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は

じ

め

に

日
本
に
お
い
て
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
行
政
手
法
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、「
法
律
に
書
い
て
い
な
い
手
法
」
で
あ
ろ
う
。
だ
が
米
国

に
お
い
て
は
「
フ
ォ
ー
マ
ル
」「
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
」
が
意
味
す
る
内
容
は
日
本
に
お
い
て
の
そ
れ
と
は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
あ
る

論
者
に
よ
る
と
、
米
国
に
お
い
て
「
フ
ォ
ー
マ
ル
」
が
意
味
す
る
内
容
は
、
羈
束
的
・
対
峙
的
な
手
続
要
求
で
あ
り
そ
れ
以
外
は
「
イ

ン
フ
ォ
ー
マ
ル
」
で
あ（
１
）

る
。
「
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
」
で
あ
る
こ
と
は
こ
の
よ
う
に
狭
い
意
味
で
の
フ
ォ
ー
マ
ル
性
を
欠
く
す
べ
て
の
場

合
を
意
味
し
、
そ
の
中
に
は
「
よ
り
フ
ォ
ー
マ
ル
で
な
い
も
の
」
や
「
極
端
に
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
も
の
」
も
含
ま
れ
る
。
そ
の
よ
う

な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
日
本
に
お
い
て
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
行
政
手
法
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
素
材
は
、
米
国
の
法
律
家
の
視
野
に

は
ほ
と
ん
ど
入
ら
な
い
よ
う
な
、「
極
端
に
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
」
な
い
し
「
超
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
」
な
現
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
そ
の
論
者
の
論
調
が
、
手
続
論
の
そ
れ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
に
お
い
て
は
「
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
」
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
は
手
続
論
の
み
な
ら
ず
、
手
続
・
実
体
双
方
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
米
国
で
は
限
ら
れ
た
事
例
で
は
あ
る
が
、
行
政
機
関
が
根
拠
法
外
で
具
体
的
な
政
策
基
準
を
創
り
遵
守
を
要
望
す
る
こ
と
は
、

か
な
り
問
題
視
さ
れ
て
い
る
事
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
法
律
に
書
か
れ
て
い
な
い
手
法
が
ま
っ
た
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
米
国
の
法
律
関
係
者
の
多
く
は
、
こ
れ
に
対
し
て
か
な
り
批
判
的
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
法
世
界
が
開

か
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
否
定
的
な
よ
う
で
あ（
２
）

る
。

本
稿
で
は
、
米
国
に
お
け
る
数
少
な
い
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
（
法
律
に
書
か
れ
て
い
な
い
）
手
法
の
例
と
し
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｘ

Ｌ
を
採
り
上
げ
、
そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
や
問
題
点
に
つ
い
て
論
じ
て
い
こ
う
と
考
え
る
。
日
本
に
お
い
て
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
行
政
手
法

と
い
え
ば
、
な
ん
と
言
っ
て
も
行
政
指
導
で
あ
ろ
う
。
日
米
に
お
け
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
行
政
手
法
の
相
違
を
比
較
し
考
察
す
る
こ

論 説
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と
は
、
こ
れ
か
ら
の
行
政
指
導
を
よ
り
適
切
な
手
法
に
近
づ
け
て
い
く
た
め
の
方
向
を
示
唆
す
る
こ
と
に
資
す
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
第
一
章
で
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｘ
Ｌ
が
提
案
さ
れ
た
背
景
を
説
明
し
、
続
い
て
第
二
章
で
は
そ
の
問
題
点
と
今
後
の
課
題
を
論

じ
、
第
三
章
で
は
他
の
フ
ォ
ー
マ
ル
で
な
い
手
法
と
の
相
違
に
つ
い
て
述
べ
、
日
米
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
手
法
の
比
較
検
討
を
行
お

う
と
考
え
る
。

第
一
章

統
括
的
環
境
規
制
の
必
要
性

（
一
）

従

来

の

規

制

従
来
の
ほ
と
ん
ど
の
環
境
法
は
、
大
気
、
水
、
土
壌
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
汚
染
媒
体
（m

ediu
m

）
に
つ
い
て
規
制
し
て
き
た
。

水
質
浄
化
法
や
大
気
浄
化
法
は
そ
の
名
の
通
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
汚
染
媒
体
に
つ
い
て
専
ら
適
用
さ
れ
る
。
資
源
保
護
回
復
法（R

esou
rce

C
on

servation
an

d
R

ecovery
A

ct
）
や
環
境
へ
の
対
応
・
補
償
・
責
任
に
関
す
る
包
括
法
（C

om
preh

en
sive

E
n

viron
m

en
tal

R
espon

se,C
om

pen
sation

,an
d

L
iability

A
ct

）
と
い
っ
た
二
つ
の
主
な
法
律
は
、
す
べ
て
の
媒
体
へ
の
排
出
物
に
つ
い
て
適
用

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
主
に
土
壌
へ
の
廃
棄
問
題
に
つ
い
て
し
か
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
他
の
二
つ
の
重
要
な
法
律
、
国

