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は

じ

め

に

近
年
、
交
渉
や
協
働
と
い
っ
た
手
法
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
行
政
の
意
思
決
定
や
そ
の
執
行
に
つ
い
て
、
私
人
が
行
為
者
と
し
て
登

場
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
従
来
は
、
私
人
つ
ま
り
国
民
は
行
政
客
体
と
呼
ば
れ
、
行
政
行
為
の
客
体
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
し

か
し
国
民
主
権
の
も
と
で
は
、「
客
体
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
適
切
で
な
い
と
い
う
主
張
も
あ（
１
）

る
。
あ
る
い
は
「
客
体
」
と
し
て
扱
わ
れ
る

の
で
は
な
く
、
行
政
に
対
し
能
動
的
に
働
き
か
け
る
主
体
へ
と
変
貌
し
て
き
た
。
つ
ま
り
受
動
的
「
私
人
」
か
ら
能
動
的
「
市
民
」
へ

の
成
熟
で
あ
ろ（
２
）

う
。
こ
の
よ
う
な
能
動
的
行
為
者
と
し
て
の
市
民
が
行
政
に
働
き
か
け
る
方
法
と
し
て
交
渉
・
協
働
と
い
う
動
向
が
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
交
渉
・
協
働
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
筆
者
も
少
し
論
じ
さ
せ
て
い
た
だ
い（
３
）

た
。
そ
こ
で
の

観
点
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
市
民
の
要
望
を
行
政
が
採
り
こ
む
場
合
に
於
い
て
、
そ
の
判
断
の
適
正
さ
を
確
保
す
る
方
法
は
い
か
な

る
も
の
か
と
い
う
観
点
と
、
い
ま
一
つ
は
、
行
政
機
関
は
法
律
に
書
か
れ
て
い
な
い
事
項
を
行
っ
て
よ
い
の
か
、
よ
い
と
す
れ
ば
そ
の

理
由
は
何
か
と
い
う
観
点
で
あ
っ
た
。
後
者
つ
ま
り
法
律
外
の
行
政
活
動
に
つ
い
て
、
逆
の
視
点
か
ら
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
ヒ

大
統
領
に
よ
る
行
政
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

―
―
法
律
外
行
政
活
動
の
例
と
し
て
―
―

澤

田

知

樹
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ン
ト
を
提
示
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
、
本
稿
を
執
筆
す
る
所
存
で
あ
る
。
逆
の
視
点
と
は
、
法
律
的
権
限
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら

ず
そ
の
行
使
を
控
え
る
べ
き
場
合
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
米
国
に
於
い
て
任
期
末
の
大
統
領
は
そ
の
権
限
行
使
を
控
え
る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
主
張
が
あ（
４
）

る
。
本
稿
で
は
、
米
国
大
統
領
の
行
政
に
対
す
る
権
限
に
つ
い
て
述
べ
る
。
第
一
章
で
は
ま
ず
大
統
領
は
そ
の

任
期
の
最
後
の
日
ま
で
そ
の
権
限
を
行
使
で
き
る
こ
と
は
法
律
上
当
然
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
の
方
が
問
題
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
。
第
二
章
で
は
任
期
末
の
大
統
領
は
権
限
行
使
を
控
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
述
べ
る
。
第
三

章
で
は
大
統
領
が
行
政
機
関
に
対
し
て
そ
の
活
動
に
関
し
て
指
示
を
発
す
る
こ
と
は
法
律
上
書
か
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
そ
の
法

律
に
書
か
れ
て
い
な
い
指
示
を
発
す
る
こ
と
と
そ
れ
を
正
当
化
す
る
理
由
に
つ
い
て
述
べ
る
。
第
四
章
で
は
大
統
領
に
権
限
を
付
与
し

す
ぎ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
懸
念
と
そ
の
制
限
に
つ
い
て
述
べ
る
。
二
章
と
三
章
で
述
べ
る
こ
と
は
、
同
じ
根
拠
を
逆
の
視
点
か
ら
見
る

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
法
律
上
書
か
れ
て
い
な
い
行
為
を
な
す
根
拠
が
あ
る
と
き
は
そ
の
行
為
を
行
っ
て
よ
い
と
い
う
こ
と
は
、
反
対

に
解
釈
す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
と
な
る
事
由
が
な
い
と
き
に
は
法
律
上
の
権
限
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
そ
の
発
動
を
控
え
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
考
え
を
導
く
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
米
国
大
統
領
と
い
う
、
日
本
の
行
政
に
と
っ
て
関
連
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
で
あ

る
が
、
法
律
外
の
行
政
活
動
に
つ
い
て
の
問
題
に
一
つ
の
ヒ
ン
ト
を
提
示
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
る
。

第
一
章

任
期
末
大
統
領
の
権
限
行
使

一
、
任
期
末
大
統
領
の
権
限

大
統
領
は
そ
の
任
期
末
に
於
い
て
、
次
期
大
統
領
が
反
対
政
党
の
推
す
候
補
で
あ
る
と
き
あ
る
い
は
政
策
や
主
義
主
張
が
異
な
る
者

で
あ
る
こ
と
が
す
で
に
決
定
し
て
い
る
と
き
、
自
己
の
権
限
を
そ
の
期
日
の
最
終
の
日
ま
で
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

任
期
末
の
大
統
領
は
、
公
衆
の
信
頼
に
従
っ
て
名
誉
あ
る
適
切
な
判
断
を
な
す
べ
き
で
あ
り
、
政
策
の
不
可
避
的
な
変
遷
に
対
し
て
抵
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抗
し
た
り
妨
害
し
た
り
す
べ
き
で
は
な
い
。
つ
ま
り
任
期
末
の
大
統
領
が
な
お
行
政
活
動
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
は
、
大
統
領
権
限
の

濫
用
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
行
う
べ
き
で
な
い
と
の
主
張
も
あ（
５
）

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
一
般
論
と
し
て
は
現
職
の
大
統
領
は
、

次
期
大
統
領
が
就
任
す
る
瞬
間
ま
で
、
す
べ
て
の
大
統
領
権
限
を
行
使
し
得
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
と
い
う
主

張
も
あ（
６
）

る
。

前
者
の
主
張
に
つ
い
て
は
次
章
で
述
べ
る
が
、
本
章
で
は
後
者
の
主
張
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
す
る
。B

eerm
an

n

は
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。
次
期
大
統
領
へ
の
交
代
が
現
実
に
行
わ
れ
る
ま
で
、
現
大
統
領
は
す
べ
て
の
大
統
領
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
前
提
で
説
明
を
始
め
る
と
き
、
そ
れ
は
論
理
的
問
題
と
実
務
的
問
題
の
双
方
か
ら
説
明
さ
れ
得
る
だ
ろ
う
。
論
理
的
問
題
と
し
て
、

任
期
末
の
行
政
府
の
積
極
的
な
活
動
は
憲
法
の
下
に
認
め
ら
れ
た
権
限
内
の
も
の
で
あ
り
、
国
家
的
政
策
過
程
の
一
部
で
あ
る
。
次
期

大
統
領
の
政
策
に
抵
抗
あ
る
い
は
そ
れ
を
妨
害
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
の
政
策
過
程
の
一
部
で
あ
り
、
論

理
的
問
題
と
し
て
は
完
全
に
許
容
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
務
的
見
地
か
ら
は
、
任
期
末
の
大
統
領
は
、
利
益
グ
ル
ー
プ
に
よ
る

圧
力
か
ら
自
由
で
あ
ろ
う
し
、
そ
し
て
政
治
的
な
し
が
ら
み
に
よ
る
懸
念
か
ら
逃
れ
て
社
会
福
祉
政
策
を
推
し
進
め
る
こ
と
が
可
能
で

あ
ろ
う
。
そ
の
時
期
の
大
統
領
は
利
益
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
支
持
を
必
要
と
し
な
い
た
め
、
全
般
的
な
公
衆
の
利
益
に
つ
い
て
焦
点
を
あ

て
て
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ（
７
）

う
。

現
大
統
領
の
任
期
末
に
於
い
て
次
期
大
統
領
選
挙
の
結
果
が
明
ら
か
に
な
っ
た
日
か
ら
新
大
統
領
就
任
ま
で
の
期
間
に
な
さ
れ
た
規

制
は
ミ
ッ
ド
ナ
イ
ト
規
制(m

idn
igh

t
regu

lation
)

と
呼
ば
れ
た
り
す
る
が
、
こ
の
種
の
規
制
が
重
大
な
不
安
定
要
因
と
な
る
か
ど

う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
そ
し
て
な
ぜ
起
き
る
の
か
、
新
大
統
領
は
如
何
な
る
方
法
で
そ
れ
に
対
処

す
る
か
が
問
題
で
あ（
８
）

る
。

大統領による行政コントロール
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二
、
任
期
末
大
統
領
の
行
為
・
新
大
統
領
の
対
応

大
統
領
の
任
期
末
に
多
く
の
行
為
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
理
由
に
つ
い
て
、
こ
の
論
者
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
大
統
領
は
、

形
式
的
に
は
憲
法
、
協
定
、
法
律
、
規
則
等
で
許
容
さ
れ
る
す
べ
て
の
行
為
を
な
し
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
な
す
に
つ
い

て
議
会
の
承
認
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
実
務
的
な
問
題
と
し
て
、
大
統
領
は
そ
の
任
期
中
の
す
べ
て
の
期
間
に
わ
た
っ
て
権
限

を
行
使
で
き
る
訳
で
は
な
い
。
そ
の
最
た
る
例
は
連
邦
裁
判
官
の
任
命
で
あ
る
。
ま
た
、
任
期
末
の
行
政
府
が
採
り
得
る
最
も
長
期
的

な
施
策
は
、
新
た
な
行
政
規
則
を
発
す
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
任
期
末
に
新
し
い
行
政
規
則
を
発
す
る
こ
と
が
増
加
す
る
か
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
最
終
期
限
が
迫
っ
て
く
る
こ
と
に
因
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
最
終
期
限
の
接
近
に
よ
り
、
行
政
官
に
と
っ
て
は
業
績
を

ま
と
め
上
げ
よ
う
と
す
る
に
つ
い
て
の
効
果
的
な
刺
激
と
な
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
メ
ン
バ
ー
達
に
と
っ
て
は
、
期
限
を
延
長
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ（
９
）

る
。

新
大
統
領
に
と
っ
て
最
も
採
り
や
す
い
戦
術
は
、
前
政
権
末
期
の
規
則
を
延
期
、
取
消
、
修
正
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
手
続
的

に
は
、
告
知
コ
メ
ン
ト
手
続
を
経
て
な
さ
れ
た
規
則
を
取
り
消
す
た
め
に
は
、
新
た
な
告
知
コ
メ
ン
ト
手
続
な
し
に
は
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
。
実
質
的
な
問
題
と
し
て
は
、
他
の
規
則
を
取
り
消
し
た
り
修
正
し
た
り
す
る
規
則
は
、
個
別
の
関
連
法
規
の
下
で
適
用
さ
れ

る
審
査
基
準
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。A

irbags
C

as
（
１０
）

e

に
於
い
て
最
高
裁
は
、
新
政
権
に
於
い
て
行
政
機
関
が
規
則
を
撤
回

す
る
に
つ
い
て
十
分
な
理
由
を
示
せ
た
か
を
審
査
し（
１１
）

た
。
こ
の
見
解
で
は
先
の
政
権
の
行
為
は
新
大
統
領
を
拘
束
し
得
る
こ
と
を
意
味

す
る
で
あ
ろ（
１２
）

う
。
ま
た
新
大
統
領
が
、
前
大
統
領
の
任
期
末
に
公
布
さ
れ
た
規
則
の
発
効
・
執
行
を
凍
結
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
適
法

性
を
強
く
主
張
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
大
統
領
の
第
一
の
権
限
は
「
法
律
を
忠
実
に
執
行
す
る
と
い
う
テ
イ
ク
・
ケ
ア

