
U
S
C

抑
55
)
(6
),
(7
)

Jd

S
55
)
も
っ
と
も
､
こ
う
し
た
フ
ォ
ー
マ
ル
な
手
続
は
'
制
定
法
が
審
決
に
つ
き
､
行
政
機
関
の
審
理
の
機
会
を
与
え
た
後
に
記
録
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と

を
規
定
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
o
Zd
∽
55
1
(a).

Zd
∽
5
57
(C)

E
rn
est
G
elth
o
r
n&R
o
n
ald
L
ev)n
,
A
D
M
IN
IST

R
A
T
IV
E
L
A
W

A
N
D
P
R
O
C

E
S
S
at
2
82
(
4
th
e
d

1
9
9
7
)
第
三
版
の
邦
訳
と
し
て
､
E
･
ゲ
ル
ホ
ー
ン
/

R

･
M

･
レ
ヴ

ィ
ン著'
大
浜
啓
告
/
常
岡
孝
好

訳

『現
代
ア
メ
リ

カ
行
政
法
』

二

t
八
頁

(
木
鐸

社

二

九

九
六
年
)
｡

5
U
S
.
C
.
肋
55
)
(5
).

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
規
則
の
類
型
に
つ
い
て
は
'
わ
が
国
に
お
い
て
も
多
-
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
､
さ
し
あ
た
り
'
大
浜
啓
舌

｢
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ル
ー
ル
メ

イ
キ
ン
グ
の
構
造
と
展
開

(≡
)｣
自
研
六
三
巻
二
親
九
三
頁
'
西
鳥
羽
和
明

｢規
則
の
類
型
と
非
正
式
手
続
の
適
用
除
外
-
ア
メ
リ
カ
行
政
法
に
お
け
る
規
則
制

定
の
現
代
的
展
開
似
-
｣
早
政

1
九
号

1
四
九
頁

二

九
八
六
年
)
を
参
照
せ
よ
0

大
浜
啓
吉

｢
ア

メリ
カ
に
お
け
る
ル
ー
ル
メ
イ
キ
ン
グ
の
構
造
と
展
開

(二
)｣
自
研
六
二
巻

t
二
親

t
〇
八
頁
及
び

二

三
頁
往
(
9

)
｡

な
お
大
浜
教
授
は
､

前
掲
昏
注

(-
)
･
九
三
頁
以
下
に
お
い
て
､
日
本
国
憲
法
七
三
条
六
号
に
お
け
る
政
令
は
専
ら
実
施
命
令
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
述
べ

て

お

-
､
ア
メ
リ
カ
に
お

い
て
も
委
任
立
法
禁
止
の
原
則
が
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
こ
こ
で
の

｢行
政
命
令
｣
は

｢実
施
命
令
｣
と
捉
え
る
こ
と
と
な
ろ
う
0

5
U
.S
.C

抑
5
53

R
o
b
e
rt
A

A
n
th
ony
.
h
u
erp
reEa
E岩
e
]h
Lles.
P
o1ICy
S
la
lem
en
ts.
G
uldances.
M
am
tals,
an
d
Ehe
L･tk
e

-
S
h
otiLd
F
edera
l
A
g
enc
tes
U
se
T
hem
Eo
B
t邑

the

P
ltbllC?.4
L
D
u
k
e
L
.I.
13
1
t
aこ
3
22
()992
)
[herelna
fte
r
"A
nthon
y
,A
g
ency
P
olw
y
S
latem
en
ts"】

M
tchae
l
A
s)mo
w

,

N

oJu
eg
tsla
tw
e
R

u
Lem
a
kS
g
and
R
eg
u
la
tory
R
eform
L
g
8
5
D
u
k
e
L
J
38
1
at
38
3
()98
5
).

A
P

A
上
は

ln
terP
retatiVe
rules
と
さ
れ
て
い
る
が
､
)n
terp
retlV
e

ru)es
と
呼
ば

れ
る
こ
と
も
多
い
C
解
釈
規
則
に
つ
い
て
は
､
常
岡
孝
好

｢解
釈
規
則

(lnterp
retlV
C
ru
lc)
に
つ
い
て
｣
塩
野
宏
先
生
古
布
記
念

『行
政
法
の
発
展
と
変
革

上
巻
』
五
二

頁
以
下

(有
斐
閣

∴

lO
〇
一
年
)
も
参
照
せ
よ
｡
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555453525150(56
)

616059 5857

rlgZd
a
t
42
5
･6
(em
p
h
as
IS
tn
O
rlg
ln
a
I.
foo
tnote
om
itted
)

s
k巾d
m
or
e

v
S
w
Lft
&
C
o
,3
23
U
S

t3
4
()944
)
本
判
決
に
つ
い
て
と
-
あ
げ
た
邦
語
文
献
と
し
て
'
さ
し
あ
た
-
常
岡
孝
好

こ
別
掲
論
文
注

(2
)

･
五
三

六
-
七
頁
､
荏
原
明
則

｢行
政
機
関
に
よ
る
規
則

制

定

の
諸
問
題

(≡
)｣
神
院

t
二
巻
四
号
八
七
～
八
八
頁

二

九
八
二
年
)
を
挙
げ
て
お
-
｡

Jd
at
13
6

Zd
.
at
13
7
.

