
四 三 二 一

取
消
訴
訟
に
お
け
る
処
分
理
由
の
追
完

次

は
し
が

き

西
ド
イ
ツ
の
学
説
･
判
例

わ
が
国
に
お
け
る
処
分
理
由
の
追
完
の
問
題

あ
と
が
き

秋

山

義

昭

一

ほ

し

が

き

一

近
時
の
行
政
法
理
論
は
'
行
政
手
続
を
重
視
し
'
公
正
な
手
続
に
よ
る
行
政
の
適
正
化
を
期
待
し
､
行
政
の
有
効
な
法
的
統
制
を

は
か
ら
ん
と
す
る
傾
向
に
あ
る
が
'
行
政
処
分
に
お
け
る
理
由
附
記
の
問
題
も
'
最
近
は
こ
の
行
政
手
続
の
1
環
と
し
て
重
要
な
地
位
を

占
め
て
き
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
｡
か
ね
て
よ
り
､
特
に
税
法
の
分
野
に
お
い
て
は
'
青
色
申
告
の
更
正
処
分
等
の
理
由
附
記
規
定

(畑

槻
堅

読

碧

欝

所
)
に
関
し
て
'
最
高
裁
判
所
は
､

壷

の
判
決
に
ょ
｡
'
そ
れ
を
訓
示
規
定
と
解
す
る
行
政
当
局
の
見
解
を
排
し

て
'
少
-
と
も
青
色
申
告
の
更
生
処
分
の
理
由
附
記
は
､
そ
の
記
載
の
欠
敏

･
不
備
が
処
分
の
汲
症
を
も
た
ら
す
と
い
う
意
味
で
'
そ
れ

北法27(3･4-341)699



(-
)

説

を
効
力
規
定
と
解
し
､
更
正
処
分
の
理
由
附
記
に
関
し
て
手
続
法
重
視
の
考
え
方
を
大
き
-
お
し
進
め
た
｡
最
高
裁
の
こ
の
一
連
の
判
決

は
､
更
正
処
分
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ

っ
て
'

こ
の
法
理
を
行
政
処
分

一
般
に
ま
で
直
ち
に
拡
張
す
る
こ
と
は
な
お
早
急
の
感
を
逸
れ
な

論

い
と
し
て
も
､
最
高
裁
の
こ
の
態
度
は
､
従
来
と
も
す
れ
ば
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ

っ
た
行
政
処
分
の
理
由
付
け
の
問
題
に
つ
い
て
､
行
政

法
学
上
の
検
討
を
迫
る

1
つ
の
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
.

二

一
口
に
行
政
処
分
の
理
由
附
託
と
い
っ
て
も
､
行
政
処
分
に
は

一
般
的
に
理
由
附
記
を
要
す
る
の
か
'
理
由
附
記
を
欠
-
処
分
の

効
力
は
ど
う
か
､
法
律
上
要
求
さ
れ
た
艶
由
附
記
の
程
度
等
'
そ
れ
を
め
ぐ
る
問
題
点
は
少
な
-
な
い
｡
し
か
し
､
な
か
で
も
､
従
来
の

下
級
審
の
裁
判
例
で
特
に
尖
鋭
な
対
立
を
み
せ
て
き
た
問
題
の
一
つ
に
､
行
政
処
分
の
取
消
訴
訟
に
お
い
て
'
行
政
庁
が
処
分
時
に
看
過

し
て
い
た
新
た
な
処
分
理
由
を
'
原
処
分
を
正
当
化
す
る
理
由
と
し
て
追
加
変
更
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
､
す
な
わ
ち
､
取
消
訴
訟
に

お
け
る
処
分
理
由
の
追
完
の
許
容
性
の
問
題
が
あ
る
｡
そ
し
て
ま
た
'
そ
れ
が
許
さ
れ
る
か
否
か
は
､
理
論
的
関
心
の
側
面
か
ら
の
み
な

ら
ず
､
特
に
税
務
訴
訟
の
分
野
に
お
い
て
は
'
訴
訟
の
段
階
で
原
告
側
の
予
測
し
な
か
っ
た
新
た
な
課
税
根
拠
が
主
張
さ
れ
る
た
め
､
そ

(2
)

れ
が
訴
訟
遅
延
の

1
困
と
な
っ
て
い
る
と
い

う

実
際
的
問
題
の
解
決
の
た
め
に
も
､
検
討
す
べ
き
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
.

三

西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
､
行
政
行
為
の
理
由
の
追
完

(N
achsch
ie
benv
on
G
runde
n
)
が
､
行
政
裁
判
手
続
の
段
階
で
許
さ
れ

る
か
香
か
ほ
'
久
し
く
争
わ
れ
て
き
た
問
題
で
あ

っ
た
｡
西

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は

'
1
九
六
三
年
の
行
政
手
続
法
草
案
の
作
成
に
み
ら
れ

る
ご
と
く
､
最
近
に
い
た
っ
て
よ
う
や
-
行
政
活
動
に
対
す
る
手
続
的
規
制

へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
と
は
い
え
'
判
例

･
学
説
上
は

な
お
も
-

少
く
と
も
原
理
的
に
は
-

行
政
の
法
律
適
合
性
の
問
題
に
と
っ
て
は
､
行
政
行
為
が
結
果
的
に
現
行
法
に
適
合
し
て
い
る

か
ど
う
か
を
志
向
す
る
傾
向
が
支
配
的
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
'
取
消
訴
訟
に
お
け
る
処
分
理
由
の
追
完
も
'
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
こ
の

よ
う
な
手
続
法
軽
視
の
伝
統
と
相
侯
っ
て
､
そ
れ
を
許
さ
な
い
と
す
る
見
解
は
原
則
と
し
て
採
ら
れ
て
は
い
な
い
｡

我
国
に
お
け
る
最
近
の
下
級
審
の
裁
判
例
の
中
に
は
､
法
律
が
理
由
を
附
記
す
べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
る
場
合
に
'

こ
の
.理
由
附
託
規
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取消訴訟における処分理由の追完

定
の
手
続
法
的
意
義
を
強
調
し
て
'
理
由
の
追
完
を
認
め
な
い
と
す
る
も
の
が
み
ら
れ
る
が
'
戦
後
'

特
に
ア
メ
-
カ
法
の
影
響
を
轟
く

受
け
た
我
国
行
政
法
の
特
徴
を
如
実
に
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
O
先
に
述
べ
た
西
ド
イ
ツ
の
学
説

･
判
例
の
傾
向
を
､
そ
の
国
の
固
有
性

と
全
く
切
り
離
し
て
論
ず
る
こ
と
は
軽
率
で
あ
る
と
し
て
も
､

西
ド
イ
ツ
の
学
説

･
判
例
自
体
が
様

々
な
観
点
か
ら
の
例
外
を
認
め
て
き

て
お
り
'
ま
た
手
続
法
軽
視
の
風
潮
に
対
し
て
厳
し
い
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
は
ま
た
'

こ
の
間
題

(3
)

が
'
結
局
は
普
遍
的
な

｢
手
続
的
規
制
の
重
視
｣
と
い
う
共
通
項
の
前

に
決
断
を
余
儀
な
-
さ
れ
た
課
題
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る

も
の
で
あ
る
｡

四

本
稿
は
'
以
上
の
よ
う
な
問
題
認
識
の
上
に
立

っ
て
､
取
消
訴
訟
に
お
け
る
処
分
理
由
の
追
完
が
許
さ
れ
る
か
香
か
に
つ
き
､
豊

富
な
学
説
と
判
例
を
有
す
る
西
ド
イ
ツ
の
状
況
を
概
観
し
､
し
か
る
後
に
'

こ
の
間
題
に
つ
い
て
の
わ
が
国
の
学
説

･
判
例
の
現
状
を
整

理
し
て
､
問
題
解
決
の
た
め
の
方
向
を
探
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

(-
)

最
高
裁
判
決
昭
和
三
八
年
五
月
三
l
口

(民
集

7
七
巻
四
号
六
1
七
頁
)
､最
高
裁
判
決
昭
和
三
八
年

1
二
月
二
七
日

(民
集

一
七
巻

一
二
号

1
八
七

丁
頁
)'最
高
裁
判
決
昭
和
四
七
年
三
月
三
1
日

(判
例
時
報
六
六
四
号
二
八
頁
)

(
2
)

山
田
二
郎

･
畦
地
晴
郎

｢税
務
訴
訟
と
裁
判
所
｣
法
律
時
報
三
九
巻

一
〇
号
三
四
頁
'
杉
本
良
書

｢裁
判
の
今
日
的
課
題
-
行
政
事
件
訴
訟
｣
判
例

時
報
四
六
五
号
六
頁
'
司
法
研
修
所
論
集

一
九
六
八
年
E3
1
五
九
貢
以
下
.

(3
)

こ
の
問
題
の
持
つ
普
遍
的
性
格
を
示
す
一
つ
の
証
左
と
し
て
､
欧
州
共
同
体
司
法
裁
判
所
の
判
決
が
あ
る
o
l
九
六
三
年
七
月
四
日
の
判
決
は
'
理

事
会
お
よ
び
委
員
会
の
規
則
'
命
令
へ
決
定
に
理
由
を
附
す
べ
き
こ
と
を
規
定
す
る
欧
州
経
済
共
同
体
設
立
条
約

(
E
W
G
V
)
一
九
〇
条

に
関
し

て
'
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
与
え
ら
れ
る
理
由
づ
け
は
'
条
約
自
体
に
定
め
ら
れ
た
理
由
附
記
義
務
の
目
的
を
も
は
や
完
全
に
満
た
し
う
る
も
の
で
は

な
い
が
故
に
､
理
由
の
追
完
を
認
め
て
い
な
い

(B
d
｣
×
二
∽〇
｡

二

西
ド
イ

ツ
の
学
説

･
判

例

吊

理
由
附
記
規
定
の
存
す
る
場
合
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(1
)

(
2
)

一

西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
'
わ
が
国
に
そ
の
例
が
み
ら
れ
る
如
-
､
行
政
処
分
な
い
し
行
政
上
の
不
服
審
査
決

定

に

つ
い
て
'
法
律

上
理
由
を
附
す
べ
き
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
明
文
の
規
定
で
理
由
開
記
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

(B
e
g
rli-

諭

n
d
u
n
gszw
a
n
g
,
B
e
g
rtin
d
u
n
gsp
fLich
t)
場
合
に
,
理
由
附
記
を
欠
き
'
あ
る
い
は
不
十
分
な
理
由
付
け
を
附
す
る
行
政
処
分

･
決
定

は
'

法
律
上
要
求
さ
れ

た
手
続
に
違
反
し
敢
症
あ
る
処
分

･
決
定
で
あ
る
と
い
え
る
｡
し
か
し
へ

こ
の
手
続
違
反
の
敢
痕
が
い
か
な
る
効

(3
)

果
を
有
す
る
か
に
関
し
て
は
､
そ
れ
を
無
効
で
は
な
い
と
す
る
点
で
は
学
説

･
判
例
は

一
致
し
て
い
る
が
､
そ
れ
を
取
消
し
-
る
に
と
ど

ま
る
と
解
す
る
か
'
法
律
上
定
め
ら
れ
た
取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間
を
進
行
せ
し
め
な
い
と
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
見
解
が
わ

か

れ

て

い

る
｡
後
者
の
見
解
は
'
理
由
付
け
を
欠
-
訴
願
の
棄
却
決
定
は
'
法
律
上
の
権
利
救
済
期
間
を
進
行
せ
し
め
な
い
と
規
定
し
て
い
た
プ
ロ

(4
)

イ
セ
ン
警
察
行
政
法

(
P
V
C
)
四
八
条
三
号
の
趣
旨
を
'

一
般
の
警
察
処
分
あ
る
い
は
広
-
行
政
処
分
に
適
用
し
､
さ
ら
に
'
理
由
開

記
規
定
が
効
力
規
定
で
あ

っ
て
､
こ
の
規
定
の
違
反
は
無
効
で
は
な
い
と
し
て
も
､
非
常
に
重
大
な
手
続
上
の
敢
症
で
あ
る
こ
と
を
根
拠

(5
)

(6
)

に
主
張
さ
れ
て
い
る
が
､
な
お
少
数
で
あ
り
'
前
者
の
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
と
い
え

る

｡

二

理
由
附
託
規
定
に
反
す
る
処
分

･
決
定
が
取
消
し
う
る
敢
症
を
有
す
る
と
し
て
も
､
問
題
は
､
こ
の
敢
庇
が
､
行
政
訴
訟
手
続
に

お
い
て
理
由
を
追
完
す
る
こ
と
に
よ
り
治
癒
さ
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
｡

学
説
の
中
に
は
'
こ
の
場
合
理
由
の
追
完
を
許
さ
な
い
と
す
る
も
の
が
あ
る
｡
た
と
え
ば
'
ウ
レ
ほ
､
｢
原
告
が
理
由
付
け
の
敢
症
を
申

し
立
て
な
い
な
ら
ば
'
裁
判
所
に
そ
の
敢
症
を
看
過
し
本
案
判
決
を
す
べ
き
権
能
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
O
L
か
L
t
原
告
が
'
異
議
審

査
決
定
が
理
由
な
し
に
発
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
申
し
立
て
た
な
ら
ば
'
異
議
審
査
庁
は
'
行
政
訴
訟
に
お
い
て
理
由
を
も
は
や
追
完

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
｡
(
何
故
な
ら
ば
)
そ
う
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
の
み
'
取
消
訴
訟
の
提
起
以
前
に
､
行
政
庁
が
'
異
議
審
査
決
定

を
発
す
る
動
機
と
な
っ
た
事
実
上
'
法
律
上
の
理
由
を
知
る
と
い
う
相
手
方
の
正
当
な
利
益
が
考
慮
さ
れ
る
｡
こ
の
理
由
を
知
る
こ
と
な

し
に
取
消
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
は
相
手
方
に
期
待
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
L
t
も
し
理
由
が
知
ら
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
､
む
し
ろ
取
消
訴
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取消訴訟における処分理由の追完

訟
を
提
起
し
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
｡
異
議
審
査
庁
が
訴
訟
に
お
い
て
理
由
を
追
完
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
解
釈

は
'

そ

れ

故

(7
)

に
へ
相
手
方
の
正
当
な
利
益
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
'
専
ら
行
政
の
利
益
の
み
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る

｣

と
述
べ
る
｡
こ
の
見
解
は

異
議
審
査
決
定
に
お
け
る
理
由
附
記
規
定
の
手
続
的
機
能
を
墓
祝
す
る
も
の
と
し
て
十
分
傾
聴
に
値
す
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
が
'
学
説

に
お
け
る

一
般
的
な
理
解
は
そ
う
で
は
な
く
､
理
由
附
記
義
務
違
反
は
､
相
手
方
の
訴
え
に
基
づ
き
'
異
議
審
査
決
定
を
取
消
す
こ
と
の

で
き
る
手
続
違
背
で
は
あ
る
が
'
被
告
行
政
庁
が
'
行
政
訴
訟
手
続
に
お
い
て
後
に
理
由
を
相
手
方
に
知
ら
せ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で

('J･)

は
な
い
と
解
し
て
い
る

｡

も
っ
と
も
､
そ
れ
は
無
制
限
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
､
放
症
あ
る
理
由
づ
け
の
追
完
は
､
異
議
審
査
決
定
が
､

行
政
裁
判
所
法
七
三
条
二
項
に
基
づ
き
'
独
立
し
た
委
員
会
あ
る
い
は
審
議
会
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
許
さ
れ
ず
'
そ
れ
は
取

(9
)

消
さ
れ
る
と
す
る
余
地
を
認
め
､
ま
た
'
理
由
の
追
完
を
認
め
る
と
､
ウ
レ
の
指
摘
す
る
よ
う
に
'
相
手
方
の
立
場
が
い
か
に
も
不
利
益

に
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
が
､
こ
の
立
場
に
立
つ
学
説
は
､
費
用
負
担
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
､
必
ず
し
も
原
告
の
不
利
益
に
な
る
も
の

(川
)

て
は
な
い
と
い
う
O

三

こ
の
間
題
に
つ
い
て
西
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
と
う
考
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
｡

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
'

l
九
五
七
年

l
月

一
六
日
の
判
決
で
'
旅
券
法
の
施
行
に
関
す
る

l
般
行
政
規
定
二
五
条

一
項
に
定
め
た
理
由

強
制
の
例
外
を
'
市
民
は
理
由
を
知
る
と
き
に
の
み
そ
の
権
利
を
正
当
に
守
る
こ
と
が
で
き
る
が
故
に
､
｢
法
治
国
家
の
原
則
と

1
致
し
な

い
｣
と
認
め
な
が
ら
も
'
行
政
庁
は
'
行
政
裁
判
手
続
で
相
手
方
に
処
分
理
由
を
知
ら
せ
､
相
手
方
も
そ
れ
に
対

し
て
意
見
を
表
明
す
る

(‖
)

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
'
そ
れ
で
十
分
て
あ
り
'
結
論
的
に
は
処
分
の
正
当
性
が
証
明
さ
れ
て
い
る
と
判
決
し
た
｡

こ
れ
は
､
書

面
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て

l
般
的
に
法
治
国
家
の
原
理
か
ら
理
由
附
記
を
要
求
し
た
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
判
決
で
あ

っ
た
が
'

行
政
訴
訟
手
続
で
理
由
が
相
手
方
に
知
ら
さ
れ
て
い
れ
ば
足
り
る
と
し
た
点
が
'
結
局
'
後
の
判
決
を
支
配
す
る
結
果
と
な

っ
た
｡
す
な

わ
ち
'
連
邦
行
政
裁
判
所

一
九
五
九
年

一
月

一
〇
日
の
決
定
は
'
大
学
工
学
部
の
教
授
採
用
が
拒
否
さ
れ
た
原
告
の
提
起
し
た
異
議
申
し
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説