(take
C

ar

（
１３
）

e)

」
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
前
大
統
領
が
策
定
し
た
規
則
も
そ
の
テ
イ
ク
・
ケ
ア
の
対
象
に
含
ま
れ
る
か
ら
、
新
大
統
領
は
そ
れ
を
忠
実
に
執
行
す

論 説
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る
こ
と
に
な
る
と
い
う
構
成
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三
、
大
統
領
の
行
為
の
性
質

現
行
法
は
前
大
統
領
の
任
期
末
に
関
わ
っ
た
行
為
や
新
政
権
の
そ
れ
に
対
す
る
行
為
に
つ
い
て
制
限
を
設
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

多
く
の
法
律
問
題
は
、
政
府
権
能
の
執
行
府
へ
の
配
分
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
議
会
は
直
接
大
統
領
に
権
限
を
委
任
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
多
く
は
個
別
の
政
府
の
省
や
行
政
機
関
に
権
限
を
委
任
す

る
。
大
統
領
は
、
自
身
の
権
限
よ
り
も
、
各
機
関
に
委
ね
ら
れ
た
権
限
を
重
視
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
大
統
領
が
規
則

制
定
に
関
与
す
る
と
き
、
行
政
機
関
が
米
国
行
政
手
続
法
（A

dm
in

istrative
P

rocedu
re

A
ct

:

以
下
Ａ
Ｐ
Ａ
と
略
す
）
や
他
の
法

律
で
要
求
さ
れ
て
い
る
全
て
の
手
続
に
従
っ
て
お
り
、
そ
し
て
行
政
機
関
に
提
出
さ
れ
た
記
録
が
審
査
基
準
の
下
に
適
正
で
あ
る
と
き
、

問
題
は
、
大
統
領
が
影
響
力
を
行
使
し
た
こ
と
が
、
そ
の
規
則
に
と
っ
て
の
マ
イ
ナ
ス
点
に
な
る
か
ど
う
か
で
あ（
１４
）

る
。
こ
こ
で
の
問
題

は
、
議
会
が
個
々
の
行
政
機
関
に
権
限
を
委
任
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
権
限
を
大
統
領
や
そ
の
ス
タ
ッ
フ
が
公
式
で
な
い
に

し
ろ
行
政
官
に
代
わ
っ
て
行
使
し
た
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。
大
統
領
の
圧
力
に
よ
っ
て
、
決
定
権
者
は
公
開
性
に
欠
け
て
し
ま
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
Ａ
Ｐ
Ａ
は
、
規
則
制
定
進
行
に
際
し
決
定
権
者
に
対
し
て
、
告
知
コ
メ
ン
ト
期
間
中
に
提
出
さ
れ
た
関
連
事
項
を
考

慮
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い（
１５
）

る
。
だ
が
Ａ
Ｐ
Ａ
は
行
政
機
関
の
規
則
制
定
に
つ
い
て
実
質
的
な
制
限
を
設
け
て
い
る
よ
う
に
は
解
せ
ら

れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
Ａ
Ｐ
Ａ
は
明
示
的
に
公
開
性
ま
で
を
要
求
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
提
出
さ
れ
た
関
連
事
項
を
考
慮
す
る
よ
う
要

求
し
て
い
て
も
、
最
高
裁
は
Ａ
Ｐ
Ａ
で
要
求
さ
れ
て
い
る
手
続
に
さ
ら
に
追
加
す
る
こ
と
に
は
消
極
的
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
強
い
手

続
要
求
を
課
す
こ
と
を
是
認
し
そ
う
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
行
政
官
を
規
則
制
定
過
程
か
ら
除
外
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
際
に
、
裁

判
官
は
そ
の
者
が
偏
っ
た
見
解
を
有
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
を
避
け
て
き（
１６
）

た
。

そ
し
て
、
裁
判
所
は
規
則
の
適
法
性
に
つ
い
て
疑
問
を
投
げ
掛
け
る
こ
と
に
つ
い
て
消
極
的
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
裁
判
所
の
判
決
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の
影
響
の
下
、
行
政
機
関
は
現
実
の
行
政
の
目
的
か
ら
逸
脱
し
た
規
則
を
発
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
。
加
え
て
、

行
政
官
に
対
す
る
大
統
領
の
記
録
外
の
対
話
に
対
す
る
訴
訟
は
、
あ
ま
り
成
功
し
そ
う
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
規
則
制
定
手
続
に
於
け
る

大
統
領
の
一
方
的(ex

parte)

対
話
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
明
確
で
は
な
い
。
Ａ
Ｐ
Ａ
に
は
、
公
式
の
手
続
進
行
を
除
い
て

は
、
そ
の
よ
う
な
禁
止
は
な
く
、
個
別
の
法
律
の
多
数
に
於
い
て
も
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
。
法
律
上
の
権
限
が
な
い
以
上
、
裁
判
所
に

規
則
制
定
手
続
に
於
け
る
偏
っ
た
対
話
を
禁
ず
る
権
限
が
あ
る
か
ど
う
か
疑
わ
し（
１７
）

い
。
大
統
領
が
行
政
官
と
口
頭
の
対
話
を
な
す
に
つ

い
て
、
憲
法
第
二
編
とV

erm
on

t
Y

an
ke

（
１８
）

e

で
の
制
限
原
理
を
共
に
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
裁
判
所
は
、
法
文
で
要
求
さ
れ
て
い
る
事

項
を
超
え
る
関
与
を
求
め
る
に
つ
い
て
特
別
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な（
１９
）

い
。

こ
こ
で
は
、
大
統
領
が
法
律
で
定
め
ら
れ
た
権
限
以
外
の
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
法
律
の
条
文
に
明
確
に
違
反
し

て
い
な
い
限
り
は
、
裁
判
所
は
大
統
領
の
そ
の
行
為
を
違
法
で
あ
る
と
宣
言
し
そ
う
に
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

そ
の
こ
と
か
ら
、
任
期
末
の
大
統
領
が
積
極
的
に
行
動
す
る
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
、
何
れ
に
な
る
か
の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
訳
で

は
な
い
。

四
、
前
大
統
領
・
新
大
統
領
の
関
係

現
行
法
が
、
任
期
末
の
大
統
領
に
よ
る
規
制
活
動
に
つ
い
て
効
果
的
な
対
処
法
を
規
定
し
て
い
な
い
の
な
ら
ば
、
任
期
末
の
大
統
領

の
行
為
の
権
能
を
妨
げ
る
よ
う
な
方
法
を
採
る
こ
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
議
会
は
、
Ａ
Ｐ
Ａ
を
改
正
し
て
、
任
期
の
終
期
の

あ
る
一
定
期
間
に
於
い
て
新
た
な
規
則
制
定
案
の
提
出
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
こ
れ
は
重
大
な
問
題
を
惹

起
す
る
。
一
つ
は
、
執
行
権
に
対
し
て
制
限
を
設
け
る
こ
と
は
、
何
者
も
が
埋
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
権
能
の
空
白
を
生
じ
せ
し
め
、

そ
し
て
政
府
権
能
を
不
完
全
な
ら
し
め
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
い
ま
一
つ
は
、
大
統
領
の
権
限
の
幾
つ
か
は
、
制
限
す
る
こ

と
が
非
常
に
困
難
な
も
の
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
最
も
根
本
的
な
事
項
で
あ
る
が
、
執
行
府
の
固
有
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
権
限
、
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あ
る
い
は
憲
法
第
二
編
に
列
挙
さ
れ
た
権
限
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
大
統
領
が
行
使
す
る
こ
と
を
制
限
す
る
こ
と
は
議
会
に
は
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ（
２０
）

る
。
執
行
府
固
有
の
権
限
の
行
使
を
制
限
す
る
よ
う
な
試
み
は
、
憲
法
上
の
問
題
を
惹
起
す
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
問
題
の
要
素
と
な
る
事
項
は
、
新
大
統
領
が
自
身
の
政
策
に
適
合
し
な
い
規
則
の
発
効
を
停
止
し
た
り
そ
れ
に
代
わ
る
新

し
い
規
則
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
法
的
に
要
求
さ
れ
た
す
べ
て
の
事
項
が
一
連
の
行
政
の
手
続
進
行
に
於
い
て
適
切
な

官
吏
に
よ
っ
て
採
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
大
統
領
の
関
与
は
顧
み
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
行
政
機
関
の
長
官
は
、
大
統
領
の
命
令
を

顧
み
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
大
統
領
は
長
官
を
交
代
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
新
政
権
が
、
前
政
権
の
任
期

末
の
行
為
を
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
、
新
政
権
は
何
ら
か
の
権
限
を
有
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
仮
定
で
き
よ
う
。
そ
の
可
能
性
の
一
つ

と
し
て
は
、
司
法
判
断
を
通
じ
て
あ
る
い
は
Ａ
Ｐ
Ａ
を
修
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
可
能
だ
が
、
公
布
さ
れ
た
ば
か
り
の
規
則
に
つ

い
て
、
行
政
機
関
が
撤
回
し
た
り
修
正
し
た
り
す
る
に
つ
い
て
告
知
コ
メ
ン
ト
手
続
の
要
求
な
し
に
行
え
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と

も
考
え
得
る
で
あ
ろ（
２１
）

う
。
こ
れ
に
よ
り
、
新
政
権
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
政
策
か
ら
逸
脱
す
る
規
則
に
つ
い
て
対
処
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
発
効
日
に
及
ん
で
規
則
を
撤
回
す
る
権
限
を
与
え
る
こ
と
に
は
多
少
問
題
が
あ
る
。
現
行
法
で
は
、
一
般
的
に
規
則
は
発
効

し
て
い
な
く
と
も
公
布
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
り
行
政
機
関
の
最
終
行
為(fin

ality)

が
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
ひ
と
た
び
規
則
が
最

終
段
階
に
達
し
た(fin

al)

と
な
る
と
、
そ
の
規
則
を
撤
回
し
あ
る
い
は
修
正
す
る
こ
と
は
、
新
た
に
公
布
さ
れ
る
規
則
と
同
様
に
そ

れ
と
同
じ
基
準
の
下
で
司
法
審
査
の
対
象
と
な（
２２
）

る
。
た
だ
、
議
会
が
別
の
基
準
を
設
け
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な（
２３
）

い
。
そ
の
よ
う

な
立
法
が
な
さ
れ
た
の
な
ら
ば
、
新
政
権
は
前
政
権
が
任
期
末
に
発
し
た
規
則
を
自
由
に
撤
回
あ
る
い
は
修
正
で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

だ
が
、
な
お
問
題
は
残
る
。
任
期
末
に
策
定
さ
れ
た
規
則
と
そ
れ
以
外
の
規
則
と
の
区
別
が
と
て
も
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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第
二
章

大
統
領
権
限
の
源
泉

一
、
任
期
末
に
於
け
る
権
限
行
使
の
問
題

任
期
末
に
於
い
て
、
い
わ
ば
駆
込
み
的
に
規
則
制
定
等
の
権
限
行
使
を
行
う
に
つ
い
て
批
判
す
る
論
者
も
多
い
。
駆
込
み
的
な
行
政

活
動
は
、
新
大
統
領
の
権
限
や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
減
殺
す
る
こ
と
を
目
的
に
す
る
と
見
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
非
民
主
的
で
あ
る

と
い
う
印
象
を
与
え
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
活
動
は
し
ば
し
ば
大
統
領
選
挙
後
に
行
わ
れ
る
た
め
に
、
投
票
者
は
行
政
機
関
の
責
任

を
追
求
す
る
た
め
の
重
要
な
ツ
ー
ル
を
失
う
事
態
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
反
対
に
、
論
者
の
中
に
は
大
統
領
に
よ
る
行
政
の
規
制
政

策
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
政
が
一
部
の
利
益
と
結
び
つ
く
こ
と
あ
る
い
は
自
己
の
目
的
を
追
求
す
る
と
い
う
弊