家
環
境
政
策
法
（N

ation
al

E
n

viron
m

en
tal

P
olicy

A
ct

）
と
有
毒
物
質
統
制
法
（T

oxic
S

u
bstan

ces
C

on
trol

A
ct

）
は
環
境

規
制
運
営
に
つ
い
て
統
括
的
（in

tegrated

）
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
行
政
の
執
行
を
推
進
す
る
権
限
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る

が
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
（
環
境
保
護
庁：

E
n

viron
m

en
tal

P
rotection

A
gen

cy

）
は
当
該
法
律
を
そ
の
よ
う
に
は
用
い
て
い
な
い
。
な
ぜ
な

ら
有
毒
物
質
統
制
法
は
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
規
則
作
成
記
録
中
の
「
実
質
的
証
拠
」
に
基
づ
い
て
有
毒
物
質
使
用
禁
止
を
正
当
化
す
る
よ
う
に
求

め
て
お
り
、
さ
ら
に
「
最
小
負
担
要
請
」
の
理
由
か
ら
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
こ
の
法
律
を
用
い
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
国
家
環
境
政
策

法
や
有
毒
物
質
統
制
法
と
い
っ
た
法
律
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
米
国
に
は
環
境
問
題
を
統
括
的
に
扱
う
効
果
的
な
法
律
が
な
か
っ

インフォーマルな行政手法の利用可能性
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た
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ（
３
）

う
。

ま
た
、
議
会
は
詳
細
な
条
文
に
よ
る
命
令
を
課
し
て
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
優
先
順
位
の
再
調
整
や
修
正
を
行
う
能
力
を
制
限
し
て
き
た
。
そ

し
て
よ
り
効
果
的
で
あ
ろ
う
方
法
を
排
除
し
て
き
た
。
一
九
七
〇
年
代
に
、
国
家
的
な
汚
染
物
質
統
制
規
制
が
新
た
に
な
っ
た
と
き
、

立
法
府
は
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
と
っ
て
高
度
に
硬
直
化
し
非
現
実
的
な
目
標
を
設
定
し
、
技
術
に
基
づ
く
汚
染
物
質
統
制
方
法
の
使
用
を
し
ば
し

ば
具
体
化
し
た
。
例
と
し
て
、
一
九
七
二
年
の
水
質
浄
化
法
は
一
九
八
五
年
ま
で
に
水
質
汚
濁
を
ゼ
ロ
に
す
る
よ
う
に
要
求
し（
４
）

た
。
こ

れ
で
は
、
改
革
を
進
め
る
た
め
に
は
、
土
壌
や
大
気
へ
の
よ
り
多
大
な
害
を
避
け
る
た
め
に
は
最
小
限
の
水
質
汚
濁
は
不
可
欠
で
あ
ろ

う
こ
と
を
議
会
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
一
九
七
〇
年
の
大
気
浄
化
法
は
、「
十
分
な
程
度
の
安
全
（am

ple
m

argin
of

safety

）」
を
実
現
す
る
大
気
浄
化
基
準

を
設
定
す
る
よ
う
に
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
求
め（
５
）

た
。
廃
棄
物
質
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
科
学
的
に
不
明
確
で
あ
る
た
め
、
条
文
は
、
目
標
達
成
の
た

め
の
非
現
実
的
な
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
規
定
し
、
も
し
そ
れ
を
実
行
す
る
な
ら
ば
全
米
の
工
場
の
全
て
を
閉
鎖
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う

よ
う
な
化
学
物
質
使
用
禁
止
規
定
を
設
け
た
。
そ
の
結
果
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
そ
れ
ら
を
命
令
す
る
こ
と
が
政
策
的
に
実
行
不
可
能
と
な
っ（
６
）

た
。

（
二
）

単
一
媒
体
ア
プ
ロ
ー
チ
の
問
題

Ｅ
Ｐ
Ａ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
媒
体
を
他
の
媒
体
と
は
無
関
係
に
扱
う
の
で
は
な
く
、
統
括
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
の
声

が
、
多
く
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
大
気
へ
の
排
出
だ
け
を
規
制
す
る
こ
と
は
、
同
量
の
化
学
物
質
を
河
川
や
土
壌
に
排

出
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
全
体
量
と
し
て
は
有
害
物
質
排
出
の
削
減
に
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
あ
る
種
の
大

気
汚
染
物
質
、
例
え
ば
カ
ド
ミ
ウ
ム
は
、
大
地
に
降
っ
て
そ
こ
で
の
穀
物
等
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
単
に
大
気
か
ら
吸
入
す

る
よ
り
は
る
か
に
危
険
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
大
気
汚
染
規
制
だ
け
で
は
、
実
際
に
は
健
康
へ
の
リ
ス
ク
を
よ
り
増
加
さ
せ
る
こ
と
に

も
な
り
か
ね
な
い
。
そ
し
て
一
つ
の
媒
体
へ
の
汚
染
物
質
は
他
の
媒
体
へ
も
影
響
す
る
。
大
気
汚
染
物
質
は
大
地
や
河
川
に
降
り
そ
そ