立
て
が
'
理
由
付
け
な
し
に
棄
却
さ
れ
た
事
案
に
つ
き
､
｢
当
該
事
案
に
お
い
て
も
'
理
由
は
'
行
政
庁
に
ょ
っ
て
遅
く
と
も
行
政
裁
判
手

続
で
知
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
-
-
｡
原
告
は
そ
れ
故
に
'
異
議
審
査
決
定
の
理
由
を
欠
-
こ
と
に
ょ
っ
て
'
権
利
の
主
張
が
妨
げ
ら

(eL;)

諭

れ
た
わ
け
で
は
な
く
,
こ
の
欠
秋
の
故
に
の
み
決
定
を
取
消
す
根
拠
は
な
い
｡｣
と
判
示
し
て
い
る
｡

ま
た
同
じ
く
連
邦
行
政
裁
判
所

l
九
六

l
年

1
月
二
三
日
の
判
決
も
'
軍
人
の
性
格
審
査
委
員
会

(PerSOnatgu
tachterausschuL3)

が
､
国
境
警
備
隊
か
ら
連
邦
軍

へ
の
移
行
が
拒
否
さ
れ
た
原
告
の
異
議
申
し
立
て
を
､
理
由
付
け
を
す
る
こ
と
な
-
拒
絶
し
た
事
案
に
つ

き
､
｢
一
般
的
な
理
由
強
制
か
ら
'
委
員
会
が
い
か
な
る
考
慮
に
基
づ
い
て
移
行
に
反
対
し
て
い
る
か
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
こ
と
は
で
て
こ
な
い
｡
上
告
埋
由
は
'
ま
ず
'
行
政
行
為
は
'
そ
れ
が
依
拠
し
て
い
る
理
由
が
相
手
方
に
知
れ
て
い
る
場
合
に
は
理
由

附
記
を
要
し
な
い
と
い
う
こ
と

(
同
旨

B
V
erw
G
U
rt.V
.
4
.
121
)959
D
V
B
L
L960
S
.3
2
2
)
'
お
よ
び
へ
性
格
審
査
委
員
会
法

一
条
に
関
し
て
'
原
告
の
性
格
上
の
適
性
が
最
高
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
確
定
す
る
だ
け
で
､
否
認
の
理
由
た
り
う
る
こ

(;
)

と
を
看
過
し
て
い
る
-
‥
‥
｣
と
述
べ
て
い
る
｡

1
万
'
理
由
の
追
完
を
よ
り
実
際
的
な
必
要
か
ら
許
容
す
る
裁
判
例
も
存
す
る
.
違
法
建
築
物
の
除
却
命
令
の
法
的
根
拠

(5
2
0

A

bs･

3

des
O
rdn
u
n
g
s
beh6rdengesetzes
N
W
に
よ
り
理
由
附
記
が
要
求
さ
れ
て
い
る
)
を
'
訴
訟
の
段
階
で
差
し
か
え
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
か
に
つ
い
て
､

ミ

ユ
ソ
ス
タ
ー
上
級
行
政
裁
判
所

(OV
G
M
l.inster)
は
'
取
消
訴
訟
の
係
属
中
に
､
処
分
に
附
加
さ
れ
た
理
由
が

不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
行
政
庁
が
'
正
当
な
理
由
を
付
し
た
新
た
な
行
政
行
為
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
原
告
･73
'｣
九
に
対
し
て

新
た
な
行
政
訴
訟
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
､

い
か
に
も
訴
訟
経
済
的
に
好
ま
し
く
な
い
結
果
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ

と
､
立
法
者
は
,
理
由
附
記
規
定
の
採
用
に
ょ
っ
て
､
そ
の
よ
う
な
結
果
を
吉

し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
､
相
手
方
の
権
利
防
禦
の
可

能
性
が
害
さ
れ
る
場
合
に
は
,
雷

の
差
し
か
え
は
誓

れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
､
当
事
者
に
不
利
益
が
生
ず
る
こ
と
も
な
い
こ
と
､
を

(;
)

根
拠
に
､
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
｡
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取汁j訴訟における処分理由の追完

要
す
る
に
､
理
由
附
記
規
定

の
存
す
る
場
合

に
'
取
消
訴
訟
手
続

に
お
い
て
'
理
由
を
相
手
方

に
知
ら
せ
'
あ
る
い
は
'

一
旦
附
さ
れ

た
処
分
理
由
を
訴
訟
の
段
階
で
被
告
行
政
庁
が
追
加
主
張
す
る
こ
と
は
妨
げ
ず
､
被
告
行
政
庁
が
そ
れ
を
し
な
い
時

に
の
み
'
理
由
附
記

規
定
違
反

の
処
分

･
決
定
は
､
取
消
し
う
る
鼓
庇
を
有
す
る
と

い
う
の
が
､

西
ド
イ

ツ
の
判
例
上
確
立
さ
れ
た
法
理
で
あ
る
と

い
う
こ
と

が
で
き
る
｡

(-
)

行
政
処
分
に
つ
い
て
特
に
即
南
川
記
を
要
求
す
る
立
法
例
と
し
て
は
､
幼
44
A
b
s.
2
P
reu
B
isch
e,･J
P
o
ニ
zeiv
erw
nLtun
g
品
eSetZ〉
抑
20
A
b
s1

3
N
o
rd
l･h
elコーW
estfa
llSCh
eq
O
rd
コ
≡
広
と
)eh
6
rd
eng
esetz)
籾
18
A
b
s.
4
,
沸
63
G
ew
erdeord
nu
n
g
,
肋
30
A
b
s.
4
S
zttz
2
A
u
fSenw
lrT

sc
haftsg
esetN
等
が
あ
る
｡

(
～
)

肋
73
A
b
s.
3
V
eLw
attun
g
品
erich
ts()rd
〓u
l]g
.
｢
異
議
審
査
決
定

(W
id
erspruch
sbesch
eid
)
に
は
理
由
を
糾
し
､
不

服
手
段
の
教
示
を
付
加

L
か
つ
こ
れ
を
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
O
同
様
の
規
定
は
'
西
ト
イ
ソ
行
政
裁
判
所
法
以
前
の

沸
4
6
A
bs1
2
,
抑
4

9
M
llitarreg
lerun
g
S-

V
erold-lu
ng
N
r.
165
fu
r
d
ie
h
)itlSCh
e
Z
on
e,
淵
40
A
b
s.
2
G
esetz
iib
er
d
ie
V
erw
altu
ng
sg
ertcF
tshark
ett
-iir
d
ie
am
erik
an
isch

b
esetzte
Z
one
〉
抑
2
一
A
7)sI
2
L
and
esg
esetz
Llb
er
d
ie
V
erw
a
ltu
ng
sg
eric
h
tsl)a
rk
eit
ftir
R
h
ein
landI
P
fa)Z
に
も
み
ら
れ
る
｡

(3
)

Fo
ISth
o
ff,
r
ch
rbuch
d
es
V
erw
attung
breCh
ts.
B
d
.
1,
9
A
u
こ
.
1966
S
1
230
;
U
te
〉
V
ei･W
a)tu
ng
sg
erlCtltSb
ark
ett一
2
A
u
fJ.
一g62

S
1
25
7
;
E
y
erm
an
n-F
riih
Jer,
V
eコ
VEttt2
品
Sg
erich
tso
rd
nun
g
〉
K
om
m
en
tar.
6
A
u
tt二

974
S
･
295
]･
K
lin
g
er,
K
o
m
m
entztr
zu
r
V
er-

ノVattu
ngsg
erich
tsordn
u
ng
,
2
A
u
Ft.
1964
S
.
208
;
B
ay
V
G
H

U
rt.
V
.
5
.
12
.
一955
D
V
B
t
1956
S
.
660
u
sw
.

(
4
)

D
reuesIW
ack
e.
A
〓
g
em
eines
P
o
lLzclreCh
t.
6
A
u
f1
.
S
.
〓
5
;
P
r1
0
V
G

v
1
24
.
2
.
]938
B
d
.
10
1
S
.
258
.

(
5
)

K
ling
er,
a

aO
.
S
.
36
6
;
W
o
)ff,
V
erw
a
)tu
ng
sleCh
t
1
.
4
A
u
fJ.
196
1
S
.
26
71
裁
判

例と
し
て
ほ
t
B
V
erw
G

B
esch
t.
V
.
1
0
.

1.

1959
D
V
B
r
1959
S
.
260
.

(6
)

U
le一
aaO
.
S
1
25
7
.
な
お
t
Z
sh
'1Cr
e
.
D
)e
B
eg
riind
LlrLg
d
es
V
en
valtung
sak
tes
tm
d
ih
re
B
ed
eLltu
ng
im

V
erw
a
ltu
ng
sstreitverfa
-

hren,
N
ュw

T954
S
.
4
13
-.
は
'
こ
の
問
題
に
つ
き
､
翠
由
附
記
を
欠
-
行
政
行
為
は
出
訴
期
間
を
進
行
せ
し
め
な
い
と
い
う
見
解
は
'
法
律

上

の
規
定
に
も
相
手
方
の
利
益
に
も
合
致
し
な
い
と
説
明
し
て
い
る
o

(
7
)

U
le
,
aaO
.
S
.
25
7
1
根
拠
は
必
L
も
明
確
に
述
べ
て
は
い
な
い
が
t
K
lLn
g
el,
aaO
I
S
.
367
も
同
じ
見
解
で
あ
る
｡
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(8
)
E
y
erm
an
n-F
r
6

h
ler〉
aaO
.
S
.
484
;
S
ch
u
nck-D
e
C
)erck
V
V
erw
a)tu
ng
sg
erich
tsord
n
un
g
,
K
o
m
Z1lentar1
2
A
u
f1.
1967
S

348
;

W

o
lf
f〉
aaO
.
S
.
26
7
.
W
o
lff
は
'
行
政
行
為
は
へ
こ
の
場
合
確
か
に
環
庇
は
あ
る
が
'
後
に
そ
の
内
容

が
補
な
あ
れ
る
こ
と
に
よ
り
暇
症
な
き
も

の
と
な
り
'
権
利
救
済
期

間

は
､
こ
の
補
充
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
進
行
し
は
じ
め
る
と
い
う
｡

(
9
)

S
cl一u
nCk-D
e
C
Jerck
,
aaO
I
S
.
348
.

(柑
)

す
な
わ
ち
'
原
告
が
追
完
さ
れ
た
理
由
を
知
っ
た
後
'
即
座
に
本
案
が
解
決
さ
れ
た
と
宣
111]Eす
れ
ば
'
沸
16
1
A
b
s.
2
,
∽
156
V
w
G
O

の
規
定
に

基
づ
き
'
費
用
は
被
告
行
政
庁
の
負
担
と
な
る
｡
S
ch
u
nc】T
D
e
C
lerck
,
aaO
.
S
.
348
.
E
y
erm
ann-F
r6
h
ler
は
'
理
由
附
記
に
馬
鹿
の
あ
る
異

議
審
査
決
定
に
は
'
追
完
を
認
め
て
こ
の
効
果
を
結
び
つ
け
て
い
る

(A
aO
.
S
1
484
)
が
'
理
由
附
記
規
定
の
存
す
る
通
常
の
行
政
行
為
に
お
い
て

は
'
違
法
な
行
政
行
為
は
'
後
か
ら
の
結
果
に
よ
っ
て
原
則
と
し
て
適
法
と
な
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
､
後
に
理
由
が
追
完
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､

こ
の
残
痕
に
変
更
を
き
た
す
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る

(A
aO
I
S
.
650)ハ

(;
)

B
V
erfG
v
.
16
.
i
.
195
7
B
V
erfG
E
6
.
32
f.
(44
)

(12
)

B
V
erw
G
B
esch
I.
V
.
10
.
1

.
1959
D
V
B
〓

95g

S
.
2
60
I.

へ13
)

B
V
erw
G
U
rt.
v
I
23
.
1.
一96
1
D
V
B
l
196
1
S
.
3
75
.

(14
)

O
V
G
M
t･inster
B
esch
eid
v
.
14
.
7

1959
D
t)V

1960
,
S二
45
.

回

理
由
附
記
規
定
の
存
し
な
い
場
合

一

西
ド
イ

ツ
の
通
説

･
判
例
は
'
理
由
附
記
を
要
求
す
る
特
別
な
法
律
上
の
規
定
の
な
い
限
り
へ

一
般
的
に
は
行
政
処
分

に
は
理
由

(1
)

(1
)

附
託
を
要

し
な
い
と
解
し
て
い
る
｡
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
決
か
ら
は
そ
の
根
拠
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
､
行
政
処
分
は
書
面
で
行
な
わ

れ
る
と
は
限
ら
ず
､
口
頭
に
よ
り
､
あ
る
い
は
､
災
害

の
際
の
警
察
命
令

の
よ
う
に
､
緊
急

の
場
合
の
合
図
に
ょ

っ
て
行
な
わ
れ
る
こ
と

が
あ
り
､
か
か
る
場
合
に
は
理
由
を
付
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
こ
と
'
行
政
訴
訟
手
続
に
お
い
て
理
由
が
知
ら
さ
れ
た
な

(2
)

ら
ば
'
相
手
方
の
権
利
保
護
は
害
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
､
が
通
説

･
判
例
の
前
提
に
な

っ
て
い

る
｡

し
た
が

っ
て
'

こ
の
立
場
に
立

つ
限
り
へ
行
政
処
分

に
理
由
付
け
を
欠
い
て
い
て
も
'
そ
の
こ
と
だ
け
で
取
消
し
う
る
破
庇
が
あ
る
と
は
い
え
ず
'

ま
た
行
政
処
分
と
そ
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取消訴訟における処分理由の追完

の
理
由
付
け
と
は
厳
格
に
区
別
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
'
訴
訟
の
段
階
で
処
分
理
由
を
追
完
す
る
こ
と
は
妨
げ
な
い
こ
と
に
な
る
｡

二
し
か
し
､
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
､
有
力
な
批
判
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡
学
説
と
し
て
は
'
行
政
処
分
の
相
手
方
は
､
処
分
の

別
由
を
知

っ
て
は
じ
め
て
権
利
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
､
行
政
裁
判
上
の
権
利
保
護
な
い
し
法
治
国
家
の
観
点
か
ら
'
理

(3
)

由
付
け
が
原
則
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
と
み
る
も
の
が
あ
る

｡

ま
た
､
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
も
'
理
由
強
制
の
除
外
は
､
法
治
国

(･-)

家
の
原
刷
と
矛
盾
す
る
と
の
見
解
を
う
ち
出
し
へ
下
級
審
の
裁
判
例
に
は
'
基
本
的
に
そ
の
判
決
に
従

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ

(.ヱ

(6
)

る
が
'
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
決
は
､
ほ
と
ん
ど
こ
の
立
場
を
認
め
て
い
な
い

｡

行
政
処
分

1
般
に
理
由
付
け
を
要
求
す
る
こ
と
に
は
'
学
説

･
判
例
共
に
消
極
的
で
あ
る
が
'
裁
量
処
分
に
理
由
を
付
す
べ
き
こ
と
に

つ
い
て
は
､
こ
れ
を
肯
定
的
に
解
す
る
も
の
が
多
い
｡
た
と
え
ば
'
チ
ャ
ッ
ケ
は
､
｢
掃
束
行
為
に
理
由
が
付
さ
れ
て
い
な
-
て
も
そ
の
行

政
行
為
は
十
分
に
具
体
的
で
あ
る
｣
が
'
裁
量
行
為
に
お
い
て
は
'
｢
行
政
行
為
は
'
い
か
な
る
事
情
が
あ

っ
て
も
へ
主
文
が
依
拠
す
る
理

由
の
申
し
立
て
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
具
体
化
さ
れ
､
相
手
方
は
､
行
政
庁
に
よ
り
'
そ
れ
が
い
か
な
る
理
由
に
基
づ
い
て
何
か
を
命
じ
あ

る
い
は
拒
絶
し
た
の
か
を
知
ら
さ
れ
て
は
じ
め
て
色
々
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
､
ま
た
裁
判
所
も
､
行
政
裁
判
法
上
の
義
務
で
あ
る

事
後
審
査
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
｡
-
‥
･行
政
庁
が
､
行
政
訴
訟
の
時
点
に
い
た
る
ま
で
'
い
か
な
る
事
実
と
考
慮
に
ょ
っ
て
'
以
前

行
な
っ
た
処
分
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
留
保
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
も
は
や
法
治
国
家
的
行
政
の
要

請
に
令
致
し
な
い
｡
-
-
裁
量
行
為
に
理
由
付
け
を
欠
い
て
お
れ
ば
､
そ
れ
は
是
正
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
放
痕
で
あ
る
｣
と
述
べ
て
い

(7
)

る
0
ま
た
､
ア
イ
エ
ル
マ
ン
･
フ
レ
ー
ラ

I
は
'
裁
量
行
為
に
敢
庇
あ
る
場
合
と
し
て
'
行
政
庁
が
裁
量
決
定
を
す
べ
き
に
も
か
か
わ
ら

(8
)

ず
幡
東
行
為
に
関
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
行
為
し
た
場

合
､

お
よ
び
裁
量
行
為
が
誤
っ
た
理
由
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
た
場
合
を
あ
げ
'

後
に
裁
量
行
為
が
行
政
裁
判
手
続
の
間
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
､
ま
た
'
正
当
な
理
由
付
け
が
彼
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
ょ
り
'
こ

の
濃
庇
は
是
正
さ
れ
な
い
と
説
明
し
て
い
る
｡

北淡27(3･4-349)707



説

連
邦
行
政
裁
判
所
も
､
こ
の
裁
量
処
分
に
関
し
て
は
'

1
九
五
七
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
に
示
さ
れ
た
法
治
国
家
に
対
す
る
配

慮
に
冷
淡
で
あ
る
わ
け
で
は
な
-
､
｢
裁
量
の
審
査
を
可
能
に
す
る
た
め
に
､
負
担
的
裁
量
決
定
は
'
当
該
裁
量
決
定
が
基
づ
い
て
い
た
考

(;.)