害
を
抑
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
者
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
よ
り
強
調
さ
れ
る
様
相
と
な
る
で
あ
ろ（
２４
）

う
。

そ
れ
ら
の
論
者
は
、
大
統
領
は
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
官
吏
で
あ
る
た
め
に
、
公
衆
の
要
望
に
応
じ
そ
れ
を
行
政
機
関
（
独
立

行
政
委
員
会
を
除
く
）
に
伝
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
選
挙
過
程
を
通
じ
て
公
衆
の
価
値
観
や
政
策
要
望
に
関
す
る
対
話
を
な
し
十

分
に
情
報
を
得
て
そ
し
て
そ
れ
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
仮
定
す（
２５
）

る
。
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
大
統
領
の
権
限
行
使
の
根
拠
を
、
選

挙
に
よ
る
民
主
的
基
盤
に
求
め
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
を
反
対
に
解
釈
し
て
、
任
期
末
の
大
統
領
に
つ
い
て
、
対
立
政
党
の

候
補
あ
る
い
は
政
策
や
主
義
・
主
張
を
異
に
す
る
候
補
者
の
当
選
が
確
定
し
て
い
る
場
合
に
は
、
現
大
統
領
は
す
で
に
そ
の
民
主
的
基

盤
を
失
っ
て
い
る
と
解
す
る
構
成
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、
行
政
機
関
の
裁
量
の
拡
大
も
問
題
と
さ
れ
る
。
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル(N

ew
D

eal)

以
後
、
行
政
機
関
は
政
策
決
定
の
中
核
と

な
る
部
分
を
決
定
す
る
に
つ
い
て
議
会
か
ら
委
任
さ
れ
て
き
た
。
議
会
は
、
自
身
が
政
策
立
案
す
る
専
門
性
に
欠
け
そ
し
て
コ
ン
セ
ン

サ
ス
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
に
広
汎
な
権
限
を
行
政
機
関
に
委
任
し
た
の
で
あ
ろ（
２６
）

う
。
そ
し
て
行
政
機
関
は
柔
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軟
性
や
裁
量
を
保
持
す
る
た
め
あ
る
い
は
行
政
コ
ス
ト
を
減
少
さ
せ
る
た
め
さ
ら
に
は
司
法
審
査
を
避
け
る
た
め
に
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
や

内
部
指
示
と
い
っ
た
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
手
法
を
通
じ
て
政
策
を
策
定
す
る
方
向
を
好
む
で
あ
ろ
う
。
行
政
機
関
の
下
部
に
於
い
て
は
、

拘
束
力
あ
る
手
続
や
判
断
基
準
が
比
較
的
整
備
さ
れ
て
い
な
い
状
況
が
多
い
た
め
に
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
に
は
決
定
に
あ
た
っ
て
か
な
り
の

自
由
度
が
与
え
ら
れ
る
様
相
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
決
定
権
者
の
見
解
の
み
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
一
部
の
利
益
グ
ル
ー

プ
や
政
治
的
に
偏
っ
た
目
的
を
追
求
す
る
よ
う
な
決
定
が
な
さ
れ
る
事
態
も
あ（
２７
）

る
。

二
、
行
政
機
関
と
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ

米
国
に
於
い
て
行
政
機
関
は
「
第
四（
２８
）

府
」
と
呼
ば
れ
た
り
し
て
い
る
が
、
こ
の
第
四
府
に
つ
い
て
そ
の
正
統
性
の
ソ
ー
ス
と
し
て
機

能
し
得
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

正
統
性
は
次
の
二
つ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
つ
は
、
議
会
と
い
う
最
も
選
挙
民
に

近
い
機
関
が
政
策
の
中
核
部
分
を
定
め
な
か
っ
た
場
合
に
、
行
政
機
関
の
権
限
行
使
は
民
主
的
な
事
項
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

か
。
い
ま
一
つ
は
、
そ
の
行
使
す
る
権
限
に
つ
い
て
行
政
機
関
は
ア
カ
ウ
ン
タ
ブ
ル
で
あ
る（
２９
）

か
。
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
問
題
は
、

行
政
機
関
が
そ
の
行
動
を
正
当
化
し
公（
３０
）

開
す
る
義
務
が
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
そ
の
権
限
は
意
味
の
あ
る(m

ean
in

gfu
l)

制
限
事

項
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点
を
当
て
る
。
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ

は
、
ど
こ
ま
で
の
範
囲
の
外
部
機
関
が
行
政
機
関
の
活
動
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
に
密
接
に
関
連
す
る
。
そ

し
て
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
と
民
主
主
義
は
二
つ
の
方
法
で
リ
ン
ク
す
る
。
一
方
で
は
、
法
の
支
配
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
行
政
機
関

の
権
限
の
範
囲
に
つ
い
て
、
選
挙
民
が
行
政
機
関
の
活
動
を
よ
り
正
統
な
も
の
と
し
て
認
識
で
き
る
で
あ
ろ
う
こ
と
で
あ
り
、
他
方
で

は
、
選
挙
過
程
そ
の
も
の
が
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
一
形
態
を
提
供
し
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ（
３１
）

る
。

行
政
機
関
の
機
能
が
、
単
に
議
会
が
決
定
し
た
政
策
を
執
行
し
具
体
化
す
る
と
い
う
だ
け
で
あ
れ
ば
、
行
政
機
関
の
権
限
に
つ
い
て
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独
立
し
た
民
主
的
正
統
性
の
ソ
ー
ス
を
必
要
と
し
な
い
。
同
様
に
、
行
政
機
関
の
裁
量
は
明
確
化
さ
れ
決
定
さ
れ
た
境
界
内
に
制
限
さ

れ（
３２
）

る
。
だ
が
行
政
機
関
の
判
断
が
、
専
ら
技
術
的
な
も
の
よ
り
は
む
し
ろ
実
質
的
で
価
値
を
負
わ
さ
れ
た
内
容
と
な
る
に
つ
れ
、
行
政

機
関
に
対
す
る
何
ら
か
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
役
割
を
担
う
機
関
と
し
て
、
議
会
や
裁
判
所
が
考
え
ら
れ
る

が
、
大
統
領
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
考
え
方
も
浮
上
し
て
く
る
。

大
統
領
は
立
法
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
行
政
機
関
の
長
を
交
代
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
行
政
機
関
を
ア
カ
ウ
ン
タ
ブ
ル
に
保

つ
こ
と
が
で
き
る
。
行
政
機
関
の
長
を
交
代
さ
せ
る
権
限
に
加
え
、
大
統
領
の
執
行
オ
フ
ィ
ス
は
今
で
は
行
政
規
制
活
動
を
審
査
し
、

行
政
機
関
の
予
算
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
行
政
機
関
に
そ
の
活
動
や
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
を
求
め
、
そ
し
て
行
政
活
動
の
優
先
順
位

の
決
定
を
監
督
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
政
官
僚
に
よ
る
惰
性
に
対
す
る
是
正
を
試
み
て
い（
３３
）

る
。

ま
た
選
挙
民
は
、
大
統
領
選
挙
を
通
じ
て
事
前
に
政
策
に
つ
い
て
の
要
望
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
要
望
を
最
も
よ
く
具
体

化
す
る
よ
う
な
政
策
を
提
供
す
る
候
補
者
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
大
統
領
は
公
衆
の
見
解
を
導
入
し
、
さ
ら
に
は
再
選

の
チ
ャ
ン
ス
を
高
め
る
た
め
に
任
期
中
を
通
し
て
、
選
挙
時
に
示
し
た
見
解
に
対
し
て
責
任
を
保
ち
続
け
る
可
能
性
が
高
い
。
論
理
的

に
は
、
大
統
領
は
、
行
政
機
関
が
そ
の
裁
量
を
行
使
し
た
こ
と
に
つ
い
の
説
明
を
行
政
機
関
に
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
執

行
府
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
的
配
列
に
依
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
も
し
す
べ
て
の
政
府
政
策
に
つ
い
て
包
括
的
に
監
視
す
る
に
適
し
た
機
関

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
で
あ
ろ（
３４
）

う
。
あ
る
い
は
行
政
機
関
が
人
民
に
対
し
て
直
接
に
ア
カ
ウ
ン
タ
ブ
ル
で
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
執
行
府
の
長
が
そ
の
よ
う
な
政
策
判
断
を
な
す
こ
と
が
、
政
府
の
政
策
部
門
に
と
っ
て
全
般
的
に
適
切
で
あ
ろ（
３５
）

う
。

三
、
行
政
機
関
の
判
断
の
適
切
性

前
節
で
は
大
統
領
に
よ
る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
主
張
を
見
て
き
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
行
政
機
関
自
身
の
意
思
決
定

に
、
よ
り
直
接
に
民
主
的
正
統
性
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。
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S
eiden

feld

に
よ
る
と
、
民
主
的
熟
慮
の
所
在
は
、
議
会
で
は
な
く
行
政
機
関
自
身
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
行

政
国
家
に
於
け
る
意
思
決
定
過
程
は
熟
慮
過
程
と
し
て
観
念
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
政
策
全
般
の
価
値
に
よ
っ
て
情
報
づ
け
ら

れ
た
熟
慮
に
よ
る
意
思
決
定
を
求
め
る
市
民
リ
パ
ブ
リ
カ
ン
に
と
っ
て
最
善
の
要
望
を
提
供
す（
３６
）

る
。
だ
が
同
時
に
欠
点
も
指
摘
さ
れ
る
。

隔
離
さ
れ
た
位
置
に
於
い
て
の
意
思
決
定
過
程
に
よ
っ
て
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
価
値
か
ら
か
け
離
れ
る
こ
と
に
よ
り
非
民
主
的
な
結
果

を
導
く
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
逸
脱
は
、
行
政
機
関
が
情
報
や
見
解
に
つ
い
て
の
範
囲
を
適
正
に
定
め
ら
れ
ず
十

分
な
対
話
が
行
わ
れ
な
い
た
め
、
あ
る
い
は
行
政
機
関
が
そ
れ
自
身
の
目
的
や
計
画
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
起
き
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ（
３７
）

う
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
も
あ
る
。
行
政
機
関
の
意
思
決
定
を
外
部
か
ら
の
一
連
の
要
望
の
集
合
で
あ
る
と
し
て
理
解
し
た
と
し

て
も
、
内
部
で
の
政
策
上
の
多
様
性
は
優
れ
た
メ
リ
ッ
ト
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
。
意
思
決
定
者
は
、
利
益
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
要
望
に

つ
い
て
の
情
報
を
収
集
し
あ
る
い
は
大
統
領
選
の
民
意
表
明
機
構
を
通
し
て
、
私
人
の
要
望
を
伝
え
る
パ
イ
プ
と
し
て
機
能
す
る
。
行

政
機
関
の
最
終
的
な
決
定
の
適
切
性
は
、
行
政
過
程
の
中
で
影
響
を
受
け
る
様
々
な
利
害
関
係
者
を
公
式
に
代
表
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
ど
う
か
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
ろ（
３８
）

う
。

こ
れ
ら
の
見
解
に
よ
る
と
、
大
統
領
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
正
統
性
の
中
心
的
な
ソ
ー
ス
で
は
な
く
、
熟
慮
が
歪
め
ら
れ
た
と
き

あ
る
い
は
不
適
切
な
結
果
に
対
す
る
安
全
保
障
と
し
て
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
あ
ま
り
に
も
行
政
機
関
に
決
定
権
限

の
比
重
を
置
き
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
議
会
あ
る
い
は
大
統
領
よ
り
も
む
し
ろ
、
議
会
か
ら
相
当
な
程
度
の
裁
量
を

与
え
ら
れ
た
行
政
機
関
そ
れ
自
身
が
公
的
利
益
を
増
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ（
３９
）