Jd.at
137
-
3
8

Zd.
at
139
･40

M
e
rt･il1,E

xeciitW
e
P
reced
eJu,
SuP
ra
n
o
te
4
1
at
9
74
.

c
h
evron
U
S.A
I
V.
N
a
tw
n
al
R
esou
rces
D
efen
ce
C
oミ
W
iL,4
6
7
U
S
▲
837
(1984
)
な
お
へ
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
に
つ
い
て
は
ー
わ
が
国
で
も
こ
れ
ま
で
多
-
取
-

上
げ
ら
れ
て
き
た
｡

シ

エ
ヴ
ロ
ン
判
決
自
体
が
詳
し
-
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
さ
し
あ
た
り
'
竹
中
勲

｢規
則
制
定
の
司
法
審
査
の
基
準
｣
判
夕
五
六

四
号
七
三
頁

(
t
九
八
五
年
)､
紙
野
健
二

｢
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
謙
譲
的
司
法
審
査
理
論
の
構
造
｣
大
阪
経
済
法
科
大
学
法
学
研
究
所
紀
要

一
五
号
七
九
頁

二

九
九
二
年
)
､
黒
川
智
恵

｢
『法
解
釈
に
お
け
る
行
政
裁
量
論
』
へ
の
序
説
-
禾
国
に
お
け
る
行
政
解
釈
尊
重
原
則
を
手
が
か
り
と
し
て
-
｣
帝
塚
山
大
学
教
養
学
部

紀
要
四
六
輯

1
頁

二

九
九
六
年
)
'
春
日
鯵

｢行
政
政
策
決
定
の
手
続
的
統
制
の
対
象

(-
)
-
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
規
則
制
定
手
続
に
お
け
る
非
法
規
規
則
の
適

用
除
外
-
｣
弘
前
大
学
教
養
部
文
化
紀
要
四
六
号

一
貫

二

九
九
七
年
)
を
挙
げ
て
お
-
0

4
0
C
F
R
肋
8
5
1.)8G
)())(i)
an
d
(Ll)
()983
).
こ
の
規
則
で
は
､
｢固
定
汚
染
源
｣
と
は
本
法
の
下
で
の
規
則
に
服
す
る
何
ら
か
の
大
気
汚
染
物
質
を
排
出
す
る
又

は
排
出
し
う
る
何
ら
か
の
建
物
'
構
築
物
'
施
設
な
い
し
は
軍
事
施
設
を
窓
味
し
て
い
る
｡
Zd▲
抑

5
1.)8
G
)(i)(i)
そ
れ
ら
の
施
設
は
､
汚
染
物
質
排
出
の
組
織
体

の
全
て
を
意
味
し
､
そ
の
組
織
体
は
同
じ
企
業
の
グ
ル
ー
プ
に
属
し
､

山
つ
又
は
そ
れ
以
上

の
近
接
の
土
地
上
に
位
置
し
､
同
じ
人

(又
は
共
同
コ
ン
ー
ロ
ー
ル
下

に
あ
る
人
々
)
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
あ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
｡
Zd.
肋
5
1
18
0
)())(lt)

N
a
tw
n
a
l
R
esou
eces
D
efen
ce
C
o7LやtSil
v.
G
olirSu
Ch
,
6
8
5
F
2d
7
18
(D
C

Clr
1982)

4
6
7
U
.S
837
at
842.

]
d
.
a

t
8
4
2
ム
3
.

Jd
at
84
5

ア
ン
ソ
ニ
I
は
､
第

t
段
階
の
議
会
の
意
思
が
な
い
場
合
に
テ
ス
-
さ
れ
る
第
二
段
階
に
つ
き
､
｢規
則
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
権
限
の
明
示
的
な
委

任
が
あ

っ
た
か
｣
と

｢
(制
定
法
と
規
則
の
)
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
何
ら
か
の
種
類
の
権
限
の
暗
黙
の
委
任
が
あ

っ
た
か
｣
の
二
つ
に
分
け
た
三
段
階
モ
デ
ル
と
し

て
分
析
す
る
こ
と
が
妥
当
と
さ
れ
る
o
A
n
th
on
y
,
ZJu
erp
reltve
F
orm
a
ts
an
d
th
e
F
orce
of
l
aw
.
suf,ra
n
ote
2
9
aこ
7