諭

恵
を
,
そ
の
理
由
付
け
の
中
で
明
示
的
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
す
る
法
理
を
判
例
上
確
立
し
て
き
て
い
る
と
い
え
る
｡
た
だ
､

そ
の
場
令
に
も
'
右
法
理
は
､
市
民
に
は
裁
量
処
分
の
際
に
行
な
わ
れ
た
事
実
状
態
'
法
律
状
態
に
関
す
る
行
政
当
局
の
見
解
が
知
ら
さ

れ
な
い
の
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
と
ど
ま
り
'
し
た
が

っ
て
理
由
附
記
規
定
の
存
す
る
場
合
と
同
様
に
'

理
由
が

す

(川
)

ぐ
に
明
ら
か
で
あ
る
か
､
あ
る
い
は
相
手
方
に
知
れ
て
い
る
場
合
に
は
理
由
を
付
す
る
必
要
は
な
-
'
理
由
は
'
ま
た
'
行
政
裁
判
手

続

(;
)

で
知
ら
さ
れ
る
こ
と
で
足
り
る
.と
解
さ
れ
て
い
る
.

三

通
説

･
判
例
に
対
す
る
批
判
的
見
解
の
第
二
は
､
理
由
付
け
が
行
政
処
分
の
本
質
に
属
す
る
も
の
で
は
な
-
'
両
者
を
区
別
す
べ

き
で
あ
る
と
す
る
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
｡
理
由
付
け
を
行
政
処
分
と

一
体
と
し
て
理
解
す
べ
き
か
否
か
は
'
行
政
処
分
の
同

一
性
を
判

定
す
る
上
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
｡

ま
ず
'
行
政
処
分
の
理
由
付
け
な
い
し
そ
の
動
機

(M
ot

i
v

,

Bew
e
ggrund)
は
､
行
政
処
分
と
不
可
分
の

1
体
を
為
す
と
す
る
説
が

あ
る
｡
た
と
え
ば
､
｢
警
察
上
の
命
令
そ
れ
自
体
が
問
題
に
な

るの
で
は
な
い

｡
理
由
付
け
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
JJJ
う
と
い
ま
い
と
'
動

機
も
ま
た
必
然
的
に
警
察
処
分
に
属
す
る
｡｣
｢
命
令
の
趣
旨

(B
efe
hlssp
itz
e
)
以
外
に
'
意
図
さ
れ
た
事
実
と
の
内
的
な
関
連
も
処
分

に
属
す
る
｡
基
礎
に
あ
る
事
実
が
同

1
で
な
-
'
単
に
命
令
の
形
態
が

l
致
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
'
処
分
の
同

一
性

((dentitat)
･

(ほ
)

類
似
性
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
｡L
t
｢
行
政
裁
判
所
は
'
訴
え
ら
れ
た
行
政
行
為
を
'
そ
れ
が
異
議
審
査
決
定
に
よ

っ
て
形
造
く
ら
れ

た
よ
う
な
形
態
で
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
理
由
付
け
が
後
に
変
更
さ
れ
た
な
ら
ば
､
も
は
や
そ
れ
は
訴
え
ら
れ
た
行
政
行
為
で
は

(13
)

な
-
て
'
全
く
新
た
な
行
政
行
為
と
な
る
｡｣
と
主
張
す
る
学
説
は
'
明
ら
か
に
理
由
付
け
を
行
政
処
分
の
本
質
に
属
す
る
と
T<
な
し
て
い

る
｡
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取消訴訟における処分矧虫の追完

レ

ル

ヒ

エ

(
L
e
rche)
は
､
取
消
訴
訟
に
お
け
る
処
分
理
由
の
追
完
と
の
関
連
で
､
理
由
付
け
を
､
事
実
上
の
理
由
付
け

(tatsa
c
h

I

I-.T)

tic
h
e
r
G
rund)と
法
律
上
の
理
由
付
け

(rec
h
ttic
her
G
rund)
に
分
け
て
､
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
｡
｢
(新
た
な
事
実
の
追
完
に

お
い
て
は
)
へ実
際
新
た
な
行
政
行
為
が
問
題
と
な
る
｡
行
政
庁
の
決
定
が
依
拠
し
て
い
る
事
実
関
係
の
著
し
い
変
更
に
よ
り
行
政
行
為
の

具
体
的
形
態
も
変
更
さ
れ
る
｡
こ
の
'
具
体
性

(K
o

n
k
r
ethei()
の
変
更
は
'
同
時
に
目
的
が
同
じ
て
あ

っ
て
も
､
行
政
行
為
自
体
の

変
更
で
あ
る
｡｣
｢
い
か
な
る
行
政
行
為
も
'
具
体
的
場
合
の
規
制
の
た
め
に
発
せ
ら
れ
る
｡
し
た
が

っ
て
'
個
別
的
な
場
合
の
情
況
は
､

そ
れ
が
規
制
の
た
め
の
基
準
と
な

っ
て
い
た
限
り
'
同
時
に
行
政
行
為
自
体
の
徴
標
で
あ
る
｡｣
そ
し
て
､
取
消
訴
訟
に
お
い
て
事
実
上
の

理
由
を
変
更
す
る
行
政
庁
の
主
張
の
中
に
､
最
初
の
行
政
行
為
を
撤
回
し
､
ま
た
､
そ
こ
に
す
ぐ
に
新
た
な
行
政
行
為
を
発
す
る
と
い
う

,;
/

こ
と
か
あ
り
う
る
が
､
そ
の
場
合
に
は
'
最
初
の
行
政
行
為
の
取
消
を
求
め
る
原
告
の
訴
え
の
利
益
は
'

一
定
の
場
合
を
除
き
､
喪
失
す

る
こ
しJ
に
な
る
O
こ
れ
に
対
し
て
'
法
的
理
由
の
追
完
に
お
い
て
は
へ
事
実
関
係
に
変
更
を
き
た
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
､
行
政
行
為
が

基
本
的
に
変
更
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
し
か
し
'
そ
の
点
で
は
'
行
政
行
為
の
転
換

(K
o
n
v
e
rsio
n
)
と
共
通
し
て
お
り
､
法
的
理
由

､:a_
I

の
追
完
が
転
換
と
な
り
う
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
｡

事
実
上
の
理
由
付
け
を
問
題
に
す
る
が
'
特
異
な
説
を
主
張
し
て
､
理
由
の
追
完
の
限
界
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
の
は

ロ
イ

ス

(E
)

(

R

e

uL3)
で
あ
る
｡
ロ
イ
ス
も
'｢
行
政
行
為
は
'
単
に
'
そ
の
命
令
的
部
分

(anordnen
d
e
r
T
e
il)
'
処
分
命
題

(V
erfl'igungssa
tZ
)
､

単
な
る
処
分

(sc
htic
h
te
V
e
rftig
u
ng
)
､
主
文

(T
e
no
r)
'
命
令
の
趣
意

(
Be
feh
Lssp
itz
e
)
に
ょ

っ
て
の
み
個
別
化
さ
れ
る
の
で
は

な
い
｡
む
し
ろ
'
行
政
行
為
は
'
命
令
的
部
分
と
そ
の
原
因
と
な

っ
た
事
実

･
考
慮
に
対
す
る
基
礎
か
ら
な
る
不
可
分
の

1
体
で
あ
る
Q

行
政
庁
の
処
分
が
根
づ
い
て
い
る
こ
の
地
面
は
､
行
政
行
為
に
と
っ
て
の
本
質
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
｡｣
と
考
え
て
い
る
が
'
行
政
行

為
の

G
run
d
と

B
egrtindu
n
g
を
区
別
す
る
点
に
特
色
が
認
め
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
'
｢
い
か
な
る
行
政
行
為
も

G

run
d

を
有
す
る

が
t
B
e
g
rtin
d
u
n
g
の
な
い
'
そ
れ
故
に

G
run
d
の
告
知

(
K
u
n
d
m
ach
u
n
g
)
な
し
に
発
せ
ら
れ
る
行
政
行
為
も

G
run
d
は
有
す
る

北法27(3･4-35日709



説

の
で
あ
る
｡｣
と
こ
ろ
で
､
理
想
と
し
て
ほ

G
ru
n
d
と

B
eg
rtin
d
u
n
g
と
は
重
な
-
合
う
の
で
あ
る
､か
t
G
ru
n
d
が

l
切

B
e
g
rlin
d
u
n
g

の
中
に
記
載
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
う
し
た
上
で
､｢
B
e
grtin
d
u
n
g
の
追
完
あ
る
い
は
補
充
は
'
行
政
行
為
に
と
っ
て
実
際
に
決
定

論

的
と
な

っ
て
い
た

G
run
d

の
範
囲
内
で
は
常
に
許
さ
れ
る

｡｣
つ
ま
り
,
｢
こ
の
範
囲
内
で
行
な
わ
れ
る
新
た
な

B
e
gr､in
d
u
n
g
の
追
完

は
'
行
政
行
為
の
発
布
に
と

っ
て
ど
っ
ち
み
ち
原
因
と
な

っ
て
い
た
所
与
の
事
実
の
ヴ

ェ
ー
ル
を
剥
ぐ
こ
と
で
し
か
な
い
｡L
L
か
L
t
こ

の

G
run
d
自
体
の
変
更
に
関
し
て
は
､
｢
事
実
上
の

G

rund
の
追
完
､
そ
れ
故
に
他
の
事
実
関
係
の
補
完
に
お
い
て
は
'
通
常
'
行
政

行
為
の
同

一
性
の
変
更
が
認
め
ら
れ
る

(
か
ら
許
さ
れ
な
い
)
｡
た
だ
そ
の
際
に
､
新
た
な
事
実
は
､
た
ま
た
ま
新
た
に
主
張
さ
れ
た
だ
け

の
も
の
で
な
い
こ
と
'
そ
れ
散
に
'
-

述
べ
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
ー

す
で
に
行
政
行
為
を
発
す
る
際
に
､
行
政
庁
に
と
っ
て
決

定
的
と
な

っ
て
い
た
事
実
に
属
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
｡
(
こ
れ
に
反
し
て
)
す
で
に
行
政
行
為
に
と
っ
て
決

定
的
で
あ

っ
た
事
実
'
す
な
わ
ち
､
そ
の
-

潜
在
的
な

G

rund
に
属
し
て
い
る
I

新
た
な
事
実
の
追
完
は
､
し
た
が

っ
て
常
に
許

さ
れ
る
｡｣
と
主
張
す
る
｡

｢i
､

ク
-

ソ
ガ

-

(K
lin
ge
r
)

に
お
い
て
も
'
事
実
上
の
理
由
と
法
律
上
の
理
由
は
区
別
さ
れ
て
い
る
O
L
か
L
t
ク
-

ソ
ガ

I
の
場
合

に
は
'

こ
の
区
別
は
親
症
あ
る
行
政
行
為
の
転
換
の
問
題
と
の
関
連
で
扱
わ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
彼
に
ょ
れ
ば
ド

イ
ツ
民
法

一
〇
四

条
の
規
定
す
る
よ
う
な
､
無
効
の
法
律
行
為
の
転
換
を
準
用
し
た
無
効
の
行
政
行
為
の
転
換
は
'
無
効
の
行
政
行
為
が
転
換
さ
れ
る
べ
き

代
替
行
為
も
同
じ
汲
症
を
帯
び
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
'
通
常
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
し
た
が

っ
て
へ
転
換
は
無
効
の
敢
症
の
付
着
し
て
い

な
い
行
政
行
為
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
が
'
そ
れ
も
､
鼓
庇
あ
る
行
政
行
為
が
'
そ
の
性
格
'
そ
の
効
果
に
お
い
て
本
質
的
に
区
別

さ
れ
た
別
の
行
政
行
為
に
置
き
か
え
ら
れ
あ
る
い
は
書
き
か
え
ら
れ
る
場
合
に
は
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
｡
そ
う
す
る

と
'
法
的
現
由
の
追
完
は
'
こ
の
意
味
で
の
転
換
で
は
な
い
が
'
認
め
ら
れ
得
る
転
換
と
し
て
は
､
車
実
の
追
完
は
行
政
行
為
の
同

一
性

を
変
更
す
る
と
い
う
レ
ル
ヒ
ェ
'

ロ
イ
ス
の
見
解
に
従
-
と
す
れ
ば
'
事
実
上
の
理
由
の
追
完
の
み
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い

こ
と

に
な

北法27(3･4-3521710



取消訴訟における処分理由の追完

る
.

と
こ
ろ
で
､
行
政
庁
が
行
政
行
為
を
し
た
時
の
事
実
上
の
理
由
は
そ
れ
を
是
認
し
な
い
が
へ
取
消
訴
訟
に
お
い
て
'
行
政
行
為
を
適

法
な
ら
し
め
る
別
の
理
由
を
行
政
庁
が
主
張
し
､
あ
る
い
は
裁
判
所
自
体
が
そ
れ
を
認
め
る
と
き
に
は
､
行
政
行
為
は
可
能
と
思
わ
れ
る

限
り
国
家
的
権
威
の
利
益
の
た
め
に
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
要
請
か
ら
'
裁
判
所
は
原
告
の
.訴
え
を
棄
却
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
主
張
す
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
'
理
由
付
け
が
行
政
行
為
と

一
体
を
為
し
'
行
政
行
為
は
理
由
付
け
の
追
完
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
と
す
る
こ
の
よ
う
な
見
解

は
'
な
お
少
数
説
に
と
ど
ま
り
'
通
説

･
判
例
は
'
行
政
行
為
は
主
文
が
同

一
で
あ
る
限
り
原
則
と
し
て
同

一
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
｡

四

西
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
法

一
一
三
条
は
'
行
政
行
為
が
遵
法
で
あ
り
､
か
つ
こ
れ
に
よ
り
原
告
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
限
り
'
裁

判
所
は
'
行
政
行
為
お
よ
び
異
議
審
査
決
定
を
取
消
す
と
規
定
す
る
｡
行
政
行
為
が
違
法
で
あ
る
か
ど
う
か
は
'
裁
判
所
が
'
職
権
に
よ

り

(VO
n

A
m
ts
w
e
gen
)
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る

(
同
法
八
六
条
)
O
職
権
探
知
主
義

(U
n
te
rsuch
u
n
g
sgrun
d
sa
tz
)
を
定
め
た

こ
の
規
定

か
ら
'
通
説
･
判
例
は
､
原
則
と
し
て
'
行
政
行
為
の
主
文
'
お
よ
び
'
行
政
庁
の
決
定

に
と
っ
て

一
定
の
役
割
を
果
た
し
て

い
た
か
ど
う
か
'
原
告
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
係
な
-
'
行
政
行
為
を
是
認
し
-
る
と
考
え
ら
れ
る
理
由
す
べ
て
を

争
い
の
対
象

(Streitge
ge
ns{an
d
)

と
み
な
し
､
事
実
上
､
法
律
上
の
あ
ら
ゆ
る
観
点
か
ら
行
政
行
為
の
違
法
性
を
審
理
す
べ
き
裁
判

(e
)

所
の
権
利
と
義
務
と
を
肯
定
す
る
｡
こ
の
よ
う
な
行
政
裁
判
手
続
の
構
造
を
前
提
と
す
る
限
り
､
行
政
庁
は
､
行
政
行
為
を

発

す

る
際

に
'
そ
れ
を
正
当
化
す
る
事
実

･
法
的
根
拠
を
全
て
挙
げ
る
必
要
は
な
く
'
行
政
裁
判
所
は
､
通
常
'
行
政
行
為
を
発
し
た
と
き
に
存
在

し
て
ほ
い
た
が
へ
行
政
訴
訟
の
段
階
で
は
じ
め
て
'
行
政
庁
に
よ
っ
て
そ
れ
を
理
由
づ
け
る
た
め
に
追
完
さ
れ
た
事
実

･
法

的

根

拠

を

｢叩こ

も
へ
取
消
訴
訟
に
お
い
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
も
へ

こ
の
場
合
に
行
政
庁
の
理
由
の
追
完
を
許
さ
な
い
と
す
る
こ
と
は
'

行
政
庁
は
結
局
他
の
理
由
を
付
し
た
新
た
な
行
政
行
為
を
発
す
る
こ
と
に
な
り
'
裁
判
所
に
よ
る
最
初
の
行
政
行
為
の
取
消
し
は
'
争
い

を
解
決
す
る
も
の
で
は
な
-
'
新
た
な
訴
訟
の
提
起
に
よ
っ
て
訴
訟
経
済
上
も
好
ま
し
か
ら
ざ
る
結
果
を
も
た
ら
す
と
い
う
実
際
上
の
要

(21
)

請
が
存
す
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
｡

北法27(3･4T3531711



説

五

7
般
的
に
'
取
消
訴
訟
に
お
い
て
行
政
庁
お
よ
び
裁
判
所
に
よ
る
理
由
の
追
完
が
妨
げ
ら
れ
な
い
と
し
て
も
'

こ
の
原
則
に
は
'

学
説

･
判
例
上
'
い
-
つ
か
の
重
要
な
制
約
が
認
め
ら
れ
て
い
る
｡

諭

a

ま
ず
,
行
政
庁
に
よ
っ
て
追
完
さ
れ
,
あ
る
い
は
裁
判
所
に
よ

っ
て
確
定
さ
れ
た
理
由
を
取
消
訴
訟
で
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
､

(2.)