る
。

四
、
大
統
領
選
の
民
意
反
映
に
つ
い
て
の
不
十
分
性

大
統
領
に
よ
る
行
政
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
考
え
方
に
於
い
て
は
、
大
統
領
選
で
の
投
票
者
は
、
単
に
指
導
者
を
選
択
す
る
の
み
な
ら
ず
、
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行
政
機
関
が
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
問
題
に
つ
い
て
の
選
挙
民
の
要
望
を
伝
達
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
で
は
、
選
出
さ
れ
た
大
統

領
に
つ
い
て
の
行
政
的
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
は
、
大
統
領
が
選
挙
に
勝
利
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
国
家
的
選
挙
が
大
統
領
の
政
策
的

な
志
向
が
選
挙
民
の
要
望
を
反
映
し
そ
れ
に
行
政
機
関
が
応
じ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
状
況
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
行
政
機
関
は
適
正

に
機
能
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
仮
定
に
、
依
拠
す
る
こ
と
に
な
ろ（
４０
）

う
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
す
べ
て
の
場
合
に
つ
い
て
あ
て

は
ま
る
訳
で
は
な
い
。
行
政
機
関
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
、
選
挙
民
の
多
数
は
事
前
に
十
分
に
情
報
を
得
あ
る
い
は
要

望
を
ま
と
め
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
最
も
重
大
な
問
題
に
つ
い
て
の
み
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
与
え
る
か
否
か
の
選
択

し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ（
４１
）

う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
は
、
投
票
者
は
事
前
に
政
策
的
見
地
を
十
分
に
形
成
し
た
と
結
論
す

る
こ
と
は
と
て
も
困
難
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
投
票
者
が
要
望
を
十
分
に
ま
と
め
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
一
人
の

大
統
領
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
表
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

選
挙
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
欠
点
も
指
摘
さ
れ
る
。
大
統
領
選
に
よ
っ
て
投
票
者
の
要
望
に
つ
い
て
信
頼
で
き
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

伝
え
る
こ
と
は
、
あ
り
そ
う
に
も
な
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
候
補
者
は
選
挙
期

間
中
に
は
個
々
の
具
体
的
な
問
題
に
つ
い
て
直
面
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
直
面
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
候
補

者
は
自
分
の
志
向
に
つ
い
て
対
話
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
選
挙
後
に
な
っ
て
初
め
て
そ
の
志
向
を
形
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
第
二
に
、
具
体
的
な
政
策
問
題
が
提
起
さ
れ
そ
し
て
討
議
さ
れ
た
と
し
て
も
、
大
統
領
選
挙
の
構

造
に
よ
り
、
投
票
者
は
そ
の
要
望
に
つ
い
て
候
補
者
と
対
話
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
政
党
シ
ス
テ
ム
で
は
、
投
票

者
は
一
般
の
選
挙
に
於
い
て
二
人
の
候
補
者
か
ら
選
ぶ
こ
と
以
上
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。
そ
れ
故
に
投
票
者
は
一
般
的
に
言

っ
て
、
二
つ
の
政
策
目
標
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
中
か
ら
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
投
票
者
の
要
望
よ
り
も
候
補
者
が
示
す
主
要
な
問

題
に
つ
い
て
支
持
で
き
る
か
ど
う
か
に
な
っ
て
し
ま
う
。
最
後
に
、
選
挙
期
間
中
に
個
々
の
具
体
的
な
問
題
に
つ
い
て
十
分
に
形
成
さ

論 説

（阪大法学）５５（１―１００）１００〔２００５．６〕



れ
た
要
望
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
別
の
問
題
が
あ
る
。
大
統
領
が
圧
倒
的
多
数
で
選
出
さ
れ
な
い
限
り
は
、
大
統
領
の
政
策
目
標
は
、

国
民
の
大
部
分
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
十
分
に
形
成
さ
れ
た
見
解
と
い
え
ど
も
、
代
表
し
表
明
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ（
４２
）

う
。
大
統
領
の
政
策

は
、
相
当
数
の
支
持
に
よ
っ
て
継
続
的
に
導
入
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、
選
挙
に
よ
る
多
数
派
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ（
４３
）

う
。
こ

の
よ
う
に
、
大
統
領
の
政
策
目
標
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
適
正
な
も
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
こ
こ
で
示
さ
れ
た
こ

と
は
、
選
挙
に
よ
る
民
主
的
正
統
性
と
判
断
内
容
の
適
正
さ
と
は
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
内
容
の
適
正
さ
は
、
む
し
ろ
熟
慮
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
選
挙
に
よ

る
民
主
的
正
統
性
か
、
熟
慮
に
よ
る
内
容
の
適
正
さ
か
、
と
い
う
問
題
に
収
斂
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、
引
き
続
き
、

次
章
で
は
大
統
領
の
行
政
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

第
三
章

大
統
領
に
よ
る
行
政
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

一
、
行
政
部
門
を
統
括
す
る
者
―
大
統
領

米
国
の
行
政
国
家
の
歴
史
に
於
い
て
、
政
策
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
三
部
門
が
互
い
に
争
い
抑
制
し
あ
っ

て
き
た
た
め
、
そ
れ
ら
の
う
ち
ど
れ
か
一
つ
が
最
終
的
に
優
位
者
と
し
て
現
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ

り
そ
う
に
な
か
っ
た
。
だ
が
、
時
代
は
変
遷
し
、
一
つ
あ
る
い
は
も
う
一
つ
の
部
門
が
、
行
政
過
程
の
結
果
に
つ
い
て
影
響
を
与
え
、

方
向
を
示
す
に
当
た
っ
て
比
較
的
優
位
に
あ
る
も
の
と
し
て
前
面
に
出
て
き
た
。
そ
れ
が
大
統
領
で
あ（
４４
）

る
。

大
統
領
の
解
任
権
の
行
使
か
ら
実
質
的
に
保
護
さ
れ
る
行
政
部
局
と
大
統
領
の
関
係
を
調
整
す
る
た
め
の
広
汎
な
権
限
を
持
つ
も
の

は
議
会
で
あ
る
こ
と
は
、
憲
法
上
容
認
さ
れ
て
い（
４５
）

る
。
さ
ら
に
議
会
は
、
大
統
領
に
よ
る
解
任
権
を
受
け
る
官
吏
に
つ
い
て
も
裁
量
的

決
定
の
行
使
に
つ
い
て
は
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
議
会
は
、
権
限
を
大
統
領
で
は
な
く
行
政
官
に
委
任
し
て
き（
４６
）

た
。
だ

大統領による行政コントロール
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が
、
条
文
で
委
任
さ
れ
た
裁
量
の
範
囲
内
で
具
体
的
な
行
為
を
行
う
よ
う
に
官
吏
に
命
ず
る
大
統
領
が
現
れ
た
。C

lin
ton

で
あ
る
。

あ
る
論
者
は
、
こ
れ
を
指
示
権(directive

au
th

ority)

と
呼
び
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
議
会
が
、
行
政
活
動
を
大
統
領
か
ら
引

き
離
し
保
護
す
る
に
つ
い
て
の
広
汎
な
権
限
を
持
つ
こ
と
は
認
め
る
が
、
議
会
は
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
る
以
上
に
大
統
領
に
権
限
を

与
え
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
独
立
行
政
委
員
会
の
長
は
別
と
し
て
、
そ
れ
を
除
く
行
政
機
関
に
対
し
て
権
限
を
委
任
す
る

条
文
は
、
そ
の
委
任
さ
れ
た
裁
量
の
行
使
に
つ
い
て
大
統
領
が
指
示
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
と
効
率
の
価
値
に
つ
い
て
焦
点
を
当
て
る
。
他
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
形
態
に
比
較
し
て
、

行
政
府
の
大
統
領
化
と
い
う
新
た
な
考
え
方
が
、
公
衆
に
対
し
て
官
僚
制
を
よ
り
透
明
に
し
責
任
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
、
尽
力
す

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
考
え（
４７
）

る
。

こ
の
主
張
は
、
議
会
か
ら
与
え
ら
れ
た
行
政
機
関
の
裁
量
を
適
切
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
得
る
の
は
誰
（
ど
の
機
関
）
で
あ
る
か
と
い

う
問
い
に
つ
い
て
、
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
使
す
る
の
に
最
も
適
し
て
い
る
者
（
機
関
）
は
大
統
領
で
あ
ろ
う
と
い
う
一
つ
の
仮
定

を
導
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、
裁
量
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
消
極
的
側
面
の
み
な
ら
ず
、
積
極
的
な

政
策
目
標
を
実
現
す
る
た
め
に
、
大
統
領
は
各
行
政
機
関
に
対
し
て
そ
の
裁
量
の
範
囲
内
で
可
能
な
範
囲
で
、
裁
量
行
使
に
於
け
る
方

向
性
な
い
し
目
標
性
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
積
極
的
側
面
も
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

本
章
で
は
、
大
統
領
の
指
示
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
行
政
裁
量
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
消
極
面
と
政
策
的
目
的
実
現
と
い
う
積
極
面

と
の
双
方
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
こ
う
。

二
、
議
会
に
よ
る
行
政
機
関
の
裁
量
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
弱
点

行
政
機
関
に
権
限
を
与
え
る
法
律
の
多
く
は
、
結
果
に
つ
い
て
は
拘
束
せ
ず
あ
る
い
は
広
汎
な
裁
量
を
も
た
ら
す
権
限
付
与
を
含
み
、

公
的
政
策
の
主
要
な
問
題
に
つ
い
て
行
政
機
関
の
裁
量
に
任
せ
て
き
た
。
議
会
が
一
旦
権
限
委
任
を
行
う
と
、
行
政
機
関
の
政
策
決
定
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に
つ
い
て
の
効
果
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
少
な
く
と
も
議
会
は
そ
れ
を
や
っ
て
こ
な
か
っ

（
４８
）

た
。
議
会
が
、
行
政
機
関
の
決
定
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
機
構
を
採
用
し
た
と
し
て
も
、
実
際
に
そ
れ
を
行

使
す
る
こ
と
は
う
ま
く
機
能
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
議
会
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
方
法
と
し
て
は
、
立
法
的
な
制
裁
を
設
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
担
保
さ
れ
た
監
視
シ
ス
テ
ム
を
設
け
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
立
法
的
制
裁
シ
ス
テ
ム
に
は
二
つ
の
弱
点
が
あ
る
。
一
つ
は
、

そ
の
よ
う
な
監
視
シ
ス
テ
ム
を
実
施
す
る
機
関
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
議
会
に
よ
る
審
査
を
開
始
さ
せ
る
ア
ク
タ
ー
は
、

上
院
や
下
院
の
本
会
議
で
は
な
く
委
員
会
や
各
議
院
の
小
委
員
会
で
あ
る
。
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
適
切
に
選
ば
れ
て
い
る
と
は
言
え

な
い
と
き
も
あ
ろ
う
。
そ
の
メ
ン
バ
ー
が
利
益
グ
ル
ー
プ
と
強
く
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
り

構
成
さ
れ
た
委
員
会
が
、
議
会
全
体
と
し
て
の
要
望
や
目
標
を
適
正
に
反
映
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し

て
、
い
ま
一
つ
は
、
議
会
の
委
員
会
は
外
部
の
利
害
関
係
者
の
不
満
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
不
満
は
行
政
機
関
が

政
策
を
変
更
す
る
時
に
多
く
噴
出
し
や
す
い
。
そ
の
た
め
、
議
会
に
よ
る
監
視
の
結
果
は
保
守
的
な
内
容
に
傾
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
不
満
は
、
広
汎
な
規
制
問
題
と
い
っ
た
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
か
け
離
れ
た
よ
う
な
問
題
を
表
明
す

る
こ
と
が
多
い
。
不
満
に
対
応
し
て
活
動
す
る
と
い
う
監
視
の
方
法
は
、
行
政
政
策
の
全
体
的
な
考
慮
よ
り
は
む
し
ろ
ア
ド
ホ
ッ
ク
的