K
ev
)n
W

S
au
n
d
e】･S,
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tlVe
R
7tlesw
LLh
Leg
-skla
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e
E
N
ectJ
A
n
A
n
a
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d
a
P
710L,osalfor
P
tLbllCP
a

rttctf,a
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6
D
u
k
e
L
J
34
6
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35
7

こ
の
点
に
つ
き
'
カ
ヴ
ア
デ
ー
ル
ほ
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
が
t
舷
的
権
限
に
よ
る
規
則
に
妥
当
L
t
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
前
に
は
シ

エ
ヴ
ロ
ン
判
決
で
間
題
に
な
っ
た

規

則
が
解
釈
規
則
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
o
jo
h
n
F
一
C
ov
erd
ale,
C
ou
rt
R
es
ew
of
T
ax
R
eg
u
la
tlOJW
an
d
Jteven
u
e
R
u
lu
7g
S
m

the
C
h
ev
ro
n
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a
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L
.R
ev
3
5
at
4
9
･5
0
()9
9
5
).
see
a
lso
tn/ra
n
o
te
9
0

S
ee
sliP
Ta
n
o
te
4
2
ふ
.

S
ee
M
e
rriu
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a
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n
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rr.J7id
w
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l
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ミ
ニ
h
e
P
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C
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3
Y
a
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L
o
n
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2
8
3
a
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9
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S
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M
e
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E
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P

J
e
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o
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4
1
a
t
9
7
7

実
際
､
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
の
法
理
が
周
い
ら
れ
た
最
高
数
判
例
が
'

一
九
八
七

-
九
〇
年
の
間
で
全
体
の
約
半
分
で
あ
-
､
シ
エ
ヴ
ロ
ン
判
決
の
翌
年
で
あ
る

一

九
八
五
年
に
至

っ
て
は
シ

エ
ヴ

ロ
ン
判
決
の
法
理
が
用
い
ら
れ
た
最
高
数
判
例
は

!
件

(C
h
eJn
lCa
l
M
a
Jw
fa
ctlLrerS
A
ssocla
tlOn

V
.
N
R
D
C

4
7
0

U
S

l
t6

()9
8
5
))
に
と
ど
ま

っ
て
お
り
､
む
し
ろ
下
級
審
の
方
が
シ

エ
ヴ
ロ
ン
判
決
の
法
理
の
影
響
を
受
け
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
P
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H

S
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u
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a
n
d
E

D
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E
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tt.
T
o
th
e
C
h
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S
ta
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a
n
E
m
p
irica
l
S
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of
F
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l
A
d
m
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.
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u
k
e
L
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9
8
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a
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E
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P
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P
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n
o
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3
4

a
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9
8
?
5

な
お
､

1
九
九

i
年
開
廷
期
と

一
九
九
二
年
開
廷
期
に
お
け
る
シ

エ
ヴ
ロ
ン
判
決
の
法
理
の
採

用

状

況
に
つ
い
て
､

T
h
o
m
a
s
W
.
M
e
r
r
ニ
l.

T
exu
a
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a
n
d

th
e
F
u
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e
of
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e
C
h
e
v
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n
D
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7
2
W
a
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U
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3
5
)
(19
9
4
)
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e
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a
fte
r
"M
e
rr芦

T
h
e
C
h
em
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D
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n
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を
参
照
せ
よ
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エ
ア
バ

ッ
グ
事
件
の
最
高
裁
判
決
で
は
､

エ
ア
バ
ノ
グ
や
自
動

シー
ト
ベ
ル
ト
と

い
っ
た
自

動
車
の

｢自
動
安
全
装
置

(p
a
ssiv
e
r
estra
in

ts)｣の
装
備
を
求
め
る
規
則
を
運
輸
省
が
廃
止
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
違
法
性
が
争

わ
れ
た
が
､
最
高
裁
は

｢行
政
機
関
が
規
則
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
方
針

を変
更
す
る
場
合
に
は
､
そ
の
変
更
に
対
し
て
'
行
政
機
関
が
第

一
次
的
に
活
動
し

な

い
場
合
に
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
分
析
以
上
の
筋
の
通

っ
た
分
析
を
行
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
｣
と
述
べ
､
い
わ
ゆ
る
ハ
ー
ド
ル
ッ
ク

･
ア
プ

ロ
ー
チ
を
採

っ

た
O

ハ
ー
ド
ル
ッ
ク

･
ア
プ

ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
'
大
浜
啓
吉

｢制
限
審
査
法
理
の
変
容
と
法
の
支
配
｣
高
柳
信

一
先
生
古
稀
記
念
論
集

『行
政
法
学
の
現
状
分

析
』
四
九
四
頁
以
下

(劫
草
書
房

･
一
九
九

山
年
)
'
大
浜
啓
膏

｢
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ン
フ
ォ
ー
マ
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決
定
と
司
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審
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｣
尊
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〇
六
頁
以
下

二

九
八
九
年
)

を
参
照
せ
よ
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ロ
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