行
政
行
為
の
本
質
が
変
更
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
｡
し
か
し
て
'
｢
行
政
行
為
に
お
い
て
も
､
そ
の
宣
言

(
A
ussage
)
と
そ
の
理
由
付
け
と

は
区
別
さ
れ
る
｡
宣
言
は
､
行
政
行
為
に
他
の
理
由
付
け
が
附
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
変
更
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
｡
と
い
う
の
は
'
行
政

庁
は
'
こ
こ
で
常
に
同
じ
こ
と
を
宣
言
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
を
た
だ
他
の
方
法
に
ょ
っ
て
維
持
し
ょ
う
と
す
る
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
｡
そ
れ
故
に
､
例
外
を
除
き
'
他
の
法
的
な
理
由
付
け
に
よ
っ
て
他
の
行
政
行
為
が
作
ら
れ
る
の
で
は
な
-
て
'
た
だ
同

1
の

(.[･.)

行
政
行
為
が
他
の
基
礎
の
上
に
置
か
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡｣
と
述
べ
る
連
邦
行
政
裁
判
所
の
決
定
に
鮮
明
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ

(24
)

う
に
へ
行
政
行
為
の
同

1
性
を
定
め
る
基
準
は
'
そ
の
主
文
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
｡
主
文
が
同

l
で
も
行
政
行
為
の
変
更
が
あ
り
う

る
場
合
と
し
て
､
ア
イ

エ
ル
マ
ン
･
フ
レ
ー
ラ

ー
は
'
行
政
庁
の
管
轄
権
が
変
る
場
合
'
法
律
上
の
規
定
か
ら
行
政
行
為
の
変
更
が
効
果

(25
)

と
し
て
生
ず
る
場
合
'
行
政
庁
が
裁
量
決
定
を
す
べ
き
に
拘
ら
ず
稿
束
決
定
を
行
な
っ
た
場
合
t
を
挙
げ
る
が
'
判
例
上
承
認
さ
れ
て
い

(26
)

る
と
は
い
い
煙
い
｡

(27
)

b

理
由
の
追
完
に
よ
っ
て
､
原
告
の
権
利
防
禦
(
R
e
c
h
tsr
veteidigu
n
g
)
が
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
'
訴
訟
手
続
の

｢[J.)

間
に
､
理
由
の
追
完
に
対
し
て
､
意
見
を
表
明
す
る
機
会
が
原
告
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
'
原
告
に
最
初
か
ら
正
当
な
鋸
由

が
知
ら
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
､
訴
え
に
見
込
み
が
な
い
こ
と
を
知

っ
て
こ
れ
を
放
棄
し
た
と
か
へ
被
告
の
行
為
に
ょ

っ
て
原
告
に
不
測
の

費
用
が
生
じ
た
と
か
は
､
原
告
の
権
利
防
禦
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
｡

C

判
決
の
中
に
は
'
行
政
行
為
が
法
律
上
の
規
定
に
基
づ
き
'
行
政
庁
の
職
員
と
は
異
な
る
者
か
ら
も
構
成
さ
れ
て
い
る
委

員

会

(A
tlSSCl岩
f
S
)

に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
'
理
由
の
追
完
を
認
め
る
と
す
れ
ば
'
被
告
の
後
か
ら
の
措
置
に
ょ
っ
て
行
政
行
為
が

北扶27(3･4-354)712



取消訴訟にbける処分理由の追完

異
な

っ
た
内
容
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
L
t
委
員
会
自
体
法
律
に
ょ
っ
て
意
図
さ
れ
た
意
義
を
失
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る

(即
7

か
ら
'
追
完
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
も
の
が
あ
る
｡

d

学
説

･
判
例
が
､
裁
量
処
分
に
つ
い
て
理
由
を
付
す
べ
き
こ
と
を
要
求
し
'
行
政
庁
に
よ
っ
て
遅
-
と
も
取
消
訴
訟
の
段
階
で
相

手
方
に
理
由
が
知
ら
さ
れ
な
い
限
り
へ
取
消
さ
れ
る
べ
き
敢
庇
が
存
す
る
と
解
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
が
'
裁

判

所

に

ょ
る
理
由
の
追
完
は
'
そ
れ
に
ょ
っ
て
行
政
庁
の
裁
量
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
'
裁
判
所
が
行
政
行
為
を
行
な
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う

場

(30
)

合
に
は
'
許
さ
れ
な
い
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
､
行
政
庁
に
よ
る
理
由
の
追
完
を
も
許
さ
な
い
と
み
る

一
部
の
学
説
も

(a
)

あ
る
が
'
多
-
の
学
説

･
判
例
は
､
権
力
分
立
､
司
法
権
の
行
政
権
に
対
す
る
関
係
か
ら
､
裁
判
所
に
よ
る
理
由
の
追
完
が
制
約
さ
れ
る

と
理
解
す
る
｡

六

以
上

の
､
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説

･
判
例
の
展
望
を
通
じ
て
明
ら
か
な
こ
と
は
'
少
-
と
も
通
説

･
判
例
は
'
取
消
訴
訟
に
お

い
て

理
由
の
追

完
を
認
め
な
い
と
す
る
結
論
を
承
認
す
る
に
つ
い
て
は
へ
か
な
り
消
極
的
で
あ
る
か
'
ま
た
は
相
当
の
た
め
ら
い
を
み
せ

て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
通
説

･
判
例
は
､
法
律
上
理
由
を
付
す
べ
き
旨
の
特
別
の
規
定
あ
る
場
合
､
お
よ
び
へ
法
治
国

家
の
原
理
か
ら

一
般
的
に
事
前
に
理
由
を
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
も
'
理
由
の
欠
紋
が
直
ち
に
'
当
該
行

政
行
為
の
取
消
し
に
結
び
つ
-
放
庇
で
あ
る
と
は
考
え
て
お
ら
ず
'
行
政
訴
訟
の
段
階
で
相
手
方
に
理
由
が
知
ら
し
め
ら
れ
れ
ば
'
行
政

行
為
は
最
初
か
ら
適
法
な
も
の
と
し
て
存
続
し
続
け
る
と
解
し
て
い
る
と
い
え
る
｡
こ
の
こ
と
は
ま
た
､
西
ド
イ
ツ
の
通
説

･
判
例
の
依

っ
て
立
つ
手
続
法

一
般
に
対
す
る
理
解
と
符
合
す
る
｡
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
､
周
知
の
よ
う
に
'
オ
ー
ス
ト
リ
ア
行
政
法
と
の
密
接
な

親
近
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
従
来
'
オ
ー
ス
ト
-
ア
1
般
行
政
手
続
法

(A
ttgem
ein
es
V

erW
a
l
tun
g
sv
e
rfa
h
renSgeSe
tZ)
に
は
ほ
と

ん
ど
注
目
を
示
さ
ず
､
行
政
法
学
の
主
た
る
目
標
は
､
行
政
裁
判
所
に
よ
る
行
政
の
事
後
的
統
制
に
向
け
ら
れ
'
行
政
作
用
の
手
続
的
規

制
に
つ
い
て
は
無
関
心
で
あ

っ
た
｡
と
こ
ろ
が
へ
最
近
に
至
っ
て
よ
う
や
-
'
行
政
の
能
率
化

･
経
済
化
､
国
民
の
権
利
利
益
の
保
護
､

北法27(3･4-355)713



説

行
政
裁
判
所
の
負
担
軽
減
と
い
っ
た
実
際
的

･
法
理
論
的
要
請
か
ら
'
行
政
に
対
す
る
手
続
的
規
制
の
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
､

一
九
六
三

5珊
(

年
に
は
､
行
政
手
続
法
草
案

(E
n
tw
u
rf
e
in
es
V
erw
a
l
tun
g
sv
erfa
hrensgesetz
v
.
)
9
6
3
)

が
作
成
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
概
し

論

て
い
え
ば
,
こ
の
行
政
に
対
す
る
手
続
的
規
制
の
意
義
が
､

い
ま
だ
必
ず
し
も
十
分
に
学
説

･
判
例
の
中
に
浸
透
し
て
い
る
と
は
い
い
難

い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
｡
た
と
え
ば
､
通
説

･
判
例
は
'
行
政
手
続
法
の
基
本
的
な
原
則
あ
る
い
は
規
定
の
違
反
は
'
違
反
す
る

規
定
の
目
的
が
'
裁
判
手
続
に
お
け
る
そ
れ
に
対
応
し
た
行
為
に
よ
っ
て
な
お
も
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
治
癒
す
る
こ
と
が

(:･?)

で
き
る
と
考
え
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
の
考
え
方
は
'
同
じ
-
手
続
上
の
親
政
で
あ
る
理
由
附
記
義
務
違
反
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
の
で

あ

る

｡

一
九
六
七
年
の
表
現
に
か
か
る

一
九
六
三
年
の
行
政
手
続
法
草
案
三
五
条

一
項
は
､
法
三
四
条
に
よ
り
行
政
行
為
を
無
効
と
し
な

い
手
続

･
形
式
規
定
の
違
反
は
'
必
要
な
理
由
づ
け
が
後
に
与
え
ら
れ
る
場
合
に
は
考
慮
さ
れ
な
い
と
定
め
て
'
事
後
の
理
由
の
追
完
に

(I
)

よ

っ
て
敢
漉
あ
る
理
由
づ
け
の
治
癒
が
実
定
法
上
に
も
許
容
さ
れ
る
根
拠
が
与
え
ら
れ
て
い
る
｡

も
と
よ
り
'
こ
う
い
っ
た
見
解
に
は
'
先
に
も
み
て
き
た
よ
う
に
'
学
説

･
判
例
は

1
定
の
制
約
を
認
め
て
き
て
お
り
'
そ
の
限
り
で

は
無
条
件
に
理
由
の
追
完
を
認
め
る
わ
け
で
は
な
い
｡
ま
た
､
放
痕
あ
る
理
由
づ
け
で
あ

っ
て
も
､
行
政
訴
訟
に
お
け
る
事
後
の
追
完
に

よ
っ
て
治
癒
さ
れ
う
る
と
い
う
連
邦
憲
法
裁
判
所
お
よ
び
連
邦
行
政
裁
判
所
の
見
解
､
お
よ
び
行
政
手
続
法
草
案
に
対
し
て
は
'
そ

れ

が

理
由
強
制
の
意
義
を
正
し
-
理
解
し
て
お
ら
ず
'
行
政
手
続
の
意
義
が
'
総
じ
て
あ
ま
り
に
も
低
-
評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
う
観
点
の
下

(訴
)

に
､
強
い
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
看
過
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡

(-
)

学
説
･
判
例
の
l
般
的
傾
向
で
あ
る
｡

i()lnger一
aaO
.
S
.
196
;Z
sc
hacke
,
'laO
.
S
.
4
15
:
Schtitz,
N
achsch
ieben
v()n
G
L(Znden,

B
er山ch
tig
ung
der
B
ezeich
nung
und
"K
onversion
"
bei
V
erw
alt
u
ll
gSakten
,
M
D
R
1954
S
.495
;
B
V
erw
G
B
esch
I.
V
.
24.
9
.
1953

B
V
erw
G
E
r

12
;
B
V
e
rw
G
U
rt.
V.
T
31
11
1955
B
V
elW
G
E
1.
3
Tl
;
BV
e
r
w

G

U
rt_
V
.
14
.
10.

1965
D
t)V

19
6

6
S
.
137

;W
iirttB
ad
V
G
H
U
rt.
V
.
6
.
tD
.
195O
D
V
B
l
t95
1
S
.
112
;
B
ayer
V
G
H
v
.
13
.
2.

1952
Z
M
R
l
g
5

3
S
.
g
T.
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取消訴訟における処分理由の追完

(

2
)

O
V
G

K
o
b
】e
n
z
v
.
2
9
.

3
1
79
5B
D
V
B
l
lg
5
8
S
.
8
3
5
.

(

3
)

F
o
rsth
o
ff.
a
d
o
.
S

.
2
3
0
.
ウ
レ
ほ
､
相
手
方
は
'
要
件
が
完
全
に
正
し
-
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
'
行
政
庁
が
挙
げ
ら
れ
た
立
証
を
正
当
に
評
価

し
た
か

ど
う
か
'
行
政
わ
れ
か
法
的
な
点
で
異
論
な
-
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
-
て
ほ
な
ら
な
い
へ
け
だ
し
そ

う
し
た
時
に
の
み
取
消
の
期
待
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
t
と
す
る
観
点
か
ら
'
行
政
手
続
に
お
け
る
閲
覧
権
の

一
つ
と

し

て
'
負
担
的
行
政
行
為
の
十
分
L‥〈理
由
づ
け
を
要
求
す
る
権
利
を
あ
げ
て
い
る
(U
le
,
V
e
rw
a
ttu
n
g
sv
e
rfah
ren
u
n
d
V
erw
a
)tu
n
g
sg
eTic
h
tsb
ark
c
it
}

D
V
B
l
19
5
7
S
1
6
D
2
)
O

(4
)

B
V
e
rfG

U
rt.
V

一

6
.
1
.
1
9

57

B
V
erfG
E
6
.

3
2
f
(4
4
)

こ
3V

erfG
Urt
.
V
.
3
0
.

7
0
.

lg
5
6
D
V
B
〓

9
5
7
S
.
2
0
0

f
(
2
ロ
3
)
.

(5
)
特
別
の
規
定
な
き
限
り
､
′〓

政

処
分

に
は
理
由
附

記

を
要
し
な
い
と
す

る
連
邦
行政
裁
判
所

の

判

決

に
対
し
て
は
､
V
G
H
F
r
e
i
b
ur
g

U

r
t

v

.
5
.

121
195
5
N
IW

19
5
7
S
.
3
6
か
'
｢
行
政
行
為
の
発
布
の
際
の
理
由
強
制
の
問
題
は
'
基
本
法

1
九
条
四
項
に
よ
っ
て
保

障
さ
れ
た権
利
保
護
の
観

点

の
下
で
､
法
治
悶
家
を
光
1華
と
し
て
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
行
政
行
為
を
発
布
す
る
に
つ
い
て
決
定
的
と
な

っ
て
い
た
理
由
を
挙
げ
る
こ
と
は

今
日
法
治
国
家
の
要
請
と
み
な
さ
れ
て
い
る
｣
と
述
べ
て
疑
問
を
提
起
し
た
が
､
理
由
付
け
を
欠
く
行
政
処
分
も
'
そ
れ
に
よ
っ

て
相
手
方
の
権
利
妨

害
を
生
じ
な
い
な
ら
は
'
凡職
庇
あ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
と
み
て
い
る
の
で
'

結
論
的
に
は
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
決
と
あ
ま
り
差
は
な
い
.
O
V
G

B
erlin
U
rt
.
V
.
2
1
.
一
.
19
5
g
D
V
B
二

9
5
9
S
1
5
14
,
5
17
は
'
｢
重
大
な
方
法
で
原
告
の
法
的
地
位
を
侵
膏
す
る
行
政
行
為
の
理
由
付
け
に
関
す

る

行

政
庁
の
義
務
は

､

一
般
的
な
法
治
国
家
の
原
則
か
ら
生
ず
る
｣
と
判
示
す
る
が
'
原
告
が
訴
え
を
提
起
し
た
後
は
､
訴
訟
手
続
中
に
､
理
由
付
け

の
追
完
を
認
め
る
｡
逆
に
､

一
i延
の
行
政
処
分
に
理
由
を
要
し
な
い
と
法
律
が
明
示
的
に
定
め
て
い
る
場
合

(油
7
R
ICh
tc
rw
uh
lo
rd
n
u
n
g
)
に
つ
い

て
t
O
V
G

B
e
rlin
U
rt
.
V
.
8
.
7
1
19
5
4
D
V
B
l
19
5
4
S
.
74
3

は
t
も
し
そ
れ
が
､
取
消
訴
訟
の
提
起
後
も
理
由
付

け
を
拒
否

す
る
も
の
と
す

れ
ば
､
取
消
訴
訟

が
実
際
上
不
可
能
に

な
っ
て
し
ま
い
､

基
本
法

1
九
条
四
萌
と
矛
盾
す
る
の
で
'
取
消
訴
訟
提
起
後
は
群
由
の
申
し
立
て
が
妨
げ
ら

れ
て
ほ
な
ら
な
い
と
解
し
た
｡

(
6
)
B
en
(ler
VA
ll
ge
m
eines
V
erw
attung
srecht一
2
A
1Jf).
19
5
6
S
.
l
二

は
'
｢
い
か
な
る
行
政
行
為
も
'
そ
れ
を
具
体
化
し
'
時
に
は
法
律
上
の

規

定
に
よ
り

形
式
的

な
理
由
付
け
の
中
で
通
知
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

(
理
由
強
制
)
根
拠
に
基
づ
い
て
い
る
O
行
政
行
為
は
そ
の
場
合
に
'
単
な
る
命

令

(
主
文
'
処
分
の
趣
意
)
の
み
な
ら
ず
'
事
実
上

･
法
律
上
の
観
点
に
お
け
る
理
由
の
表
明
か
ら
も
成
り
立
っ
て
い
る
｡
S
l不
的
な
法
律
上
の
規
定

が
存
し
な
-
て
も
'
全
て
の
書
面
で
発
せ
ら
れ
る
負
担
的
行
政
行
為
に
お
い
て
は
'
相
手
方
に
救
済
手
段
の
機
会
の
判
断
を
可
能
に
す
る
た
め
に
へ
坪

由
の
表
明
は
少
-
と
も

〟
望
ま
し
い
〃
(
erw
C
コSC
h
t)｣
と
し
て
い
る
｡
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.
S
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G
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195
9
S
1
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V
erw
G
U
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1
8
.
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.
196
7
D
V
B
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2
S
.
5
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;
B
V
erw
G
U
rt.
14
.
lC
L
.
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B
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G
E
2
2
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2
15
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W
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V
G
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U
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V.
2
6
.
9.
195
2
V
R
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r.
5.
N
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12
3
.