な
も
の
へ
と
向
か
わ
せ
て
し
ま
（
４９
）

う
。

議
会
に
よ
る
行
政
裁
量
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
う
ま
く
機
能
し
な
い
た
め
に
、
行
政
官
は
彼
ら
の
実
質
的
な
責
任
の
範
囲
内
で
、
規
則

を
策
定
し
優
先
順
位
を
決
定
す
る
に
つ
い
て
広
汎
な
自
由
度
（
許
容
範
囲
）
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
強
化
さ
れ
た
官
僚
権

限
を
正
当
化
す
る
た
め
の
理
由
と
し
て
最
も
優
勢
な
も
の
と
し
て
、
専
門
知
識
の
必
要
性
が
出
現
し
て
き
た
。
専
門
性
が
そ
れ
自
身
の

指
針
を
設
定
し
、
行
政
裁
量
の
問
題
を
効
果
的
に
解
決
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
だ
が
、
行
政
に
関
す
る
法
律
的
文
献
で
は

オ
ミ
ッ
ト
さ
れ
が
ち
だ
が
、
官
僚
制
に
は
固
有
の
悪
慣
行
も
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
慣
性
と
無
気
力
で
あ（
５０
）

る
。
行
政
に
対
す
る
コ
ン
ト
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ロ
ー
ル
と
い
う
の
が
解
決
に
向
け
ら
れ
た
可
能
性
で
あ
る
な
ら
ば
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
外
れ
た
官
僚
制
に
つ
い
て
チ
ェ
ッ
ク
を
な
し

得
る
よ
う
な
責
任
あ
る
機
関
を
探
求
す
る
こ
と
で
あ（
５１
）

る
。
そ
し
て
官
僚
制
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
た
め
に
必
要
な
も
の
は
、
制
限
を
課
す
こ

と
よ
り
も
、
方
向
や
目
標
そ
し
て
活
力
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
か
も
知
れ
な（
５２
）

い
。
こ
の
方
向
・
目
標
や
活
力
を
吹
き
込
む
に
最
も
適

し
て
い
る
機
関
は
大
統
領
で
あ
る
と
い
う
思
考
の
流
れ
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
大
統
領
の
行
政
に
対
す
る
積
極
的
介
入

最
初
にR

eagan
大
統
領
の
就
任
に
よ
っ
て
多
く
の
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
。R

eagan

は
政
権
の
方
針
を
各
行
政
機
関
に
課
す
た

め
の
戦
略
を
採
り
、
任
命
権
を
活
用
し
始
め
た
。
さ
ら
に
二
つ
の
大
統
領
命
令
を
発
し
、
行
政
機
関
の
規
則
制
定
を
審
査
す
る
機
構
を

中
央
に
集
中
さ
せ
た
。
大
統
領
命
令
第
一
二
二
九
一（
５３
）

号
に
よ
り
、
主
要
な
規
則
案
は
連
邦
官
報(F

ederal
R

egister)

に
よ
る
公
表
の

前
に
、
費
用
便
益(cost-ben

efit)
比
較
を
含
む
規
則
の
規
制
影
響
分
析(regu

latory
im

pact
an

alysis)

と
共
に
行
政
予
算
管
理
庁

（O
ffice

of
M

an
agem

en
t

an
d

B
u

dget
:

以
下
Ｏ
Ｍ
Ｂ
と
略
す
）
に
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
行
政
機
関
（
独
立

行
政
委
員
会
を
除
く
）
に
対
し
て
命
ぜ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
大
統
領
命
令
第
一
二
四
九
八（
５４
）

号
に
よ
り
、
各
行
政
機
関
に
年
間
の
行
動
計

画
を
リ
ス
ト
し
た
年
間
規
制
プ
ラ
ン
を
Ｏ
Ｍ
Ｂ
審
査
に
提
出
す
る
よ
う
に
命
じ
、
も
っ
て
早
期
の
段
階
で
規
則
制
定
に
対
し
て
影
響
力

を
行
使
す
る
機
会
を
Ｏ
Ｍ
Ｂ
に
与
え
た
。

こ
れ
ら
の
Ｏ
Ｍ
Ｂ
審
査
に
よ
る
監
督
に
つ
い
て
の
推
奨
者
は
、
政
府
の
複
雑
さ
が
増
大
し
行
政
機
関
の
拡
散
に
と
も
な
っ
て
、
そ
れ

ら
を
効
果
的
に
調
整
し
優
先
順
位
の
設
定
を
行
う
必
要
性
を
強
調
す（
５５
）

る
。
議
会
が
横
断
的
な
調
整
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
大
統
領
の
み
が
こ
の
調
整
機
能
を
遂
行
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

次
にC

lin
ton

大
統
領
は
大
統
領
命
令
第
一
二
八
六
六（
５６
）

号
を
発
し
、
Ｏ
Ｍ
Ｂ
に
よ
る
審
査
を
続
け
た
。
一
二
二
九
一
号
に
よ
る
Ｏ
Ｍ

Ｂ
審
査
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
一
方
的
接
触(ex

parte
con

tacts)

と
情
報
開
示
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、C

lin
ton

は
一
般
的
に
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言
っ
て
よ
り
規
制
を
強
化
す
る
姿
勢
を
示
し
た
。
さ
ら
にC

lin
ton

は
独
立
行
政
委
員
会
に
対
し
て
も
一
定
の
範
囲
で
一
二
八
六
六
号

の
対
象
と
し
た
。
個
々
の
規
則
の
審
査
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
委
員
会
は
遵
守
を
求
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
規
則
計
画
に
つ
い
て
は

遵
守
を
求
め
ら
れ
た
。
加
え
て
、
一
二
八
六
六
号
は
、
独
立
行
政
委
員
会
を
除
い
て
、
執
行
府
の
各
省
の
長
官
に
対
し
て
、
そ
の
委
任

さ
れ
た
規
則
制
定
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
大
統
領
が
指
示(direct)

を
発
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
示
し
た
。R

eagan

は
、
規
則

制
定
の
過
程
に
大
統
領
が
関
与
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
創
っ
た
が
、
行
政
官
の
判
断
を
代
行
す
る
究
極
的
権
限
ま
で
は
主
張
し
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
てC

lin
ton

の
命
令
は
ま
さ
に
そ
の
権
限
を
含
ん
で
い（
５７
）

た
。
こ
の
相
違
は
、R

eagan

とC
lin

ton

と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政

権
の
方
針
の
違
い
に
よ
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。R
eagan

は
規
制
緩
和
と
い
う
方
向
で
あ
っ
た
が
、C

lin
ton

は
規
制
強
化
と
い
う

方
向
で
あ
っ
た
。
何
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
権
の
方
針
を
推
進
す
る
た
め
に
規
則
制
定
過
程
に
大
統
領
が
関
与
す
る
と
い
う
方
法

が
採
ら
れ
た
訳
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
よ
う
に
大
統
領
は
、
積
極
的
な
政
策
目
的
実
現
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
機
関
に
対
し
て
自
己

の
政
権
の
方
針
に
合
致
す
る
よ
う
な
規
則
案
の
策
定
を
求
め
、
そ
れ
を
通
し
て
政
権
の
目
標
を
推
し
進
め
る
方
策
を
行
っ
た
。

四
、
大
統
領
の
指
示
権
の
根
拠

で
は
、
こ
の
よ
う
に
大
統
領
に
は
行
政
活
動
全
般
に
対
し
て
指
示
を
発
す
る
権
限
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。C

lin
ton

は
規
制
を
策

定
し
た
り
そ
の
裁
量
を
行
使
す
る
に
つ
い
て
、
議
会
の
明
示
的
委
任
を
背
景
に
、
指
示
を
発
し
た
。
だ
が
、
議
会
が
明
示
的
に
こ
の
権

能
を
遂
行
す
る
者
と
し
て
選
ん
だ
の
は
、
大
統
領
よ
り
む
し
ろ
行
政
官
で
あ
る
。
大
統
領
は
、
そ
の
意
思
決
定
を
長
官
が
な
す
決
定
と

し
て
適
正
な
も
の
と
し
て
代
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。C

lin
ton

は
、
議
会
が
行
政
官
を
意
思
決
定
権
者
と
位
置
づ
け
て

い
る
の
な
ら
大
統
領
は
そ
の
行
政
官
の
職
務
に
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
仮
定
に
よ
っ
て
、
指
示
権
を
行
使
し
た
。
こ
の
こ
と

が
問
題
の
基
礎
を
な
す
と
こ
ろ
で
あ（
５８
）

る
。

一
般
的
な
見
解
で
は
、
大
統
領
は
各
行
政
機
関
に
委
任
さ
れ
た
裁
量
に
つ
い
て
行
政
官
に
指
示
を
発
す
権
限
に
欠
け
る
と
認
識
さ
れ
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て
い（
５９
）

る
。
大
統
領
は
、
そ
の
意
思
に
よ
っ
て
行
政
官
を
解
任
す
る
権
限
が
あ
り
、
こ
れ
を
議
会
が
剥
奪
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
で
大
統
領
に
は
、
行
政
官
に
対
す
る
い
わ
ば
「
手
続（
６０
）

的
」
監
督
権
が
あ
る
と
し
、
そ
れ
に
よ
り
行
政
官
か
ら
情
報
を
求
め
そ

し
て
政
策
に
つ
い
て
評
議
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
手
続
的
監
督
権
が
、
Ｏ
Ｍ
Ｂ
審
査
に
つ
い
て
、
少
な
く
と

も
最
終
的
決
定
権
が
行
政
官
の
手
中
に
あ
る
限
り
は
、
許
容
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
し
てC

lin
ton

の
行
政
官
に
対
す
る
指
示

権
を
肯
定
す
る
方
向
に
働
く
と
考
え
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な（
６１
）

い
。

さ
ら
に
次
の
よ
う
な
考
え
方
も
あ
る
。
憲
法
第
二
編
は
、
大
統
領
に
執
行
あ
る
い
は
連
邦
行
政
法
に
関
与
す
る
行
政
機
関
の
長
に
対

す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
全
権
を
規
定
し
た
。
こ
の
主
張
は
憲
法
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
解
釈
に
基
づ
く
も
の
で
あ（
６２
）

る
。
こ
の
考
え
方
を
採
る

論
者
は
、
最
高
裁
は
議
会
に
行
政
機
関
を
大
統
領
か
ら
引
き
離
す
た
め
の
権
限
を
与
え
す
ぎ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
だ
が
、
憲
法
第
二

編
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
解
釈
は
十
分
に
明
確
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
立
場
を
支
持
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
は
む
し
ろ
、

議
会
が
大
統
領
に
対
し
て
指
示
を
発
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
議
会
が
指
示
を
禁
止
し
た
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
よ
う
。
つ
ま
り
、
条
文
の
解
釈
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
の
選
択
は
、
立
法
意
図

の
判
断
と
、
行
政
官
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
は
ど
の
機
関
が
適
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
判
断
と
に
、
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
。
議
会
が
、

大
統
領
に
対
し
て
指
示
を
発
す
る
権
限
を
委
任
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
大
統
領
が
そ
の
な
す
決
定
に
対
し
て
ア
カ
ウ
ン
タ
ブ
ル
で
あ
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
議
会
に
よ
る
大
統
領
へ
の
権
限
の
委
任
は
、
論
理
的
に
は
、
大
統
領
が
行
政
機
関
の
す
べ
て
に
つ
い
て
究

極
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
を
有
す
る
と
い
う
仮
定
を
伴
う
。
そ
し
て
大
統
領
に
よ
る
行
政
機
関
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ブ
ル

で
あ
る
こ
と
と
効
率
的
な
行
政
活
動
を
促
進
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
議
会
は
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
制
限
す
る
に
つ
い
て
の
意

図
を
は
っ
き
り
と
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
（
６３
）

う
。
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第
四
章

統
合
調
整
機
能
を
担
う
大
統
領

一
、
大
統
領
権
限
に
対
す
る
制
限

大
統
領
に
よ
る
行
政
シ
ス
テ
ム
は
、
行
政
機
関
の
政
策
形
成
に
於
い
て
、
他
の
機
関
の
機
能
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
か
。
大
統
領
に
よ
る
指
示
権
を
制
限
す
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
の
第
一
は
議
会
で
あ
る
。
大
統
領
に
よ
る
行