(
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J

B
V
erw
G
U
rt.
V
.
4
.
12
.
195
g
B
V
erw
G
E
10,
3
7,
4

3
は

､

原
告
が
行
政
行
為
の
基
礎
に
さ
れ
て
い
た
事
実
を
'
行
政
裁
判
手
続
の
開
始
以

前
に
す
で
に
知
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
'
公
務
員
免
職
処
分
の
手
続
上
の
環
痕
の
主
張
を
排
斥
し
た
Q

(
‖
)

た
と
え
ば
t
B
V
er/vG
U
rt.
V
.
14
1
一〇
.
1965
B
V
erw
G
E
2
2
,
2
15
は
'
｢
行
政
庁
は
､
木
質
的
な
理
由
を
行
政
裁
判
手
続
で
は
じ
め
て
挙
げ
ら

こ
と
で
足
り
う
る
o

こ
の
こ
と
は
原
則
と
し
て
裁
量
決
定
に
対
し
て
も
東
記
さ
れ
る
｡｣
と
述
べ
､
B
V
erw
G
U
rt.
V
.
2
8
1
4
.
1966
D
t)V

196
7

S
.∽い
も
､
公
務
員
の
配
転
処
分
に
関
し
て
､
｢動
機
に
暇
痕
の
あ
る
配
転
処
分
は
'

〟
訴
訟
手
続
に
お
い
て
他
の
理
由
を
追
完
す
る
こ
と
に
よ
り
暇
症

が
な
く
な
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
〃
と
い
う
解
決
は
誤
り
で
あ
る
｡
当
該
事
案
に
お
い
て
も
へ
連
邦
行
政
裁
判
所
が
､
行
政
訴
訟
手
続
に
お
け
る

理
由
の
追
完
の
問
題
に
関
し
て
発
興
さ
せ
て
き
た

1
娘
的
な
行
政
法
上
の
法
原
則
が
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
｡｣
と
述
べ
て
'
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
O

同
旨
の
判
決
と
し
て
ほ
､
B
V
erw
G
U
rt.
V
.
28
,
l
l.
7958
B
V
erw
G
E
8
.
4
6
;
B
V
erw
G
U
rt.
V
.
一5
.
4
.
195
g
B
V
erw
G
E
8
.
23
4
.
ち

っ
と
も
'
理
由
を
欠
く
裁
量
処
分
の
暇
症
を
認
め
､
行
政
訴
訟
手
続

の
中
で
こ
の
理
由
の
追
完

を

許
さ
ず
'
行
政
処
分
を
取
消
す
べ
き
と
す
る
下
級
審

の
裁
判
例
は
あ
る
｡
W
LirttB
ad
V
G
H

v
.
19
.
芦

194
8
D
.j
v

1949
S
.
一7g
;
V
G
H

F
reib
u
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v
.
8
.
9
1

1958
V
R
sp
r,
l
l
N
r.
一3
1
:

W
firttB
ad
V
G
H
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.
2
6
1
9
.
195
2
V
R
spr.
5
N
r.
123
.

(12
)

T
a
n
n
ert〉
JW

T938
S
.
3
2
3
3
1

(
13
)

H
u
fnag
l
,
O
v

7
9
5
1
S
.

22
1.

(14
)

L
erc-声

D
as
N
ac
h
scltiel)en
｡tatsa
ch
)lCher"
G
riinde
in
A
n
fec
htung
sp
rozeE3.
N
IW

一g5
3
S
.
18
97
f.

(

15

)

レ
ル
ヒ
ェ
に
よ
れ
､ほ
'
訴
訟
に
lP
け
る
行
政
行
為
の
発
布
自
体
の
有
効
性
が
問

題
と
な
る
と
き
'
あ
る
い
は
､
最
初
の
行
政
行
為
の
効
果
が
持
続
す

る
よ
う
な
場
合
は
､
行
政
行
為
が
違
法
で
あ
っ
た
旨
を
宣
言
す
る
判
決
を
得
る
利
益
が
生
ず
る

(現
在
の
西
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
法

〓

三
条

一
項
)｡

そ
し
て
'
原
告
が
'
追
完
さ
れ
た
坪
山
か
ら
結
論
さ
れ
た
主
張
に
反
対
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
え
ば
､
本
案
が
解
決
さ
れ
た
と
宣
言
す
べ
き

(
こ

れ
に
よ
り
'
費
用
負
担
の
点
て
原
器
に
有
利
に
な
る
O
当
時
の

i
128
A
b
s.2
G
esetz
tib
er
d
ie
V
erw
a
ltu
n
g
sg
erich
tsb
a
rk
elt
ftir
B
ayern

等
)
だ
し
､
追
完
さ
れ
た
理
由
が
不
十
分
だ
と
思
え
は
'
原
告
は
､
訴
え

の交
換
的
変
更
､
拡
張
的
変
更
を
せ
ざ
ろ
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
O
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取消訴訟における処分理由の追完

へ
16
)

単
な
る
法
的
部
由
の
追
完
は
別
と
し
て
'
事
実
上
の
理
由
の
追
完
は
'
行
政
行
為
の
同

1
性
を
害
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
'
裁
判
所
自
体
が
そ
れ
を

為
す
こ
と
は
'
裁
判
所
が
/t=政
行
為
を
発
す
る
こ
と
に
な
り
許
さ
れ
な
い
o
L
erch
e
〉
a
aO
.
S
.
18
9
9
.

(
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)
R
eu
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D
er
V
e
コ
くa
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n
g
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k
t
u
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e
B
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d
u
n
g
一
D
V
B
〓

9
5
4
S
,
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f.

(
18
)

K
linger,
zlaO
.
S
.507
f.
な
お
ク
リ
ン
カ
ー
の
こ
の
所
説
に
つ
い
て
は
'
高
林
克
己

｢
暇
痕
あ
る
行
政
行
為
の
転
換
と
処
分
理
由
の
追
加
｣
法
曹

時
報
二

一
巻

四
号
五
頁
｡

(
19
)

E
y
e
rm
a
n
n
-
F
r6
h
Ler
,
im
O
.
S
.
6
5
0
;
R
ed
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e
r-v
I
0
erzten
〉
V
erw
a
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n
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n
u
n
g
〉
K
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n
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4
A
u
f1.
1
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7
,
19
zu
功

一
13
;
Schiitz
〉
a
a
O
.
S
.
459

.

も

っ
と
も
'
シ
ュ
ッ
ツ
は
へ
法
律
上
の
理
由
の
追
完
に
つ
い
て
､

一
連
の
要
件
の
下
で
'
行
政
裁
判
手
続
に
お
け
る

職
権
探
知
主
義

(U
ntcrsu
c
hLln
g
Sm
a
X
Jm
e
)
に
基
づ
く
こ
の
法
理
を
肯
t疋
す
る
｡
事
実
上
の
理
由
の
追
完
は
'｢
行
政
行
為
は
'
そ
れ
を
正
当
づ
け
る

も
の
と
さ
れ
た
事
実
が
不
存
在
で
あ
っ
た
場
合
に
も
違
法
と
み
な
さ
れ
る
｣
と
規
定
す
る
当
時
の

M
R
V
O

N

i.
16
5
(
イ
ギ
リ
ス
地
区
軍
政
府
命
令

7
六
五
号
)
三

二
条
二
項
の
趣
旨
か
ら
'
裁
判
所
は
申
し
立
て
ら
れ
た
事
実
で
は
な
く
､
客
観
的

に
存
存

在
して
い
た
事
実
を
探
索
す
べ
き
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
O
判
例
も
'｢
行
政
裁

判
所
は
'
事
実
関
係
を
本
案
判
決
に
必
要
な
範
圃
で
解
明
し
'
何
ら
捉
起
さ
れ
た
訴
え
を
判
決
し
な
れ
け
ば
な
ら
な

い
｡
裁
判
所
は
'(
h
政
庁
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
理
由
の
誤
り
が
判
明
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
)
事
実
を
､
考
え
ら
れ
う
る
全
て
の
理
由
を
考
慮
し
て

自
ら
解
明
し
'
終
局
的
に
判
決
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
解
す
る
｡
B
V
erw
G
U
rt.
v
I
4
1
3
.
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6
0
D
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〓
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V
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.
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t
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.
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.
し
か
し
'
｢
免
職
に
関
連
の
あ
る
要
件
が
存
す

る
事
実
関
係
の
変
更

は
'
少
-
と
も

'
行
政
庁が
そ
れ
を
追
完
す
る
場
合

､
す
な
わ
ち
､
裁
判
手
続
に
お
い
て
他
の
事
実
を
も
批
難
の
基
礎
に
し
よ
う

と
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
場
合
に
の
み
許
さ
れ
る
｡
こ
の
追
完
が
な
け
れ
ば
､
行
政
裁
判
所
は
'
免
職
が
他
の
事
実
関
係
に
基
づ
き
是
認
さ

れ
る
か
ど
う
か
を
'
自
ら
審
査
す
る
権
能
を
有
し
な
い
｣
と
判
示
し
た
判
決
も
あ
る

(
B
V
e
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.
2
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.
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.
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V
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S
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S
.
4
60.

ウ
レ
ほ
へ
｢裁
判
所
が
､
行
政
行
為
を
'
後
に
提
出
さ
れ
た
事
実
上

･
法
律
上
の
理
由
が
そ
れ
を
是
認
す
る
に
か
か
わ
ら

ず
'
最
初
の
理
由
が
誤

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
取
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
耐
え
が
た
い
形
式
主
義

(u
n
ertr蒜
lic
h
er

F
o
rm
a
tism
u
s)
で
あ
ろ
う
｣
と
い
う

(
U
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O
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.
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(
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)

E
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h
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195
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E
y
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F
r6
h
ter,
a
a
O
.
S
.
6
5
一.
そ
の
限
り
で
は
'
先
に
述
べ
た
レ
ル
ヒ
ェ
'

ロ
イ
ス
等
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
'
理
由
の
変
更
に
よ
り
行

政
行
為
も
変
更
さ
れ
る
と
み
る
見
解
は
'
通
説

･
判
例
に
よ
り
明
確
に
排
斥
さ
れ
て
い
る
｡

E
y
erm
an
n
l
F
r6
h
ler
は
'
つ
ぎ
の
例
を
挙
げ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
､
行
政
庁
が

淡
12
A
bs.1
G
aststittengesetz
に
基
づ
い
て
飲
食
店
の
許

可
を

取
消
す
場

合
へ
肋
2
A
b
s.
]
N
rI
T
に
掲
げ
る
事
実
の
不
lE
申
告
を
理
由
と
し
て
取
消

し
た
に
か
か
わ
ら
ず
､
後
に

∽
2
A
b
s
.
1
N
r.
2
に

掲
げ

る
事
実
の
不
正
申
告

に
よ
る
取

消

を
主
張
す
る
こ
と
は
妨
げ
な
い
｡
し
か
し
'
こ
の
許
可
を

S
T2
A
b
s.
2

に
基
づ
い
て
取

消
す
こ
と
を

主

張

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
O
と
い
う
の
は
前
者
は
い
ず
れ
も
罵
束
行
為
で
あ
る
に
対
し
'
後
者
は
裁
量
行
為
で
あ

る

か
ら
で
あ
る
O

た
だ
'
O
V
G
M
Lin
ste
r
U
rt.
V
.
17
.
2
.
196
6
D
t)V

T96
6
S
18
70
は
'
｢裁
量
沢
定
の
追
完
に
よ
っ
て
'
被
告
の
認
可
決
定
は
そ
の
本
質
が
変

更
さ
れ
る
｡
何
故
な
ら
'
そ
れ
に
よ
っ
て
扶
桑
決
定
が
裁

量
決
定

に
よ
っ
て

置
き
か
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
O｣
と
す
る
｡
し
か
し
t

B
V
erw
G
U
rt.

V
.
28.
4
1

一966
D
t)V

lg6
7
S
163
は
追
完
を
認
め
た
｡

註
(
22

)
に

挙
げ
ら
れ
た
学
説

･
判
例
o

B
V
erw
G
U
rt.
V
.
28
.
ll
.
1958
B
V
erw
G
E
8
.
4
7
,

54.

O
V
G
H
am
bg
.
U
rt.
V
.
一
.
一〇
.
195
6
M
D
R

19
5
7

S
.
25
2
;
O
V
G

H
am
bg
.
U
rt.
V
.
23
.
3
.
196
1
D
V
B
〓

96
1
S
.
8
28
.
し
か
し
'

こ
れ
ら
の
判
決
に
対
し
て
は
'
委
員
会
の
活
動
は

法
律
に
ょ
っ
て
で
は
な
-
行
政
命
令

(V
erw
a
ltu
n
g
san
ord
n
u
n
g
)
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
'
政
府
が
委
員
会
を
設
置
し
て
手
続
を
定
め
る
権
限
を
有
す
る
の
は
､
単
に
そ
れ
を

自
己
コ
ソ

-
ロ
ー
ル
と
し
て
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
､
等
を
理
由
と
し
て
厳
し
く
批
判
す
る
学
説
が
あ
る
O
た
と
え
ば
､
S
ch
u
lz-
S
c
h
aeffer,
D
as
N
ach
sch
ieb
en

v
o
n

G
riind
en

m
ach

d
er

E
n
tsch
eid
un
g
eln
eS
E
in<.pruc
h
sau
ssch
u
sses.
M
D
R

7958
S
.
2
99
.
BV
erw
G
U
rt.
V.
15
.

4.
1959
BVe
rwG
E
8
.
234
も
'
原
則
的
に

O
V
G

H
am
bg
.
の
判
状
を
承
認
し
て
い
る
が
'
全
体
の
事
情
か
ら
し
て
'
特
に
決
定

の理
由
付
け
に
よ
っ
て
も
'
委
員
会
が
当
該
事
情
を
知
っ
て
い

た
と
す
れ
ば
､
裁
判
手
続
で
追
完
さ
れ
た
理
由
付
け
を
採
用
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
皐
論
が
確
実
に
是
認
さ
れ
る
場
合
に
の
み
､
決
定
の
際
に
決
め
手

と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
別
の
観
点
を
考
慮
す
る
l
一と
が
可
能
で
あ
る
と
判
決
し
た
o

T
九
六
三
年
の
行
政
手
続
法
草
案

(E
n
tw
urfl
eln
eS
V
erw
a
)T

u
n
g
sverfah
rensg
esetzes
v
o
n
T963
)
三
六
条
は
､
同
様
に
､
手
続
上
の
畷
庇
は
､
他
の
決
定
を
実
際
上
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場

合
､
あ
る
い
は
手

続
違

反
が
実
際
上
決
定
に
影
響
を
ヒr
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
'
当
該
行
政
行
為
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
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取消訴訟における処分理由の追完

な
い
と
規
定
し
て
い
る
｡

(
E3
)

le
lJin
ek
.
V
erw
a
ttu
n
g
srech
t)
3
A
"
[7.
194
8
S
.
264
;
P
a
ppen
h
eim
,
D
ie
K
o
n
v
ersion
feh
lettlMlfter
S
taa
tsa
k
te〉
F
isch
ers
Z
ei
T

sc
h
rift
B
d
.
6
0
,
1
9
2
7
S
.
23
,
3
3[35
;
S
ch
u
n
ckI
D
e
C
)crck
.
ado
.
S
.
4
8
5
;
S
ch
ac
k
,
A
nm
erk
u
ng
zu
m
B
esch
e
ld
d
es
L
V
G
D
iissetdorf

v

.
2
1
.
9
.
795
〕
D
V
B
l
lg5
2
S
.
32
3

シ
ャ
ッ
ク
は
'
行
政
庁
が
行
為
の
無
効
を
知

っ
た
な
ら
ば
'
そ
れ
に
応
じ
た
有
効
な
行
為
を
欲
し

た
で
あ

ろ
う
と
い
う
無
効
の
行
政
行
為
の
転
換
の
一
要
件
を
へ

こ
の
場
合
に
は
満
た
さ
な
い
か
ら
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
O

判
例
と
し
て
ほ
t

W
firttB
ad

V
G
H

v
1
5
.
8
.
194
g
N
J
W

194
7
S
.
3
96
;
B
V
erw
G
U
rt.
V
.
6
.
3
.
195
9
D
V
B
l
195
g
S
.
4
38
;
B
V
c
rw
G

U
rt.
V
.
4
.
3
.
196
0

B
V
erw
G
E
jD
,
20
2
;
B
V
erw
G
U
rt.
V
.
18
.
8
.
196
0
B
V
erw
G
E

二
〉
95
;
B
V
erw
G
U
rt.
V
.
2
1
.
10
.

一96ロ
P
V
erw
G
E

T
l,
170
.

(
31
)

Z
sch
ac
k
e
〉
aaO
.
S
.
4
15
;
E
y
erm
an
n-
F
r6
h
ter,
ado
.
S
.
6
5
2
.

(
32
)

わ
が
国
に
お
け
る
西
-
イ
ソ
の
行
政
手
続
法
の
紹
介
に
つ
い
て
は
'
南
博
方

｢
西
独
の
行
政
手
続
法
草
案

(
上
)
-
そ
の
基
本
的
構
想
と
概
要
I
｣

ジ

ュ
-
ス
-
三

l
二
日三
二
〇
五
以
下
'
同
三

一
四
号
｡

(
33
)

一
九
六
六
年
三
月
二
九

日
の
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
は
次
の
よ
う
に
い
う
｡｢
し
か
し
な
が
ら
'
こ
こ
に
お
い
て
も
､
原
告
の
利
益
の
た
め
に
'
行
政

行
為
は
手
続
法
に
違
反
し
て
お
り
'
そ
れ
故
に
違
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
こ
の
こ
と
か
ら
､

そ
れ
が
行
政
訴
訟
で
取
消
さ
れ
な
け
九
は
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
は
直
ち
に
出
て
こ
な
い
｡
こ
れ
は
へ
違
反
し
て
い
る
手
続
法
規
の
目
的
へ
お
よ
び
'

行
政
手
続
の
中
で
為
さ
れ
た
手
続
違
反
が
､
行
政
行
為
に
対
し
て
'
裁
判
所
の
手
続
に
よ
り
も
は
や
正
す
こ
と
の
で
き
な
い
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
か
ど

う
か
に
か
か
っ
て
い
る
O｣
(B
V
erw
G
U
rt.
V
.
2
9
.
3
.
796
6
B
V
erw
G
E
24
,
2
9)
間
旨
の
判
決
と
し
て
ほ
へ
B
V
erw
G
U
rt.
V
.
8
.
7
.
一95
9

B
V
e
rw
G
E
g
,
6
9
;
B
V
erw
G

U
rt.
V
.
4
.
T
l
.
796
0
B
V
erw
G
E

T
l,
2
05
;
B
V
erw
G

U
rt.
V
.
28
.
8
1
1964
B

Verw
G
E

一g
,
2
2
1
;

B
V
erw
G
U
rt.
V
.
13
.
7.

196
7
B
V
erw
G
E
2
7
,
2
9g
.

(
34
)

行
政
手
続
法
草
案
三
五
粂
二
項
は
'
手
続
上
の
暇
庇
が
治
癒
さ
れ
る
可
能
性
を
'
取
消
訴
訟
の
提
起
に
い
た
る
ま
で
'
行
政
行
九
が
事
前
手
続
で
審

査
さ
れ
る
場
合
に
は
事
前
手
続
の
完
結
す
る
に
い
た
る
ま
で
の
問
に
制
限
す
る
が
'
理
由
の
追
完
に
つ
い
て
は
こ
の
制
限
を
課
し
て
い
な
い
｡

(
35
)

カ
ー
ル
･
ヘ
ル
マ
ン
･
ウ
ー
レ
｢
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
公
法
の
発
展
｣
(
田
口
精

1
監
訳
)

二

〇
頁
以
下
'

二

四
頁
｡

三

わ
が
国
に
お
け
る
処
分
理
由
の
追
完
の
問
題

議
論
の
対
立
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説

l

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
通
説

･
判
例
は
'
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
へ
原
則
と
し
て
'
取
消
訴
訟
に
お
け
る
処
分
理
由
の
追
完
を
妨
げ

な
い
と
解
す
る
が
'
こ
の
点
に
関
す
る
わ
が
国
の
学
説

･
判
例
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
わ
が
国
に
お
い
て
ほ
､
学
説
は
'

ほ

ほ

'
法
令
で

論

行
政
庁
に
処
分
理
由
の
明
示
を
要
求
し
て
い
る
場
合
に
は
,
付
記
さ
れ
た
処
分
理
由
と
異
な

っ
た
理
由
を
訴
訟
で
主
張
す

る
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
と
解
す
る
傾
向
に
あ
り
'
裁
判
例
は
､
こ
れ
を
許
さ
れ
な
い
と
す
る
も
の
と
妨
げ
な
い
と
す
る
も
の
と
に
分
か
れ
る
｡
学
説
お
よ

び

1
部
の
裁
判
例
が
'
法
が
処
分
に
理
由
を
付
す
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
趣
旨
を
墓
祝
し
､
理
由
の
追
完
を
許
さ
な
い
と
し

て

い

る

点

は
､
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説

･
判
例
の
現
状
と
比
べ
て
､
行
政
手
続
に
対
す
る
理
解
と
評
価
を
現
わ
し
た
も
の
と
し
て
注

目

さ

れ

る

が
､
わ
が
国
に
お
け
る
見
解
の
対
立
は
必
ず
し
も
単
純
で
は
な
-
､
常
に
行
政
手
続
と
の
関
連
で
こ
の
間
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

(-
)

は
な
い
o
こ
の
間
題
に
対
す
る
接
近
の
仕
方
と
し
て
ほ
､
当
然
に
処
分
理
由
の
追
完
は
妨
げ
な
い
と
す
る
初
期
の
判
決
例
を

別

と

す

れ

ば
､
大
別
し
て
､
取
消
訴
訟
に
お
け
る
審
理
の
対
象
'
す
な
わ
ち
そ
の
訴
訟
物
の
観
点
か
ら
ア
プ

ロ
ー
チ
す
る
も
の
､
処
分
の
同

一
性
の

基
準
を
問
題
に
す
る
も
の
､
処
分
理
由
の
附
記
を
命
ず
る
法
の
趣
旨
を
強
調
す
る
も
の
､
の
三
位
が
存
す
る
と
思
わ
れ
る
｡

二

わ
が
国
に
お
い
て
ほ
'
処
分
理
由
の
追
完
の
問
題
は
､
取
消
訴
訟
に
お
け
る
審
理
の
対
象
､
す
な
わ
ち
訴
訟
物
の
現
解
と
か
ら
み

合
わ
せ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
-
'
こ
れ
を
肯
定
的
に
解
す
る
裁
判
例
の
ほ
と
ん
ど
も

一
定
の
訴
訟
物
観
を
前
提
に
据
え
て
い
る
｡
取

消
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
物
が
何
で
あ
る
か
は
'
行
政
訴
訟
法
学
上
の
難
問
の

1
つ
と
さ
れ
､
学
説
も
分
か
れ
て
い
る
が
'

こ
の
間
題
が
最

も
活
発
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
税
務
訴
訟
の
分
野
で
は
'
お
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
.
す
な
わ
ち
､
課

税
処
分
の
取
消
訴
訟
を
租
税
債
務
不
存
在
確
認
訴
訟
の
ア
ナ
ロ
ジ
I
で
理
解
し
'
そ
の
審
理
の
対
象
を
課
税
庁
の
決
定
し
た
所
得
金
額
の

存
否
そ
の
も
の
で
あ
る
と
し
た
上
で
'
通
常
の
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
と
同
様
に
'
被
告
課
税
庁
の
課
税
根
拠
に
関
す
る
主
張
も
'
口
頭

(2
)

弁
論
の
終
結
に
い
た
る
ま
で
に
随
時
提
出
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
'
と
い
う
で
の
あ
る
｡
そ
れ
で
は
'
通
常
の
行
政
処
分
取
消
訴
訟
に
お

い
て
ほ
ど
う
か
と
い
う
と
'
通
説
的
見
解
は
'
取
消
訴
訟
を

一
種

の
形
成
訴
訟
と
解
し
て
､
当
該
行
政
処
分
の
違
監
性

一
般
を
訴
訟
物
と
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取消訴訟における処分理由の追完

理
解
す
る
か
ら
､
こ
の
観
点
に
立

っ
て
処
分
理
由
の
追
完
も
当
然
許
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡

す
な
わ
ち
'
｢
懲
戒
処
分
の
取
消
の
訴

え
に
お
け
る
訴
訟
物
は
処
分
の
違
法

一
般
で
あ
り
処
分
理
由
の
当
否
で
な
い
故
､
行
政
庁
が
処
分
の
適
法
性
を
理
由
付
け
る
た
め
に
処
分

(4
)

理
由
書
に
記
載
の
な
い
事
由
を
も
懲
戒
処
分
の
事
由
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
｣
と
い
い
､
｢
裁
判
所
が
審
理
す
る
対
象
は
､
第

一
審
原
告
-
-
ら
を
第

一
審
被
告
が
休
職
処
分
に
付
し
た
こ
と
が
違
法
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ

っ
て
'
被
告
が
な
し
た
処
分
説
明
書
や

(LL))

裁
決
書
の
説
示
内
容
の
当

∴
小
当
を
再
審
理
す
る
も
の
で
は
な
い
｣
と
い
う
判
決
が
こ
れ
で
あ
る
｡
結
局
'
税
務
訴
訟
で
は
民
事
訴
訟
と

の
瑛
似
性
に
よ
り
'
行
政
処
分
取
消
訴
訟
で
は
そ
の
審
理
の
方
式

･
訴
訟
物
理
論
に
よ
り
､

い
ず
れ
も
理
由
の
追
完
斗
妨
げ
な
い
と
す
る

結
論
を
導
-
も
の
で
あ
る
｡

三

こ
れ
に
対
し
て
､
学
説
上
は
'
処
分
の

｢
同

一
性
｣
の
判
定
基
準
を
も
と
に
し
て
'
理
由
の
追
完
の
是
非
を
扱
う
も
の
が
み
ら
れ

る
｡
た
と
え
は
'
高
田
教
授
は
'
不
服
審
査
手
続
に
お
け
る
新
た
な
主
張
の
提
出
と
し
て
は
へ
新
た
な
書
実
を
新
た
な
理
由
と
し
て
主
張

す
る
場
合
と
､
同

一
事
実
に
つ
い
て
別
の
理
由
を
主
張
す
る
場
合
が
あ
る
と
さ
れ
､
そ
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
'
実
質
的
法
治
主
義
の
観

点
か
ら
､
新
た
な
理
由
の
主
張
は
新
た
な
別
個
の
行
政
処
分
を
構
成
す
る
か
ら
､
理
由
の
変
更
は
許
さ
れ
ず
'

こ
の
こ
と
は
行
政
訴
訟
に

･ヽい
＼

お
い
て
も
妥
当
す
る
と
説
か
れ
る
｡
ま
た
'
山
田
･
陸
地
検
事
も
､
｢
処
分
の
理
由
附
託
の
有
無
を
問
わ
ず
'
処
分
は
必
ら
ず
法
律
所
定
の

特
定
の
理
由
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
､
そ
の
理
由
を
異
に
す
れ
ば
通
常
の
場
合
に
は
別
個
の
処
分

(
同

一
性

の
な

い
処

(7
)

分
)
と
な
る
の
で
あ
り
'
新
た
な
課
税
根
拠
を
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
｣
と
解
し
て
お
り
'
成
田
他

｢
現
代
行
政
法
｣
は
､
｢
法
的

理
由
の
追
加
は
､
基
礎
た
る
事
実
の
同

一
性
が
失
な
わ
れ
な
い
限
り
許
さ
れ
る
が
'
事
実
の
追
加
は
､
行
政
行
為
の
変
更
を

き

た
す

の

(8
)

で
'
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な

い

｣

と
主
張
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
見
解
は
'
法
的
理
由
と
事
実
上
の
理
由
の
両
者
な
い
し
そ
の
い
ず
れ
か

(9
)

の
変
更
が
'
処
分
の
変
更
を
き
た
す
か
ら
許
さ
れ
な
い
と
す
る
点
で
共
通
す
る
｡
し
か
し
､
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
､
行
政
処
分
の
同

一

性
を
定
め
る
基
準
は
､
そ
の
発
布
の
主
体
'
名
宛
人
'
発
布
の
日
時
お
よ
び
そ
の
主
文
に
あ
る
と
し
て
､
行
政
処
分
が
別
個
の
も
の
と
な
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説

る
場
合
に
澱
庇
あ
る
行
政
行
為
の
転
換
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
実
体
法
上
の
問
題
で
あ

っ
て
'
行
政
処
分
が
同

1
で
あ
る
限
り
へ
行
政

庁
が
そ
の
処
分
の
基
礎
と
な
っ
た
法
律
上
お
よ
び
事
実
上
の
理
由
を
ど
の
程
度
訴
訟
上
主
張
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ほ
訴
訟
法
上
の

(川
)

論

問
題
で
あ
る
か
ら
､
そ
の
両
者
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
有
力
な
批
判
が
存
す
る
｡
こ
れ
は
'
従
来
,
行
政
行
為
の
転
換
の
問
題
と

し
て
扱
わ
れ
て
き
た
も
の
の
多
-
ほ
へ
実
は
処
分
理
由
の
追
完
の
問
題
に
他
な
ら
ず
､
わ
が
国
の
学
説

･
判
例
が
こ
の
両
者
を
混
同
し
て

き
た
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
興
味
深
い
｡

四

最
近
の
学
説

･
判
例
の
中
に
は
'
法
令
で
特
に
処
分
に
理
由
を
附
す
べ
き
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
場
合
'
専
ら
'
法
が
理
由
附
記

を
命
じ
た
趣
旨
か
ら
､
附
記
さ
れ
た
理
由
以
外
の
理
由
を
取
消
訴
訟
で
追
加
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
も
の
が
あ
る
｡
和
歌

山
地
裁
昭
和
四
八
年
九
月

一
二
日
判
決
は
'
地
方
公
務
員
法
四
九
条
に
定
め
る
不
利
益
な
処
分
を
行
な
う
際
の

｢
処
分
の
寮
由
｣
を
記
載

し
た
説
明
書
の
交
付
に
つ
き
､
つ
き
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
そ
の
趣
旨
は
､
不
利
益
処
分
を
受
け
た
当
該
職
員
に
処
分
時
に
お
け
る
処

分
事
由
を
熟
知
さ
せ
'
も

っ
て
人
事
委
員
会
等
に
対
す
る
審
査
請
求
を
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
資
料
に
さ
せ
'
よ
っ
て
当
該
職
員
の
不
利

益
処
分
に
対
す
る
不
服
申
立
権
を
手
続
的
に
確
保
し
'
そ
の
身
分
の
保
障
を
図
る
と
と
も
に
懲
戒
処
分
の
公
正
を
確
保
し
ょ
う
と
す
る
に

あ
る
と
解
さ
れ
る
｡
し
た
が

っ
て
-
-
･ひ
と
た
び
'
被
処
分
者
が
審
査
請
求
を
し
､
あ
る
い
は
当
該
処
分
の
取
消
を
求
め
る
訴
え
を
提
起

し
た
後
に
お
い
て
ほ
'
も
は
や
処
分
理
由
説
明
書
に
記
載
さ
れ
た
具
体
的
事
実
と
同

一
性
の
な
い
寮
実
を
処
分
の
基
礎
事
実
と
し
て
主
張

(〓
)

こ
と
す
る
は
､
前
記
法
条
の
趣
旨
に
も
と
り
許
さ
れ
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
｡｣
学
説
上
も
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
と
思
わ
れ
る

も
の
が
あ
る
｡
高
林
判
事
は
､
｢
行
政
処
分
が
同

一
で
あ
る
か
ぎ
り
'
行
政
庁
は
そ
の
処
分
の
基
礎
と
な
っ
た
法
律
上
お
よ
び
事
実
上
の
敷

由
を
ど
の
程
度
ま
で
訴
訟
上
変
･兜
主
張
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
｡
-

-
法
令
で
､
処
分
に
そ
の
処
分
理
由
の
明
示
を
要
求
し

て
い
る
場
合
に
'
理
由
を
付
さ
な
い
で
し
た
処
分
は
違
法
で
あ

っ
て
'
そ
の
こ
と
だ
け
で
取
消
さ
る
べ
き
で
あ
り
'
ま
た
へ
い
っ
た
ん
付

し
た
理
由
を
訴
訟
に
な
っ
て
変
更
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｡
け
だ
し
'
処
分
理
由
の
追
加
変
更
を
許
す
こ
と
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取消訴訟における処分理由の追完

ほ
､
処
分
に
理
由
を
付
し
て
被
処
分
者

の
権
利
を
擁
護
せ
ん
と
し
た
趣
旨
を
ま

っ
た
-
没
却
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
｡

･･･し
か
し
な

が
ら
､
･･････実
定
法

の
解
釈
と
し
て
は
､
処
分

に
理
由
を
付
す
べ
き

こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
'

理
由
を
付
さ
な
-
て
も
違

法
で
な

い
以
上
､
･
-
･理
由
の
追
加
は
許
さ
れ
る
も

の
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡｣
と
述
べ
て
'
公
務
員

の
懲
戒
処
分

の
際
の
処
分
事

由
を
記
載
し
た
説
明
書
の
交

付
に
つ
き
､

記
載
事
由
以
外

の
事
由
を
追
加
ま
た
は
変
更
主
張
す
る
こ
と
を
認
め
た
裁
判
例
を
批
判
し
て
お

､目
し

ら
れ
る
｡

(-
)

国
家
公
務
員
の
懲
戒
処
分
に
問
L
t
処
分
理
由
書
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
事
由
を
取
消
訴
訟
に
お
い
て
主
張
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
に
つ
き
､
川

京
地
裁
判
決
昭
和
三
〇
年
七
月

7
九
日

(行
集
六
巻
七
口三

八
三
五
頁
)
'新
潟
地
裁
判
決
昭
和
四
三
年
四
月
九
日
判
決

(
行
集

l
九
巻
四
口1㌧
五
八

1

.Fq
)
は
'
い
ず
れ
も

'｢懲
戒
処
分
取
消
の
訴
え
に
お
い
て
処
分
理
由
書
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
事
由
で
も
懲
戒
処
分
の
事
由
と
し
て
主
朕
す
る
こ
と
を

許
さ
な
い
と
す
る
理
由
は
な
い
｣
と
述
べ
る
の
み
で
'
こ
こ
で
は
'
理
由
の
追
完
が
許
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
｡

(2
)

課
税
処
分
取
消
訴
訟
を
租
税
債
務

(
不
存
在
)
確
認
訴
訟
と
構
成
す
る
判
決
と
し
て
は
'
東
京
地
裁
判
決
昭
和
三
九
年
三
月
二
六
日

〔下
民
集

丁
五

巷
三
号
六
四
一
頁
)
'岡
山
地
裁
判
決
昭
和
四
一
年
五
月

一
九
日

(行
集

1
七
巻
五
号
五
四
九
頁
)
等
｡
し
か
し
'
東
京
地
裁
判
沖
昭
和
三
八
年

一
〇

月
三
〇
日

(行
集

1
四
巻

1
0
号

1
七
六
六
貢
)
は
'
課
税
処
分
の
取
消
訴
訟
の
性
質
を
､
所
得
の
認
定
の
手
続
ま
た
は
認
定
の
仕
方
の
適
法

(合
理

性
)

を
争
う
訴
訟
と
解
し
て
い
る
O
同

1
の
見
解
を
と
る
学
説
と
し
て
ほ
､
白
石
健
三

｢
税
務
訴
訟
の
特
質
｣
税
理
昭
和
三
九
年

〓

バ
‖イ
八
頁
'
町

日
掛

｢
税
法
事
件
の
審
理
に
つ
い
て
｣
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
〇