政
が
、
法
律
の
起
草
者
の
目
標
と
一
致
し
な
い
解
釈
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
会
が
志
向
し
た
意
図
を
置
き
換
え
る
と
い
う
リ
ス
ク

も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
危
険
に
対
し
て
は
司
法
審
査
に
よ
っ
て
十
分
な
チ
ェ
ッ
ク
が
図
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

大
統
領
に
よ
る
行
政
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
、
議
会
の
独
立
し
た
調
査
活
動
を
排
除
す
る
訳
で
は
な
い
。
議
会
は
、
行
政
活
動
に
対
し
影

響
力
を
行
使
す
る
た
め
に
、
同
様
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
行
い
そ
し
て
制
裁
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
行
政
府
に
対
す
る
大
統
領

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
議
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
ど
ち
ら
か
の
選
択
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。
大
統
領
の
関
与
は
、
議
会
に
よ
る
監

視
シ
ス
テ
ム
に
さ
ら
に
政
策
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
る
上
乗
せ
さ
れ
た
レ
ベ
ル
の
監
視
を
課
す
。
大
統
領
が
行
政
活
動
に
積
極
的
に
従

事
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
規
制
政
策
に
対
し
て
、
大
統
領
の
影
響
は
、
立
法
府
の
影
響
に
あ
る
程
度
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知

れ
な
い
。

こ
こ
で
、
ひ
と
た
び
大
統
領
が
行
政
活
動
に
対
し
て
介
入
し
始
め
る
な
ら
ば
、
議
会
は
そ
の
領
域
を
譲
歩
す
る
で
あ
ろ
う
。
大
統
領

の
介
入
に
反
発
す
る
よ
り
む
し
ろ
、
困
難
な
決
定
を
な
す
政
治
的
責
任
を
巧
み
に
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
方
へ
、
議
員
た
ち
は
救
済
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
とA

ckerm
an

は
指
摘
す（
６４
）

る
。
反
対
に
、
大
統
領
に
よ
る
行
政
活
動
に
対
す
る
指
示
は
、
議
会
を
監
視
活
動

の
増
加
へ
と
駆
り
立
て
る
とF

arin
a

は
主
張
す
る
。
シ
ス
テ
ム
の
中
で
他
の
機
関
の
関
与
が
起
こ
る
こ
と
に
よ
り
、
覇
権
的
な
主
張

が
監
視
競
争
を
起
こ
さ
せ
る
か
も
知
れ
な（
６５
）

い
。
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だ
が
、
議
会
は
行
政
に
対
す
る
監
視
活
動
を
行
う
と
き
に
は
、
委
員
会
を
使
う
。
こ
れ
ら
は
、
適
正
に
代
表
さ
れ
た
者
で
も
な
く
、

そ
し
て
特
定
の
利
害
関
係
者
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
議
会
は
、
調
整
や
効
率
そ
し
て
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
期
待
で
き
そ
う

に
な
い
方
法
で
、
こ
れ
ら
活
動
を
行
う
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
行
政
府
に
於
い
て
は
、
議
会
よ
り
大
統
領
が
比
較
的
優
位
な
位
置
に
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
首
尾
一
貫
し
た
そ
し
て
能
動
的
な
政
策
監
視
が
行
わ
れ
る
と
い
う
状
況
が
導
か
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
行
政
活
動
に

対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
透
明
性
に
よ
っ
て
民
主
的
価
値
が
増
進
さ
れ
る
よ
う
な
方
法
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
こ
の
分
野
に
於
け
る
立

法
活
動
の
重
要
な
役
割
を
意
味
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ（
６６
）

う
。

ま
た
、
大
統
領
に
よ
る
議
会
の
活
動
の
代
行
は
別
の
問
題
を
惹
起
す
る
。
大
統
領
に
よ
る
指
示
は
、
行
政
機
関
に
委
任
さ
れ
た
裁
量

を
行
う
と
き
の
み
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
広
汎
な
委
任
に
よ
り
、
政
府
の
複
雑
さ
と
具
体
的
問
題
に
つ
い
て
集
合
体
に
よ
る
合
意

達
成
の
困
難
さ
が
避
け
難
い
も
の
に
な
る
。
大
統
領
に
よ
る
行
政
活
動
へ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
議
会
は
広

汎
な
権
限
の
委
任
の
必
要
性
に
つ
い
て
よ
り
注
意
深
く
思
慮
す
る
よ
う
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
そ
し
て
困
難
な
意
思
決
定
を
な
す

権
能
を
委
任
に
頼
る
こ
と
に
慎
重
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
大
統
領
に
よ
る
行
政
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
裁
判
所
の
介
入
に
頼
る

こ
と
な
く
、
議
会
に
対
し
政
策
選
択
の
第
一
段
階
に
つ
い
て
の
責
任
を
増
大
さ
せ
る
圧
力
と
な
り
、
ノ
ン
デ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン(n

on

delegation
)

原
則
の
政
策
的
な
代
替
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

二
、
法
律
規
定
と
権
限
委
任

大
統
領
に
対
す
る
権
限
の
配
分
に
つ
い
て
前
章
で
述
べ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
り
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ブ
ル
で
能
率
的
な
行
政

決
定
を
促
進
す
る
目
的
で
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
能
力
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
現
行
の
法
規
定

で
は
、
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
機
能
を
行
う
に
つ
い
て
の
大
統
領
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
可
能
性
に
つ
い
て
無
視
し
て
い
る
。
こ
の
可
能

性
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
所
は
行
政
機
関
に
裁
量
を
な
す
権
限
を
委
任
し
て
い
る
条
文
を
、
大
統
領
が
こ
の
権
限
を
行
使
す
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る
に
つ
い
て
指
示
を
与
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
根
拠
と
し
て
、
読
む
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な（
６７
）

い
。
だ
が
、
条
文
は
直
接
に
は
行

政
官
に
裁
量
行
使
を
な
す
権
限
を
委
任
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
大
統
領
に
対
し
て
で
は
な
い
。
そ
こ
で
法
条
文
に
よ
る
委
任
の
性
質
に

つ
い
て
少
し
述
べ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
ノ
ン
デ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
原
則
と
の
関
連
を
概
要
だ
け
述
べ
る
こ
と
に

す
る
。

ノ
ン
デ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
原
則
と
は
、
合
衆
国
憲
法
第
一
編
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
。
憲
法
第
一
編
は
、
す
べ
て
の
立
法
権
限
は
合
衆
国

議
会
に
付
与
さ
れ
る
と
規
定
す
る
。
こ
の
条
文
は
、
議
会
に
対
す
る
権
限
の
付
与
と
そ
の
行
使
の
限
界
と
の
双
方
に
つ
い
て
の
規
定
で

あ
る
。
条
文
は
、
議
会
が
他
の
い
か
な
る
機
関
に
も
立
法
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。
こ
の
禁
止
は
ノ
ン
デ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン

原
則
と
呼
ば
れ
、
行
政
機
関
へ
の
広
汎
で
漠
然
と
し
た
委
任
が
憲
法
違
反
を
構
成
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
を
惹
起
す（
６８
）

る
。
し
か
し
、

行
政
機
関
の
規
則
制
定
に
於
け
る
裁
量
行
使
に
つ
い
て
は
、
詳
細
を
埋
め
る
権
限
と（
６９
）

し
て
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
大

統
領
の
行
為
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
み
述
べ
る
。

最
高
裁
は
こ
の
原
則
を
、
議
会
が
直
接
大
統
領
に
権
限
を
委
任
し
た
と
き
の
み
適
用
し
て
き（
７０
）

た
。
た
だ
し
、
大
統
領
に
権
限
が
付
与

さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
常
に
こ
の
原
則
が
適
用
さ
れ
て
き
た
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
法
の
支
配
の
原
理
と
し
て
考
え
る
な
ら
、
ノ
ン
デ

リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
原
則
は
大
統
領
の
行
為
に
信
任
を
与
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
大
統
領
に
対
す
る
直
接
の
委
任
が
な
さ

れ
た
場
合
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ノ
ン
デ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
原
則
は
行
政
官
に
対
す
る
委
任
に
依
拠
し
て
な
さ
れ
た
大
統
領
の
指

示
行
為
に
つ
い
て
寛
容
で
あ
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
提
示
さ
れ
よ
う
。
ま
た
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
原
理
と
し
て
考
え

る
な
ら
、
ノ
ン
デ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
原
則
は
大
統
領
の
行
政
府
へ
の
能
動
的
で
公
開
さ
れ
た
関
与
を
歓
迎
す
べ
き
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い

と
い
う
こ
と
が
提
示
さ
れ
よ
う
とkagan

は
主
張
す（
７１
）

る
。

C
lin

ton
v.C

ity
of

N
ew

Y
or

（
７２
）

k

に
於
け
る
反
対
意
見
の
中
でB

reyer

判
事
は
述
べ
て
い
る
。
大
統
領
は
行
政
機
関
の
長
と
は
異
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な
り
、
憲
法
上
の
官
吏
で
あ
る
。
憲
法
は
そ
れ
自
身
が
大
統
領
に
対
し
て
執
行
権
を
委
任
し
て
い
る
。
憲
法
上
の
ノ
ン
デ
リ
ゲ
ー
シ
ョ

ン
原
則
を
大
統
領
の
権
限
に
関
す
る
問
題
に
適
用
す
る
と
き
に
は
、
裁
判
所
は
こ
の
事
項
を
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な（
７３
）

い
。

R
eh

n
qu

ist

判
事
に
よ
る
と
、
こ
の
原
則
は
秩
序
あ
る
政
府
行
政
部
門
と
一
致
す
る
範
囲
に
於
い
て
、
重
要
な
社
会
政
策
の
選
択
は
、

公
衆
の
意
思
に
最
も
よ
く
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
政
府
部
門
で
あ
る
議
会
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
命
題
を
確
実
な
も
の
に
す

（
７４
）

る
。S

u
n

stein
に
よ
る
と
、
こ
の
原
則
は
具
体
的
な
決
定
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
く
る
一
種
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
促
進
す

（
７５
）

る
。
行
政
官
に
与
え
ら
れ
た
裁
量
の
行
使
に
大
統
領
が
関
与
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
委
任
か
ら
く
る
問
題
は
別
個
に
考
察
さ
れ
評
価

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
広
汎
な
委
任
に
一
致
す
る
よ
う
な
大
統
領
の
政
策
選
択
は
、
立
法
府
の
決
定
と
は
同
質
の
も
の
で
は
な（
７６
）

い
。

こ
れ
ら
か
ら
は
、
行
政
機
関
に
対
す
る
委
任
と
大
統
領
へ
の
委
任
と
の
相
違
に
よ
り
、
ノ
ン
デ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
原
則
は
そ
の
ま
ま
適
用

さ
れ
る
訳
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
思
考
の
方
向
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

三
、
選
挙
に
よ
る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
確
保

行
政
活
動
に
於
け
る
す
べ
て
の
モ
デ
ル
は
、
い
か
に
行
政
活
動
を
公
衆
に
対
し
て
ア
カ
ウ
ン
タ
ブ
ル
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ

し
て
い
か
に
行
政
活
動
を
効
率
的
に
行
う
こ
と
で
き
る
か
と
い
う
二
つ
の
課
題
に
言
及
し
て
い（
７７
）

る
。
効
率
的
な
行
政
活
動
は
、
行
政
官

に
多
大
な
裁
量
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
委
任
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
広
汎
な
委
任
が
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
深
刻
な
問
題

を
生
じ
さ
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
行
政
官
は
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
訳
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

大
統
領
に
よ
る
行
政
は
二
つ
の
原
理
が
互
い
に
関
連
す
る
方
法
で
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
促
進
す
る
。
一
つ
は
、
大
統
領
に
よ
る

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
っ
て
透
明
性
が
高
め
ら
れ
、
公
衆
が
官
僚
制
の
権
限
の
ソ
ー
ス
と
本
質
に
つ
い
て
よ
り
正
確
に
理
解
す
る
こ
と

を
可
能
に
す
る
。
い
ま
一
つ
は
、
大
統
領
に
よ
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
公
衆
と
官
僚
制
と
の
間
に
選
挙
に
よ
る
リ
ン
ク
を
創
り
出
し
、

前
者
に
対
す
る
後
者
の
責
任
を
増
強
す
る
。
近
年
、
大
統
領
と
公
衆
の
関
係
の
特
質
は
、
こ
の
主
張
を
以
前
よ
り
強
調
す
る
。
だ
が
、
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大
統
領
に
よ
る
強
力
な
役
割
が
、
強
い
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
確
保
す
る
も
の
で
は
な
い
。
大
統
領
に
よ
る
行
政
の
シ
ス
テ
ム
が
応

答
性
と
透
明
性
を
促
進
す
る
範
囲
は
、
採
用
さ
れ
る
形
態
と
用
い
ら
れ
る
方
法
と
に
大
き
く
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
。

官
僚
制
は
政
府
の
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
強
制
力
の
行
使
は
最
も
予
測
し
難
く
、
そ
し
て
最
も
脅
威
と

な
る
。
そ
れ
故
、
透
明
性
を
高
め
政
府
の
決
定
権
者
と
し
て
の
責
任
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、

官
僚
制
政
府
の
行
為
過
程
を
単
純
化
し
人
格
化
す
る
た
め
の
十
分
な
推
理
力
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
大
統
領
の
統
一
的
な
権
限
の
構

造
、
注
目
度
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
が
、
権
限
の
行
使
に
つ
い
て
公
衆
が
覚
知
し
評
価
で
き
る
方
法
を
提
供
す
る
。
官
僚
制
の
大
統
領
化

が
、
あ
る
範
囲
に
於
い
て
、
結
果
と
過
程
に
も
同
様
に
注
意
を
払
い
、
官
僚
制
の
公
衆
化
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
選
挙
に
よ
る
ア
カ

ウ
ン
タ
ブ
ル
な
機
関
が
、
行
政
活
動
が
要
求
す
る
正
統
性
を
最
も
よ
く
保
持
し
て
い
る
の
で
あ（
７８
）

る
。

も
う
一
つ
の
課
題
で
あ
る
効
率
性
で
あ
る
が
、
大
統
領
の
役
割
と
の
関
連
に
つ
い
て
少
し
述
べ
る
。
大
統
領
は
単
一
の
機
関
で
あ
る

か
ら
、
集
合
体
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
不
決
断
・
非
能
率
か
ら
開
放
さ
れ
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
議
会
の
委
員
会
、
利

益
グ
ル
ー
プ
そ
し
て
専
門
官
僚
に
は
で
き
な
い
よ
う
な
方
法
で
行
政
機
関
の
活
動
に
統
一
的
な
原
理
を
適
用
し
、
そ
し
て
同
調
さ
せ
て

進
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
第
一
は
、
お
そ
ら
く
調
整
機
能
で
あ
ろ
う
。
次
は
、
行
政
活
動
の
優
先
順
位
の
設
定
を
よ
り
合
理

的
に
す
る
と
い
う
目
標
に
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
個
々
の
行
政
機
関
は
自
身
が
規
則
を
課
す
場
合
の
リ
ス
ク
と
他
の
機
関
に
よ
っ
て

規
制
が
課
さ
れ
る
と
き
の
リ
ス
ク
と
を
比
べ
て
測
る
方
法
を
持
た
な
い
。
そ
れ
故
、
合
理
的
な
方
法
で
総
合
的
優
先
順
位
を
設
定
す
る

た
め
に
必
要
な
比
較
評
価
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
集
中
化
さ
れ
た
機
関
は
、
こ
の
問
題
を
軽
減
す
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
政
府
内
で
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
必
要
性
を
認
識
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
政
府
が
エ
ラ
ー
を
し
な
い
こ
と
よ
り
も
、
何
ら
か

の
活
動
の
能
力
を
持
つ
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
だ
が
、
官
僚
制
に
対
す
る
大
統
領
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
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を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
政
府
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
促
進
す
る
よ
う
な
方
法
は
、
耐
え
が
た
い
独
裁
制
と
不
安
定
の
双
方
の
リ
ス
ク
を

課
す
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
結
果
に
つ
い
て
の
恐
れ
を
避
け
る
た
め
に
は
、
公
衆
に
対
す
る
大
統
領
の
ア
カ
ウ
ン

タ
ビ
リ
テ
ィ
を
結
び
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
り
、
政
治
的
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
が
政
府
内
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
チ
ェ
ッ

ク
し
、
公
衆
の
意
見
か
ら
離
れ
な
い
よ
う
に
繋
ぎ
と
め
て
置
く
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な（
７９
）

い
。

四
、
総
括

大
統
領
の
権
限
を
制
限
す
る
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
、
そ
し
て
そ
の
指
示
権
の
根
拠
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
最
初
に
は
、
任
期
末

の
大
統
領
の
権
限
行
使
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
示
さ
れ
た
こ
と
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
任
期
末
の
権
限
行
使
に
つ
い
て
制

限
を
課
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
主
張
は
、
も
し
制
限
を
課
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
期
間
中
に
は
政
府
権
能
の
一
部
に
空
白
が
生
じ
て
し
ま

う
こ
と
、
そ
し
て
執
行
府
に
付
与
さ
れ
た
固
有
の
権
限
に
対
し
て
議
会
が
制
限
を
課
す
こ
と
は
、
憲
法
違
反
の
疑
い
が
生
じ
る
こ
と
を

根
拠
と
す
る
。
こ
れ
は
、
法
理
論
上
当
然
の
帰
結
で
あ
り
、
贅
言
を
要
し
な
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
よ
り
む
し
ろ
、
任
期
末
の
大

統
領
の
権
限
行
使
を
制
限
す
る
主
張
は
、
い
か
な
る
根
拠
を
提
出
し
て
い
る
か
を
考
察
し
て
見
る
べ
き
で
あ
る
。

任
期
末
の
大
統
領
の
権
限
を
制
限
す
る
主
張
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
や
は
り
選
挙
に
よ
る
民
主
的
基
盤
に
重
点
を
置
い
て
い
る
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
。
任
期
末
の
大
統
領
の
対
立
政
党
の
候
補
あ
る
い
は
政
策
主
義
、
主
張
を
異
に
す
る
候
補
者
の
当
選
の
結
果
が
出
て

い
る
と
き
に
は
、
現
大
統
領
は
す
で
に
そ
の
民
主
的
基
盤
を
失
っ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
を
理
由
の
中
心
と
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ

よ
う
。

選
挙
に
よ
る
民
主
的
基
盤
と
い
う
概
念
に
対
し
て
は
、
現
在
の
二
大
政
党
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
有
権
者
は
二
者
択
一
の
選
択
し
か
で

き
な
く
な
り
、
民
意
が
十
分
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
は
疑
問
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
事
実
上
の
問
題
で
あ
っ
て
、

そ
の
こ
と
に
よ
り
直
ち
に
民
主
的
正
統
性
が
否
定
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
二
〇
〇
〇
年
の
大
統
領
選
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挙
に
於
い
て
は
、
獲
得
票
数
が
上
回
っ
た
者
が
必
ず
し
も
大
統
領
選
の
勝
者
に
な
れ
る
訳
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。
こ
れ
は
、

現
在
の
大
統
領
選
挙
の
シ
ス
テ
ム
に
問
題
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
選
挙
制
度
を
改
正
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
対
処
す

る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
た
め
に
は
憲
法
の
改
正
を
要
求
さ
れ
る
の
で
今
後
の
課
題
と
し
て
さ
ら
に
探
求
・
考

察
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

大
統
領
の
権
限
行
使
の
根
拠
づ
け
と
し
て
、
最
も
根
本
的
な
も
の
は
選
挙
に
よ
る
民
主
的
基
盤
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て

こ
の
民
主
的
基
盤
に
よ
り
、
大
統
領
は
行
政
機
関
に
対
し
て
包
括
的
に
指
示
を
発
す
る
権
限
を
有
す
る
と
い
う
方
向
で
の
論
理
の
展
開

と
な
っ
て
く
る
。K

agan
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
行
政
機
関
に
対
し
て
権
限
を
委
任
す
る
法
条
文
は
、
そ
の
委
任
さ
れ
た
裁
量

の
行
使
に
つ
い
て
大
統
領
が
指
示
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
議
会
が
、
大
統
領
に
対
し
て
行

政
機
関
に
指
示
を
発
す
る
権
限
を
委
任
し
た
の
な
ら
ば
、
大
統
領
は
そ
の
な
す
決
定
に
つ
い
て
ア
カ
ウ
ン
タ
ブ
ル
で
あ
る
こ
と
を
意
味

す
る
と
主
張
す
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
法
条
文
は
、
大
統
領
が
指
示
を
発
す
る
こ
と
を
禁
止
は
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う

が
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
指
示
を
発
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
後
者
に
つ
い
て

は
、
大
統
領
の
行
為
が
ア
カ
ウ
ン
タ
ブ
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
選
挙
を
通
し
て
公
衆
に
対
し
て
ア
カ
ウ
ン
タ
ブ
ル
で
あ
る
こ
と
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
選
挙
に
よ
る
民
主
的
基
盤
に
依
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
他
に
効
率
性
と
い
う
観
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。
官
僚
制
に
は
固
有
の
悪
慣
行
が
あ
り
、
そ
れ
は
惰

性
と
無
気
力
で
あ
る
。
こ
の
官
僚
制
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、
制
限
を
課
す
こ
と
よ
り
も
、
方
向
や
目
標
や
そ
し

て
活
力
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
を
吹
き
込
む
に
当
た
っ
て
最
も
適
し
て
い
る
者
（
機
関
）
は
大
統
領
で
あ

る
と
主
張
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
行
政
機
関
は
個
別
に
判
断
し
活
動
し
、
他
の
機
関
と
の
比
較
や
相
互
調
整
を
、
自
身
が
行
え
る
訳
で

は
な
い
。
こ
の
統
合
調
整
機
能
を
担
う
者
と
し
て
最
も
相
応
し
い
者
は
大
統
領
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
大
統
領
は
、
政
策
目
標
を
掲
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げ
、
選
挙
を
通
し
て
選
挙
民
か
ら
そ
の
目
標
を
い
わ
ば
認
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
行
政
機
関
が
統
一
さ
れ
た
政
策
目
標
・
方

向
に
進
む
よ
う
に
導
く
の
は
大
統
領
の
役
割
で
あ
る
と
い
う
論
理
思
考
の
流
れ
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
思
考

は
、
そ
の
根
拠
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
や
は
り
選
挙
に
よ
る
民
主
的
基
盤
と
い
う
こ
と
に
帰
納
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
、
米
国
大
統
領
に
つ
い
て
そ
の
法
律
的
権
限
外
の
活
動
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
大
統
領
に
よ
る
法
律
外
の
行
政
活
動
は
こ

の
よ
う
に
選
挙
に
よ
り
選
ば
れ
た
者
ゆ
え
に
、
根
拠
付
け
す
る
こ
と
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
行
政

機
関
に
よ
る
法
律
外
の
行
政
活
動
の
根
拠
付
け
は
、
熟
慮
に
よ
る
内
容
の
適
正
さ
や
公
益
の
追
求
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
選
挙
に
よ
る
民
主
的
正
統
性
と
、
熟
慮
に
よ
る
内
容
の
適
正
さ
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
と
い
う
訳
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
こ

の
両
者
の
関
係
を
如
何
に
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
に
優
位
を
置
く
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
関
し