一
号

一
七
四
頁
｡
な
お
学
説
上
は
'
通
常
の
処
分
取
消
訴
訟
に
わ
け
る
訴
訟
物
の
通
説
的

比
解
と
川
じ
く
､
課
税
処
分
の
違
法
性

1
根
と
解
す
る
説

(緒
方
節
郎

｢
課
税
処
分
取
消
訴
訟
の
訴
訟
物
｣
実
務
民
事
訴
訟
講
座
9
三
頁
以
下
)
'原
什
日

の
主
張
す
る
個
々
の
具
体
的
違
法
事
由
と
解
す
る
説

(
杉
本
良
書

｢
裁
判
の
今
日
的
課
題
-
行
政
事
件
訴
訟
｣
判
例
時
報
四
六
五
号
六
頁
)
､か
あ
る
｡

(3
)

川
川

l
郎

｢
行
政
争
訟
法
｣
五
八
五
'
田
中
二
郎

｢
抗
告
訴
訟
の
本
質
-
そ
の
訴
訟
物
を
中
心
と
し
て
｣
｢裁
判
と
法
｣
下

〓

凶
五
頁
｡

(
4
)
東
京
高
裁
判
決
昭
和
四
六
年

1
0
月
八
口

(行
集
二
二
巻

7
0
号

1
三
七

一
頁
)
O

(
5
)
東
京
高
裁
判
決
昭
和
三
四
年

l
月
三
〇
日

(行
集

7
0
巻

一
号

1
七

7
貢
)
.宮
崎
地
裁
判
決
昭
和
四
四
年
三
月
二
四
円

(行
駐
三

〇
巻
二
･
≡
ロケ
二

五
九
頁
)
も
同
旨
｡

(-
)

高
田
敏

｢
不
服
審
査
庁
の
審
査
の
範
囲
'
課
税
根
拠
の
変
更
｣
租
税
判
例
召
還
二
一
〇
頁

O
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(7
)

=_
田
二
郎

･
畦
地
靖
郎

｢
税
務
訴
訟
と
裁
判
所
｣
渋
律
時
報
三
九
巻

1
0
号
三
四
頁
O

(8
)
成
別
棟
明
他

｢現
代
行
政
法
｣

一
五
l
頁
O

(9
)
判
例
の
中
に
も
へ
税
務
署
長
が
法
人
税
法
二
五
条
八
項
の
特
定
の
号
に
該
当
す
る
と
し
て
し
た
青
色
申
告
書
承
認
眼
消
処
分
を
'
国
税
局
長
が
暴
行

川
.1.iiに
お
い
て
右
特
定
の
号
に
当
た
ら
な
い
が
へ
他
の
‖ケ
に
当
た
る
も
の
と
し
て
維
持
し
た
事
案
に
つ
き
'
そ
の
各
号
の
そ
れ
ぞ
れ
を
事
IE
と
す
る
収

刑
処
分
は
'
そ
れ
ぞ
れ
各
別
個
の
取
消
処
分
を
構
成
す
る
か
ら
.訂
さ
れ
な
い
と
し
た
も
の
が
あ
る

(大
阪
高
裁
判
決
昭
和
三
八
年

1
二
月
二
六
日
′〓
雛

一
四
巻

1
二
号
二
7
七
四
頁
､
上
告
審
で
あ
る
最
高
裁
判
決
昭
和
四
二
年
四
月
二
1
日
訟
務
月
報

7
三
巻
八
号
九
八
五
頁
は
こ
の
妃
解
を
容
認
し
た
)｡

(川
)

高
林
克
己

｢暇
痕
あ
る
行
政
行
為
の
転
換
と
処
分
群
由
の
追
加
｣
法
曹
時
報
二
1
巻
四
号

一
貫
以
下
O
同
旨
'
緒
方

･
前
掲
書

1
二
頁
｡
た
iC
r
処

分
艶
由
の
追
完
が
訴
訟
法
上
の
問
題
で
あ
り
'
い
わ
ゆ
る
転
換

(K
o
nv
ers10
tl)
に
関
す
る
実
体
法
上
の
m
題
と
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の

指
摘
は
'
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
o
B
end
er)
aELO
,
S
･
107
;U
le一
aaO
･
S
.3
73
;
L
erch
e
.
ilaO
,
S
.
18
97
;
S
clu
nclT
D
e
C
-erck
,

<laO
.
S
.
485
;
Sch
ack
,
aaO
.
S
.
3
78
;
S
c
lliltZ,
ado
.
S
.
460
;

判
例
も
こ
の
両
者
を
区
別
す
る
o
O
V
G
M
u
nster
v
.
3
.
4
.
.lg52
D
t)V

一g52
S
.
76CL
;
L
V
G

D
iisseldorf
v
1
2
1
.
9
.

1950
D
V
f:)
1952
S
.
3
17
.

(〓
)

判
例
時
報
七
一
五
号
九
頁
｡
同
旨
の
判

決

と
し

て
ほ
'
和
歌
山
地
裁
判
決
昭
和
五
〇
年
六
月
九
日

(判
例
鴨
報
七
八
〇
=三
二
頁
)'壷
京
地
裁
判
決
耶

和
捌

1
年
八
月

1
六
日

(労
民
集

1
七
巻
四
号
九
三
八
頁
)'東
京
地
裁
判
決
昭
和
四
九
年
七
月
1
日

(訟
務
月
報
二
〇
巻
7
0
日リ
七
四
頁
)'大
阪
地
耗

判
決
昭
和
五
〇
年

一
二
月
二
五
日

(労
民
焦
二
六
巻
六
ぢ

二

九
四
頁
)
'大
阪
地
裁
判
決
昭
和
五
1
年
五
月
二
四
日

(判
例
的
報
八
二
L
=り

一

一
C
)

.･r
JIJ

(12
｣

高
林

･
前
掲
論
文
二
一
貢
以
下
0

回

検

討

一
わ

が
国
に
お
い
て
は
'
以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
様

々
な
見
解
の
対
立
が
み
ら
れ
る
｡
そ
し
て
こ
の
問
題
は
'
取
消
訴
訟
に
お
け

(1
)

る
審
理
の
方
式
お
よ
び
訴
訟

の
対
象
す
な
わ
ち
そ
の
訴
訟
物
と
か
ら
み
あ
わ
せ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
｡
し
か
し
､

取
消
訴
訟
に
お

い
て
'
処
分
理
由
の
追
加
変
更
の
主
張
な

い
し
追
完
が
許
さ
れ
る
か
否
か
と

い
う
場
合
'

そ
こ
に
は
レ
'(
ル
の
異
な
る
二
つ
の
側
面
が
そ

の
根
底

に
供
た
わ

っ
て
い
る
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
は
な

い
｡
そ
の

一
つ
は
､
同
じ
く
処
分
理
由
の
追
完

の
許
容
性
と
い
っ
て
も
'
被
告
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説

は
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
､
時
期
に
遅
れ
た
も
の
と
し
て
却
下
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
場
合

(
民
訴
法

二
二
九
条
)
の
ほ
か
は
'
原
則
と
し

諭

て
自
由
に
攻
撃
防
禦
の
方
法
を
提
出
し
う
る
の
で
あ
る
か
ら
､
課
税
処
分
取
消
訴
訟
の
よ
う
に
,
そ
れ
が
通
常
,
民
番
訴
訟
の
債
務
不
存

(3
)

在
確
認
訴
訟
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
'
そ
の
是
非
は
と
も
か
く
と
し

て

'

少
く
と
も
訴
訟
法
理
論
上
は

被
告
fk
政
庁
に
よ
る
課
税
根
拠
の
新
た
な
主
張
も
当
然
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡
ま
た
'
通
常
の
行
政
処
分
取
消
訴
訟
に
つ
い

て
は
､
通
説

･
判
例
は
そ
の
訴
訟
物
を
､
個
々
の
具
体
的
な
違
法
事
由
で
は
な
く
､
抽
象
的
な
違
法
性

1
般
と
解
し
て
い
る
か
ら
､
そ

れ

を

一
応
前
提
と
す
れ
ば
'
被
告
行
政
庁
は
特
段
の
制
限
規
定
の
な
い
か
ぎ
り
'
処
分
の
効
力
を
維
持
す
る
た
め
の
一
切
の
根
拠
を
主
張

す

る
こ
と
が
で
き
'
訴
訟
物
論
に
よ

っ
て
理
由
の
追
完
を
制
限
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
｡

し
か
し
､
税
務
訴
訟
お
よ
び
取
消
訴
訟
の
訴
訟
物
を
そ
の
よ
う
に
解
し
た
と
し
て
も
う
法
が
'
処
分
庁
の
判
断
の
慎
重

･
令
理
性
を
担

保
し
て
そ
の
懇
意
を
抑
制
L
へ
同
時
に
処
分
理
由
を
相
手
方
に
知
ら
せ
て
不
服
申
立
に
便
宜
を
与
え
る
た
め
に
､
処
分
に
理
由
を
付
す
る

べ
き
旨
を
:i.4
め
て
い
る
場
合
に
は
'
か
か
る
規
定
の
趣
旨
を
尊
重
し
て
'
取
消
訴
訟
に
お
け
る
随
時
提
出
主
義
の
適
用
に
対
し
'

こ
の
而

か
ら
の
制
限
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
場
合
に
､
記
載
さ
れ
た
処
分
理
由
と
異
な
る
理
由
を
訴
訟
上
主
張
す
る

(4
)

こ
と
が
許
さ
れ
る
と
な
れ
ば
'
処
分
理
由
の
明
示
を
要
求
し
た
法
の
趣
旨
を
全
く
没
却
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
｡

三

取
消
訴
訟
に
お
け
る
主
張
制
限
の
問
題
と
は

一
応
別
に
､
行
政
処
分
が
理
由
の
欠
紋
あ
る
い
は
不
満
を
原
因
と
し
て
実
体
的
に
も

違
法
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
､
行
政
庁
は
理
由
の
欠
紋

･
不
備
の
違
法
原
因
を
'
処
分
後
に
補
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
処
分
を
適
法

た
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
問
題
が
あ
る
｡

こ
れ
は
確
か
に
行
政
処
分
の
形
式
上
の
敢
庇
が
治
癒
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
実
体
法

上
の
問
題
で
あ
る
が
'
処
分
理
由
の
追
完
に
よ
る
敢
痕
の
治
癒
を
認
め
ず
'
処
分
は
結
局
取
消
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
な
れ
ば
'

結

果
的
に
は
理
由
の
追
完
を
こ
の
側
面
か
ら
制
限
す
る
こ
と
に
な
る
｡
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取消訴訟における処分理由の追完

一
般
に
､
同

一
の
日
的

･
意
味

･
効
果
を
有
す
る
複
数
の
行
政
処
分
が
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
は
矛
盾
で
あ
る
か
ら
'
処
分
理
由
の
変

(5
)

更
に
ょ
っ
て
目
的

･
意
味

･
効
果
に
変
更
を
き
た
さ
な
い
か
ぎ
り
､
処
分
は
同

一
で
あ
る
と
解
す
る
ほ
か
は
な
い
｡
理
由
の
変
更
に
よ
っ

て
処
分
も
変
更
さ
れ
る
場
合
に
は
'
他
榎
の
行
政
処
分
と
し
て
な
お
も
効
力
を
維
持
し
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
違
法
行
為
の
転
換
の
問
題

が
残
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
｡

し
た
が

っ
て
へ
行
政
処
分
の
同

1
性
に
変
更
を
き
た
さ
な
い
枠
内
で
処
分
理
由
の
追
完
が
ど
こ
ま
で
認
め
ら
れ
る
か
は
'
実
体
法
的
に

は
'
処
分
理
由
の
欠
紋

･
不
備
が
当
該
行
政
処
分
の
適
法
性
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
か
'
そ
の
後
の
理
由
の
補
正
に
よ
っ
て
当
該
行

政
処
分
を
適
法
た
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
問
題
と
不
可
分
で
あ
る
｡

最
高
裁
判
所
は
'
青
色
申
告
の
更
正
処
分
の
理
由
附
記
規
定
に
つ
い
て
'
そ
の
法
的
意
義
を
'
処
分
庁
の
判
断
の
慎
重

･
合
理
性
を
担

保
し
て
そ
の
悪
意
を
抑
制
す
る
こ
と
'
処
分
の
理
由
を
相
手
方
に
知
ら
せ
て
不
服
申
立
て
に
便
宜
を
与
え
る
こ
と
t
に
存
す
る
と
み
て
'

(6
)

理
由
附
託
の
欠
映

･
不
備
自
体
が
更
正
処
分
の
取
消
原
因
を
構
成
す
る
と
い
う
意
味
で
そ
れ
を
効
力
規
定
と
解
し
て
い
る
｡
そ
し
て
'

こ

の
更
正
理
由
の
附
記
が
不
備
で
あ
る
場
合
に
'
そ
の
放
症
は
そ
の
後
の
理
由
の
追
完
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
問

題

に

つ
い

(7
)

て
へ
下
級
審
の
裁
判
例
は
治
癒
を
認
め
る
も
の
と
認
め
な
い
も
の
と
に
対
立
し
て
い
た
が

､

最
近
の
最
高
裁
判
所
の
判
例
は
'
理
由
附
記

(8
)

の
不
備
は
'
再
調
査
決
定
や
審
査
決
定
の
理
由
附
記
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
な
い
と
し
て
い

る

｡

こ
の
場
合
に
治
癒
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と

す
れ
ば
'
行
政
庁
は
当
初
は
抽
象
的
な
理
由
を
附
記
す
る
に
と
ど
め
､
不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
ま
た
は
裁
決
等
の
段
階
で
理
由
を
追

(9
)

完
す
れ
ば
よ
い
と
の
安
易
な
態
度
に
で
る
可
能
性
が
存
在
し

'

相
手
方
と
し
て
も
審
査
決
定
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
具
体
的
な
処
分
根
拠
を

知
ら
さ
れ
た
の
で
ほ
'
そ
れ
以
前
の
審
査
手
続
に
お
い
て
十
分
な
不
服
理
由
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
不
利
益
を
免
れ
な
い

1川
)

こ
と
に
な
る
｡
し
か
も
こ
の
こ
と
は
'
不
服
審
査
の
段
階
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
へ
行
政
訴
訟
の
提
起
後
に
お
い
て
は
な
お
の
こ
と
あ
て

(〓
)

は
ま
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
'
更
正
処
分
に
お
け
る
理
由
附
記
規
定
の
法
的
意
義
が
'
処
分
庁
の
悪
意
の
抑
制
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説

と
相
手
方
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
便
宜
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
以
上
､
こ
の
事
理
は
'
更
正
処
分

の
場
合
の
み
な
ら
ず
'

公
務
員
の
不
利

益
処
分

の
際
の
処
分
事
由
を
記
載
し
た
硝

書
の
交
付

(鯛
譜

抑
髭

臥
肋
納

毎

)
そ
の
他
の
理
由
附
記
規
定
に
お
い
て
も
'
基
本
的

論

に
は
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
結
局
,
附
記
さ
れ
た
理
由
で
は
処
分

の
適
法
性
を
維
持
し
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
,

当
該
行

政
処
分
が
違
法
と
さ
れ
る
か
ぎ
り
取
消
し
を
免
れ
な

い
｡

行
政
庁
は
新
た
な
理
由
を
附
し
た
新
た
な
行
政
処
分
を
す
る
は
か
は
な
い
が
'

場
合
に
よ

っ
て
は
同

一
処
分

の
-
り
返
し
に
な

っ
て
も
'

行
政
過
程
に
対
す
る
手
続
的
規
制
を
認
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
｡T

I
)

高
田
･
前
掲
書
二
1
三
五
へ
高
林

･
前
掲
論
文
二
頁
'
山
田
･
睦
地
･
前
掲
書
三
五
貢
'｢行
政
事
件
訴
訟
の
審
理
を
め
ぐ
る
in/務
上
の
諸
問
題
｣
6

(判
例
タ
イ
ム
ズ
一
七
五
号
三
二
頁
以
下
)0

(
2
)
E
ye｡
n
an
nIF
r6
h
ter.
aaO
.
S
1
650.

(
3
)
税

務

訴

訟
を

租
税
債
務
不
存
在
確

認

訴

訟
的
に
み
て
よ
い
か
ど
-
か
に
つ
い
て
は
'
司
法
研
修
所
論
集

7
九
六
八
年
a
l
五
九
頁
以
下
に
詳
し
い
O

へ4
)
公
務
員
懲
戒
処
分
に
お
い
て
'
処
分
理
由
の
明
示
を
要
求
し
た
法
の
趣
旨
か
ら
､
処
分
理
由
説
明
書
記
載
の
事
実
と
別
個
の
事
実
を
あ
ら
た
に
追
加

主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
判
決
が
最
近
相
つ
い
で
出
さ
れ
て
い
る
が
､
公
務
員
の
懲
戒
は
､
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
総
合
的
に
掛
酌
し
て
行
な

わ
れ
る
我
景
処
分
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
､
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
全
て
処
分
理
由
説
明
書
に
記
載
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
｡
そ
こ
で
'
裁
判
例
紘

｢懲
戒
処
分
に
際
し
て
掛
酌
さ
れ
た
諸
般
の
事
情
｣
を

｢掛
掛
告

や
後
の
訴
訟
に
お
い
て
追
聖

-

る
こ
と
は
許
さ
れ
る
｡｣
(抑
柵
馴
諸

州
冊

粁
翫

訓
塁

譜

塩

㌍

帖
新
冠

5
ujp
議

判
)
'あ
る
い
は
,｢付
加
的
処
分
事
由
と
し
て
,
こ
れ
ら
を
総
-

案
し
て
･
当
該
免
職
処
分
が
相

当
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
べ
き
｣

(畑
監

粥

煉
閉
脚
㌍

神
韻

雲

那
贈
韻

覧

蛮

諾

語

頭
㌃

)
と
し
て
,
そ
の
霞

-

潤

し
よ
う
と
し
て
い
る
O

(5
)
高
林

･
前
掲
論
文

一
五
貢
'
二
五
頁
､
緒
方

･
前
掲
書

i
二
頁
.