て
は
様
々
な
行
政
モ
デ
ル
が
論
じ
て
き
た
課
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
紙
面
の
都
合
も
あ
っ
て
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
引
き

続
き
考
察
を
続
け
よ
う
と
考
え
る
。
ま
た
、
ノ
ン
デ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
原
則
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
研
究
・
考
察
を
続
け
る
所
存

で
あ
る
。

（
１
）

芝
池
義
一
『
行
政
法
総
論
講
義
〔
第
四
版
〕』（
有
斐
閣
二
〇
〇
一
年
）
五
頁
。

（
２
）

石
川
敏
行
「
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
地
位
・
能
力
」
芝
池
義
一
・
小
早
川
光
郎
・
宇
賀
克
也
編
『
行
政
法
の
争
点
〔
第
三
版
〕』（
有

斐
閣
二
〇
〇
四
年
）
一
四
、
一
五
頁
。

（
３
）

拙
稿
「
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
行
政
手
法
の
適
法
化
・
正
当
化
―
交
渉
方
式
・
協
働
統
治
の
利
用
可
能
性
―
」
阪
大
法
学
第
五
三
巻
二
号

（
二
〇
〇
三
年
）
四
七
頁
、「
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
行
政
手
法
の
利
用
可
能
性
」
阪
大
法
学
第
五
三
巻
六
号
（
二
〇
〇
四
年
）
六
九
頁
。

（
４
）

N
in

a
A

.M
en

delson
,A

gen
cy

B
u

rrow
in

g
:

E
n

tren
ch

in
g

P
olicies

an
d

P
erson

n
el

before
a

N
ew

P
resid

en
t

A
rrives,78
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）
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n

,P
resid

en
tialP

ow
er

in
T

ran
sition

s,83
B

O
S

T
O

N
U

N
IV

E
R

S
IT

Y
L

A
W

R
E

V
IE

W
947

(2003).
（
７
）

Id
.at

952.

（
８
）

Id
.at

952.

（
９
）

Id
.at

954

―955.

（
１０
）

463
U

.S
.29

(1983).

（
１１
）

Id
.at

43.

（
１２
）

B
eerm

an
n

,su
pra

n
ote

6,at
984.

（
１３
）

U
.S

.C
on

stitu
tion

A
rticle

II
S

ec.3.

（
１４
）

B
eerm

an
n

,su
pra

n
ote

6,at
999

―1000.

（
１５
）

5
U

.S
.C

.553
(c).

（
１６
）

931
F

.2
d

1556,1564
(1991).

（
１７
）

B
eerm

an
n

,su
pra

n
ote

6,at
1001

―1003.

（
１８
）

435
U

.S
.519

(1978).

（
１９
）

657
F

.2
d

924
(1981).

（
２０
）

B
eerm

an
n

,su
pra

n
ote

6
at

1004

―1006.

（
２１
）

R
on

ald
M

.
L

evin
,

M
ore

on
D

irect
F

in
al

R
u

lem
akin

g
:

S
tream

lin
in

g,
N

ot
C

orn
er-C

u
ttin

g
,

51
A

D
M

IN
S

T
R

A
T

IV
E

L
A

W
R

E
V

IE
W

757,765
(1999).

（
２２
）

463
U

.S
.29,41

(1983).

（
２３
）

Id
.at

30.

（
２４
）

C
yn

th
ia

R
.F

arin
a,F

aith
,H

ope,an
d

R
ation

ality
or

P
u

blic
C

h
oice

an
d

th
e

P
erils

of
O

ccam
’s

R
azor,

28
F

L
O

R
ID

A

S
T

A
T

E
U

N
IV

E
R

S
IT

Y
L

A
W

R
E

V
IE

W
109,125

(2000).

大統領による行政コントロール

（阪大法学）５５（１―１１５）１１５〔２００５．６〕



（
２５
）

M
en

delson
,su

pra
n

ote
4,at

566,567.

（
２６
）

V
ictoria

F
.

N
ou

rse
&

Jan
e

S
.

S
ch

acter,
T

h
e

P
olitics

of
L

egislative
D

raftin
g

:
A

C
on

gression
al

C
ase

S
tu

d
y

,
77

N
E

W
Y

O
R

K
U

N
IV

E
R

S
IT

Y
L

A
W

R
E

V
IE

W
575,595

―596
(2002).

（
２７
）

M
artin

S
h

apiro,A
d

m
in

istrative
D

irection
:

T
h

e
N

extS
tage,92

Y
A

L
E

L
A

W
J

O
U

R
N

A
L

1487,1500.(1983).

（
２８
）

535
U

.S
.743,773

(2002).

（
２９
）

M
en

delson
,su

pra
n

ote
4,at

576.

（
３０
）

G
elald

E
.F

ru
g,T

h
e

Id
eology

ofB
u

reau
cracy

in
A

m
erican

L
aw

,97
H

A
R

V
A

R
D

L
A

W
R

E
V

IE
W

1276,1284
(1984).

（
３１
）

M
en

delson
,su

pra
n

ote
4,at

574.

（
３２
）

L
isa

S
ch

u
ltz

B
ressm

an
,

B
eyon

d
A

ccou
n

tbility
:

A
rbitrain

ess
an

d
L

egitim
acy

in
th

e
A

d
m

in
istrative

S
tate,

78

N
E

W
Y

O
R

K
U

N
IV

E
R

S
IT

Y
L

A
W

R
E

V
IE

W
461,470

(2003).

（
３３
）

E
len

a
K

agan
,P

resid
en

tialA
d

m
in

istration
,114

H
A

R
V

A
R

D
L

A
W

R
E

V
IE

W
2245,2339

(2001).

（
３４
）

M
ark

S
eiden

geld
,

A
B

ig
P

ictu
re

A
pproach

to
P

resid
en

tial
In

flu
en

ce
on

A
gen

cy
P

olicy-m
akin

g
,

80
IO

W
A

L
A

W

R
E

V
IE

W
1,12

(1994).

（
３５
）

467
U

.S
.837,865

(1984).

（
３６
）

M
ark

S
eiden

feld,A
civic

R
epu

blican
J

u
stification

for
th

e
B

u
reau

cratic
S

tate,
105

H
A

R
V

A
R

D
L

A
W

R
E

V
IE

W
1511,

1515
(1992).

（
３７
）

D
avid

B
.

S
pen

ce
&

F
ran

c
C

ross,
A

P
u

blic
C

h
oice

C
ase

for
th

e
A

d
m

in
istrative

S
tate,

89
G

E
O

R
G

E
T

O
W

N
L

A
W

J
O

U
R

N
A

L
97,106

(2000).

（
３８
）

R
ich

ard
B

.
S

tew
art,

th
e

R
eform

ation
of

A
m

erican
A

d
m

in
istrative

L
aw

,
88

H
A

R
V

A
R

D
L

A
W

R
E

V
IE

W
1667,

1670

(1975).

（
３９
）

M
en

delson
,su

pra
n

ote
4,at

587.

（
４０
）

Id
.at

617.

（
４１
）

C
yn

th
ia

R
.F

arin
a,T

h
e

C
on

sen
tofth

e
G

overn
ed

:
A

gain
st

S
im

ple
R

u
les

for
a

C
om

plex
W

orld
,72

C
H

IC
A

G
O

-K
E

N
T
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L
A

W
R

E
V

IE
W

987,995
(1997).

（
４２
）

M
en

delson
,su

pra
n

ote
4,at

618

―619.
（
４３
）

F
arin

a,su
pra

n
ote

24,at
128.

（
４４
）

K
agan

,su
pra

n
ote

33,at
2246.

（
４５
）

487
U

.S
.654

(1988).

（
４６
）

R
ich

ard
H

.
P

ildes
&

C
ass

R
.

S
u

n
stein

,
R

ein
ven

tin
g

th
e

R
egu

latory
S

tate,
62

U
N

IV
E

R
S

IT
Y

O
F

C
H

IC
A

G
O

L
A

W

R
E

V
IE

W
1,25

(1995).

（
４７
）

K
agan

,su
pra

n
ote

33,at
2251,2252.

（
４８
）

S
tew

art,su
pra

n
ote

38,at
1696.

（
４９
）

K
agan

,su
pra

n
ote

33,at
2260.

（
５０
）

Id
.at

2263.

（
５１
）

S
teph

en
B

reyer,T
h

e
L

egislative
V

eto
after

C
h

ad
h

a
,72

G
E

O
R

G
E

T
O

W
N

L
A

W
J

O
U

R
N

A
L

785,796
(1984).

（
５２
）

K
agan

,su
pra

n
ote

33,at
2264.

（
５３
）

E
xecu

tive
O

rder
12291,3

C
.F

.R
.127.

（
５４
）

E
xecu

tive
O

rder
12498,3

C
.F

.R
.323.

（
５５
）

P
eter

L
.

S
trau

ss
&

C
ass

R
.

S
u

n
stein

,
T

h
e

R
ole

of
th

e
P

resid
en

t
an

d
O

M
B

in
In

form
al

R
u

lem
akin

g
,

38

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

E
L

A
W

R
E

V
IE

W
181,189

(1986).

（
５６
）

E
xecu

tive
O

rder
12866,3

C
.F

.R
.638.

（
５７
）

K
agan

,su
pra

n
ote

33,at
2290.

（
５８
）

Id
.at

2321

―2322.

（
５９
）

P
ilde

&
S

u
n

stein
,su

pra
n

ote
46,at

25.

（
６０
）

S
trau

ss
&

S
u

n
stein

,su
pra

n
ote

55,at
200.

（
６１
）

K
agan

,su
pra

n
ote

33,at
2325.
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（
６２
）

S
teven

G
.

C
alabresi

&
S

aikrish
n

a
B

.
P

rakash
,

T
h

e
P
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en

t’s
P

ow
er

to
E

xecu
te

th
e

L
aw

s,
104

Y
A

L
E

L
A

W

J
O

U
R

N
A

L
541

(1994).
（
６３
）

K
agan

,su
pra

n
ote

33,at
2226,2227,2229.

（
６４
）

B
ru

ce
A

ckerm
an

,T
h

e
N

ew
S

eparation
ofP

ow
ers,113

H
A

R
V

A
R

D
L

A
W

R
E

V
IE

W
633,647

(2000).

（
６５
）

C
yn

th
ia

R
.F

arin
a,U

n
d

oin
g

th
e

N
ew

D
eal

th
rou

gh
th

e
N

ew
P

resid
en

talism
,

22
H

A
R

V
A

R
D

J
O

U
R

N
A

L
of

L
A

W
an

d

P
U

B
L

IC
P

O
L

IC
Y

227,235
(1998).

（
６６
）

K
agan

,su
pra

n
ote

33,at
2349.

（
６７
）

Id
.at

2364,2326

―2330.

（
６８
）

R
ich

ard
J.

P
ierce

Jr.,
S

in
dey

A
.

S
h

opiro,
P

au
l

R
.

V
ercu

il:
A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

L
A

W
an

d
P

R
O

C
E

S
S

(3
rd.

E
dition

)

(1999).

（
６９
）

220
U

.S
.506,517

(1911).

（
７０
）

293
U

.S
.388

(1935).

（
７１
）

K
agan

,su
pra

n
ote

33,at
2365.

（
７２
）

524
U

.S
.417,439

―440
(1998).

（
７３
）

Id
.at

490.

（
７４
）

448
U

.S
.607,685

(1980).

（
７５
）

C
ass

R
.S

u
n

stein
,Is

th
e

C
lean

A
ir

A
ctU

n
con

stitu
tion

al?,98
M

IC
H

IG
A

N
L

A
W

R
E

V
IE

W
303,335

―336
(1999).

（
７６
）

K
agan

,su
pra

n
ote

33,2368.

（
７７
）

S
tew

art,su
pra

n
ote

38,at
1676

―79.

（
７８
）

kagan
,su

pra
n

ote
33,at

2333.

（
７９
）

Id
.at

2339

―2346.
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