(6
)
最
高
裁
判
決
昭
和
三
八
年
五
月
三

7
日

(民
集

l
七
巻
四
号
六

1
七
貢
)､最
高
裁
判
決
昭
和
三
八
年

1
二
月
二
七
日

(民
柴

1
七
巻

l
二
=二

八
七

一
貫
)'最
高
裁
判
決
昭
和
四
七
年
三
月
三
1
日

(民
集
二
六
巻
二
号
三

1
九
貢
)
'最
高
裁
判
決
昭
和
四
七
年

7
二
月
五
目

(民
集
二
六
iy三

〇
日ィ二
七
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取消訴訟における処分理由の追完

(
‖
)

(
12
)

九
五
首月
)O

遠
藤
博
也

｢
暇
症
の
治
癒
｣
行
政
判
例
百
選

(新
版
)
一
五
二
頁
｡

最
高
裁
判
決
昭
和
四
七
年
十
二
月
五
日

(民
集
二
六
巻

l
〇
号

l
七
九
五
頁
)
ほ
か
.
青
色
申
告
書
提
出
承
認
取
消
処
分
の
印
記
理
由
の
不
備
に
関

し
て
は
､
最
高
裁
判
決
昭
和
四
九
年
四
月
二
五
日

(民
集
二
r<巻
三
号
四
〇
五
頁
)
｡た
だ
､
最
高
裁
判
決
昭
和
三
八
年
五
月
三

7
円

(
民
集

1
七
巻
四

号
六
一
七
頁
)
は
'｢審
査
の
請
求
を
棄
却
す
る
場
合
に
は
'
そ
の
決
定
通

知
書
の
記
載
が
当
初
の
更
正
処
分
通
知
書
ま
た
は
再
調
査
棄
却
決
定
通
知
書

の
理
由
と
相
侯
っ
て
原
処
分
を
正
当
と
し
て
維
持
す
る
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
お
れ
ば
足
り
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
Q｣
と
述
べ
て
い
る
の
は
､
不
服
審

査
段
階
で
の
更
7･il理
由
の
補
完
を
認
め
る
趣
旨
の
よ
う
に
も
読
め
る
｡

北
野
弘
久

｢
更
正
理
由
附
託
の
法
理
｣
判
例
評
論

1
六
五
号

H

l三
貴
､
高
柳
信
T
｢
青
色
申
符
に
対
す
る
更
止
の
理
由
附
記
｣
租
税
判
例

_-r
選

一

六
七
貢
｡

こ
の
理
解
が
西
ド
イ
ツ
の
判
例
の
立
場
と
決
t疋
的
に
異
な
る
点
で
あ
る
｡
西
ド
イ
ツ
の
判
例
が
､
行
政
裁
判
手
続
で
は
じ
め
て
相
手
方
に
坪
由
を
知

ら
せ
'
相
手
方
も
そ
れ
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
､
理
由
附
記
の
要
請
は
満
足
さ
れ
て
い
る
と
解
し
て
い
る
二
と
は
先
に
述
べ
た
通

り
で
あ
る
O
た
と
え
ば
t
B
V
erfG
v
二

6
1
1
.
]95
7
B
V
e
rEG
E
6
.
3
2
,
4
4
.

奈
良
地
裁
判
決
昭
和
三
三
年
九
月

l
六
日

(行
集
九
巻
九
号

1
九

l
六
頁
)
は
'｢
被
告
は
本
訴
に
お
い
て
は
じ
め
て
右
更
正
の
理
由
を
具
体
的
に
述

べ
る
が
､
こ
れ
に
よ
っ
て
右
の
堪
痕
が
追
完
さ
れ
て
右
更
正
決
定
を
適
法
か
つ
有
効
な
ら
し
め
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
'
更
正
の
理
由
の
記
載
を
更
正

決
定
の
適
法
か
つ
有
効
な
ら
し
め
る
要
件
と
解
す
べ
き
前
記
説
示
か
ら
み
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
O｣
と
述
べ
て
､
更
正
決
定
取
消
訴
訟
に
お
け
る
理
由

の
追
完
を
認
め
て
い
な
い
O

理
由
附
記
規
定
と
い
っ
て
も
'
更
正
処
分
の
理
由
的
記
は
'
青
色
申
告
者
は
税
法
所
定
の
帳
簿
書
類
を
備
え
つ
け
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
､
そ
の
記
載

を
無
視
し
て
更
正
が
行
な
わ
れ
な
い
こ
と
を
手
続
的
に
保
障
す
る
こ
と
に
､
そ
の
固
有
の
根
拠
が
あ
り

(北
野

･
前
掲
論
文

丁
二
三
頁
J
t公
務
員
の
不

利
益
処
分
の
場
合
に
は
'
不
公
正
な
懲
戒
処
分
か
ら
職
員
の
身
分
を
保
障
し
よ
-
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
'
い
ず
れ

に
し
て

も
'
処
分
庁
の
判
断
の
慎
重

･
合
理
性
を
担
保
L
t
被
処
分
者
に
不
服
申
立
て
の
便
宜
を
与
え
る
点
で
は
共
通
で
あ
り
､
両
者
を
別
異
に
扱
う
だ
け
の

根
拠
は
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
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四

あ

と

が

き

(1
)

一

行
政
処
分
は

一
般
に
不
要
式
行
為
で
あ
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
か
ら
'
法
令
が
と
-
に
理
由
を
付
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
場

合
の
ほ
か
は
､
理
由
を
付
さ
な
い
処
分
で
あ

っ
て
も
'
そ
の
こ
と
だ
け
で
は
違
法
と
は
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
｡
行
政
処
分
の
う
ち

に

は

'
口
頭
で
行
な
わ
れ
る
も
の
も
あ
り
あ
る
い
は
事
実
行
為
と
し
て
行
な
わ
れ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
'
あ
ら
ゆ
る
行
政
処

分
に
理
由
の
明
示
を
要
求
す
る
の
は
､
不
可
能
を
強
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
し
か
し
､
法
治
主
義
の
も
と
で
は
'
行
政
処
分
が
行
な
わ
れ

る
以
上
'
そ
れ
は
必
ら
ず

一
定
の
事
実
の
上
に

一
定
の
法
律
を
適
用
し
て
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
'
明
示
さ
れ
る
か
否
か
に
か
か
わ

ら
ず
､
行
政
処
分
は
こ
の
一
定
の
認
定
書
実
と
根
拠
法
条
を
前
提
に
し
て
成
り
立

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
｡
最
高
裁
判
所
は
､
更
正
処
分

の
理
由
附
託
規
定
の
意
義
を
､
｢
処
分
庁
の
判
断
の
慎
重
､
合
理
性
を
担
保
し
て
そ
の
窓
意
を
抑
制
す
る
と
と
も
に
'
処
分
の
理
由
を
相
手

方
に
知
ら
せ
て
不
服
申
立
て
の
便
宜
を
与
え
る
こ
と
に
存
す
る
｣
と
-
り
返
し
述
べ
て
い
る
が
､
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
'

こ

の
要

請

(2
)

は
'
法
令
上
理
由
附
記
が
要
求
さ
れ
て
い
る
場
合
に
必
ら
ず
L
も
か
ぎ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
｡
処
分
理
由
を
相
手
方
に
知
ら
せ
て
不
服

申
立
て
に
便
宜
を
与
え
る
､
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
み
い
え
ば
'
処
分
自
体
に
理
由
が
付
記
さ
れ
て
い
な
-
て
も
他
の
何
ら
か
の
方
法
で

そ
の
理
由
を
推
知
さ
れ
れ
ば
敢
庇
は
治
癒
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
し
､
ま
た
､
行
政
不
服
審
査
法
上
の
教
示
制
度
に
よ
っ
て
も
'
そ
の
日
的

は
相
当
程
度
連
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し
た
が

っ
て
'
む
し
ろ
理
由
開
記
規
定
の
主
た
る
趣
旨
は
､
｢
処
分
庁
の
判
断
の
慎
重
､
倉
敷
性
を

担
保
し
て
そ
の
悪
意
を
抑
制
す
る
｣
と
い
う
判
断
過
程
の

一
程
の
手
続
的
公
正
を
保
障
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
考
え
な
-

て
は
な
ら
な
い
｡
そ
の
こ
と
は
ま
た
'
恋
意
に
陥
り
や
す
い
が
た
め
に
と
-
に
慎
墓

･
合
理
性
の
要
求
さ
れ
る
判
断
に
つ
い
て
は
'
実
体

的
正
当
性
と
同
時
に
手
続
的
正
当
性
が
保
障
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
近
時
の
傾
向
と
も
そ
の
軌
を

一
に
す
る
｡

二

そ
う
で
あ
れ
ば
､
行
政
処
分

一
般
に
つ
い
て
'
理
由
附
記
が
要
求
せ
ら
れ
へ
そ
の
欠
紋

･
不
備
が
当
該
行
政
処
分
を
違
法
た
ら
し
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取消訴訟における処分理由の追完

め
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
､
判
例
の
趣
旨
を

一
歩
進
め
て
'
明
文
の
規
定
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
'
少
-
と
も
へ

と
く
に

｢
処
分
庁
の
判
断
の
慎
藍
､
合
理
性
を
担
保
し
て
そ
の
懇
意
を
抑
制
｣
す
べ
き
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
場
合
に
は
'

一
般
に
処
分
理

由
の
明
示
が
手
続
的
に
要
求
さ
れ
て
お
り
'
そ
れ
を
行
政
処
分
の
適
法
要
件
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
｡

一
定
の
行
政
処

分
に
お
け
る
理
由
附
記
を
解
釈
的
に
適
法
要
件
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
､
処
分
理
由
を
後
に
な

っ
て
か
ら
追
完
す
る
と

い
う

こ
と

は
､
理
由
附
託
を
要
す
る
と
さ
れ
る
趣
旨
お
よ
び
そ
れ
を
適
法
要
件
と
解
す
る
こ
と
と
基
本
的
に
矛
盾
す
る
か
ら
'
許
さ
れ
な
い
｡

三

行
政
庁
に
と

っ
て
'
法
律
に
定
め
ら
れ
た

1
定
の
行
為
を
な
す
可
能
性
し
か
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
'

こ
の
l
定
の
行
為
の
み
が
適

法
と
な
る
い
わ
ゆ
る
舶
来
行
為
に
お
い
て
は
､
行
政
は
行
為
の
選
択
を
す
る
余
地
が
な
-
､
行
政
庁
の
判
断
の
慎
歪
､
合
理

性

の
担

保

を
'
事
前
に
さ
ほ
ど
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
o
こ
れ
に
対
し
て
､
裁
量
行
為
に
お
い
て
ほ
､

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
事
実
が
存
す
る
場

合
に
も
'
行
政
庁
に
は
複
数
の
行
為
を
な
し
う
る
余
地
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
'
そ
れ
だ
け
行
為
の
選
択
に
恐
意
的
な
配
慮
が
入
り

こ
む
可
能
性
が
大
で
あ
る
｡
し
か
も
裁
量
判
断
の
内
容
に
対
す
る
司
法
審
査
に
は
限
界
が
あ
る
O
近
時
の
わ
が
国
の
裁
判
例
は
'
裁
量
処

分
に
お
け
る
基
準
内
容
を
相
手
方
に
告
知
L
t
聴
聞
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
を
も

っ
て
公
正
手
続
の
要
件
と
な
し
､

こ
れ
ら
を
欠
い
た
手

続
上
の
敢
庇
を
理
由
に
裁
琉
処
分
を
取
消
し
た
例
も
み
ら
れ
る
が
､
処
分
を
す
る
際
の
具
体
的
審
査
基
準
や
こ
の
基
準
を
適
用
す
る
う
え

で
必
要
と
さ
れ
る
事
項
を
相
手
方
に
告
知
す
る
の
み
な
ら
ず
､
処
分
庁
が

1
定
の
結
論
を
う
る
に
到

っ
た
根
拠
を
も
明
ら
か
に
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
裁
量
処
分
に
お
け
る
処
分
理
由
の
明
示
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
処
分
庁
も
十
分
公
正
慎
霞

に
処
分
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
り
'
ま
た
'
あ
わ
せ
て
無
用
の
出
訴
が
防
止
さ
れ
､
出
訴
に
お
け
る
争
点
が
明
確
に
さ
れ
る
｡
理

由
の
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
裁
量
処
分
は
'
そ
れ
だ
け
で
､
処
分
庁
の
独
断
や
悪
意
を
疑
わ
れ
て
も
や
む
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡

ま
た
へ
行
政
不
服
審
査
法
凶

一
条
は
'
裁
決
は
書
面
で
行
な
い
t
か
つ
理
由
を
附
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
す
る
が
へ

こ
の

趣
旨
は
'
裁
決
が
審
査
請
求
に
対
す
る
審
査
庁
の
判
断
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
､
審
査
庁
の
判
断
の
慎
重
へ
公
正
を
保
障
す

る

と

と

も
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説

に
'
審
査
請
求
人
に
対
し
て
審
査
庁
の
判
断
に
到
達
し
た
理
由
を
知
ら
せ
､
審
査
請
求
の
当
否
に
つ
い
て
さ
ら
に
再
考
す
る

機

会

を

与

え
､
出
訴
に
お
け
る
争
点
を
明
確
に
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
O
し
か
し
､
こ
の
こ
と
は
'
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
に
つ
い
て

論

の
み
な
ら
ず
､
判
断
の
慎
重
､
公
正
を
保
障
す
る
意
味
あ

い
か
ら
い
え
ば
,
お
よ
そ
か
か
る
争
訟
の
裁
断
的
行
為
に
お
い
て
は
,

明
文
の

規
定
が
な
い
と
し
て
も
'
同
様
に
理
由
附
記
が
要
求
さ
れ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

下
級
審
の
裁
判
例
の
中
に
も
､
こ
の
見
地
か

(3
)

ら
固
定
資
産
の
評
価
に
関
す
る
審
査
決
定

(
地
方
税
法
四
三
三
条
)

に
相
当
の
理
由
を
付
す
べ
き
こ
と
を
要
求
し
た
も
の
が
み
ら
れ
る
.

四

取
消
訴
訟
に
お
け
る
処
分
理
由
の
追
完
の
問
題
は
､
結
局
へ
処
分
理
由
の
行
政
処
分
に
対
す
る
意
味
づ
け
'
そ
の
評
価
の
仕
方
と

密
接
に
関
連
し
て
い
る
｡
処
分
理
由
の
記
載
は
'
行
政
処
分
に
付
さ
れ
る
日
付
の
記
載
や
処
分
行
政
庁
の
署
名
捺
印
等
と
は
'
そ
の
性
格

を
基
本
的
に
異
に
す
る
も
の
で
あ

っ
て
'
形
式
的
要
件
と
は
い
っ
て
も
'
行
政
処
分
の
内
容
的
適
正
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
行

政
手
続
の

一
環
と
し
て
の
意
味
を
有
し
て
い
る
｡
し
た
が

っ
て
'
処
分
理
由
の
明
示
お
よ
び
そ
の
取
消
訴
訟
に
お
け
る
追
完
に
対
し
て
あ

ま
り
に
も
寛
大
な
態
度
を
と
る
こ
と
は
､
こ
の
処
分
理
由
の
手
続
上
の
意
義
を
軽
視
す
る
こ
と
に
な
り
､
近
時
の
行
政
手
続
の
整
備
'
手

続
的
保
障
の
傾
向
に
も
逆
行
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
行
政
手
続
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
今
日
'
行
政
に
対
す
る
統
制
手
段
の

一
つ
と
し
て
の
処
分
理
由
の
機
能
に
つ
い
て
検
討
が
急
務
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
｡

(

-
)

田
中
二
郎

｢
行
政
法
総
論
｣
二
九
九
頁
｡

(

2
)

学
説
の
中
に
は
へ｢行
政
法
は
第
一
次
的
に
は
わ
為
規
範
と
み
る
べ
き
で
あ
り
､
行
為
の
法
的
根
拠
は
被
処
分
者
た
る
国
民
に
知
ら
さ
る
べ
き
で
あ

り

'
デ
ュ
ー
･
プ
ロ
セ
ス
的
要
請
と
し
て
'
明
文
の
規
定
が
な
-
て
も
そ
の
根
拠
法
条
を
記
載
す
る
こ
と
が
処
分
の
適
法
要
件
で
あ
る
｣
と
す
る
も
の

(兼
子
仁

｢
自
治
研
究
三
四
巻

一
号
一
六
三
頁
)'
｢重
大
な
侵
害
的
効
果
を
伴
う
行
政
処
分
を
書
面
で
行
な
う
べ
き
場
合
に
は
'
根
拠
法
条
の
明
示
は

認
定
事
実
の
呈
示
と
と
も
に
へ
実
質
的
法
治
主
義
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
｣
(真
砂
泰
輔

｢形
式
に
関
す

る
暇
庇
〓
t=改
判
例
百
選
一
四
六
百
Jt
｢明
文
呪
,屯
が
な
く
て
も
'
憲
法
≡
1
条

(商
乾
手
続
)
の
睡
旨
か
ら
､
1
投
に
処
分
Tj
は
哩
由
附
託
が
要
求
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取消訴訟における処分理由の追完

北法27(3･4-375〕733

さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
t
と
の
問
題
が
存
在
す
′ヱ

(北
野

･
前
掲
論
文

l
二
四
頁
)
と
述
べ
る
も
の
､か
あ
る
が
'
現
状
で
は
ま
だ
問
題
提
起
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
｡

(3
)
東
京
高
裁
判
決
昭
和
四
五
年
五
月
二
〇
日

(行
第
二
一
巻
五
号
八

1
三
文
)
.