論 説
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ぎ
、
水
質
を
汚
染
す
る
な
ど
の
深
刻
な
問
題
を
惹
き
起
こ
す
。
だ
が
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
環
境
規
制
に
つ
い
て
単
純
に
単
一
媒
体
ア
プ
ロ
ー
チ
か

ら
複
数
媒
体
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
と
切
り
替
え
る
だ
け
で
は
、
深
刻
な
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
現
行
の
枠
組
み
で
は
、
行
政
機
関
に
重
複
し

た
相
互
調
整
さ
れ
て
い
な
い
そ
し
て
矛
盾
し
た
要
求
を
課
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
一
部
の
汚
染
物
質
に
つ
い
て
は
「
谷
間
に
落
ち
込

む
」
こ
と
を
許
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な（
７
）

い
。

ま
た
汚
染
物
質
規
制
の
従
来
型
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
よ
り
効
果
的
な
除
去
技
術
の
開
発
に
関
心
が
集
中
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
媒
体
に
つ
い
て
異
な
っ
た
対
処
法
を
用
い
る
こ
と
は
コ
ス
ト
を
増
加
さ
せ
、
環
境
規
制
へ
の
適
応
を
複
雑
な
も
の
に
し
て
い
く
。

そ
れ
ぞ
れ
の
単
一
媒
体
に
関
す
る
法
律
は
、
複
雑
な
規
制
に
つ
い
て
別
々
の
対
処
法
を
規
定
し
、
工
場
に
対
し
て
別
々
の
排
出
許
可
を

要
求
し
、
し
ば
し
ば
別
々
の
汚
染
除
去
装
置
の
取
り
付
け
を
命
じ
、
そ
し
て
た
い
て
い
は
別
々
の
監
視
報
告
義
務
を
課
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
規
制
コ
ス
ト
全
体
を
増
加
さ
せ
て
い（
８
）

る
。

そ
こ
で
汚
染
物
質
の
取
引
や
平
均
化
に
よ
っ
て
、
削
減
し
た
排
出
物
と
異
な
る
排
出
物
の
増
加
分
と
を
取
引
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
媒
体
間
の
取
引
や
平
均
化
は
、
異
な
る
媒
体
間
へ
の
排
出
の
配
分
に
よ
っ
て
、
大
気
や
土
壌
へ
の
高
い
濃
度
の
排
出
と
引
き
換
え

に
、
水
面
へ
の
排
出
を
低
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
排
出
上
限
規
制
（em

ission
s

caps

）
は
、
こ
れ
ら
の
排
出
取
引
が
、
排

出
許
可
の
変
更
を
求
め
る
こ
と
な
し
に
、
工
程
の
変
更
が
で
き
る
と
い
う
柔
軟
性
を
産
業
界
に
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
問
題
は
、

排
出
上
限
規
制
を
採
用
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
い
か
に
し
て
公
衆
の
健
康
や
環
境
を
保
護
し
て
い
く
か
で
あ
る
。
問

題
の
本
質
は
、
あ
る
媒
体
へ
の
排
出
減
少
と
他
の
媒
体
へ
の
排
出
増
加
と
の
相
殺
を
社
会
が
ど
の
程
度
ま
で
許
容
す
べ
き
か
と
い
う
こ

と
と
、
平
均
化
の
枠
組
み
の
中
で
公
衆
の
健
康
に
対
す
る
リ
ス
ク
が
全
体
と
し
て
同
じ
か
ま
た
は
低
減
さ
れ
る
限
り
で
ど
の
タ
イ
プ
の

異
な
っ
た
汚
染
物
質
の
平
均
化
が
で
き
る
か
と
い
う
状
況
を
特
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
現
行
法
は
、
複
数
媒
体
へ
の
汚
染
物
質

の
平
均
化
や
取
引
の
多
く
を
許
容
し
て
お
ら
ず
、
立
法
化
に
よ
る
改
革
の
必
要
性
を
示
し
て
い（
９
）

る
。

インフォーマルな行政手法の利用可能性
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（
三
）

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｘ
Ｌ
の
提
案

一
九
九
五
年
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｘ
Ｌ
（E

xcellen
ce

an
d

L
eadersh

ip：

以
下
Ｘ
Ｌ
と
略
す
）
と
呼
ば
れ
る
規
制
の
柔
軟
性
を
高

め
る
た
め
に
広
く
公
開
化
さ
れ
た
発
案
が
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
、
当
時
の
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
。
Ｘ
Ｌ

は
環
境
規
制
の
よ
り
柔
軟
な
制
度
へ
向
け
て
大
幅
な
変
容
を
期
待
し
う
る
発
案
で
あ
る
。
Ｘ
Ｌ
は
革
新
的
な
規
制
達
成
方
法
を
許
容
し

採
用
す
る
こ
と
を
求
め
、
汚
染
防
止
ま
た
は
媒
体
（
大
気
・
水
・
土
壌
）
相
互
間
で
の
排
出
平
均
化
を
促
進
し
、
現
行
の
法
律
の
も
と

で
達
成
さ
れ
る
も
の
と
比
較
し
て
よ
り
優
れ
た
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
実
施
し
、
そ
し
て
規
制
遵
守
コ
ス
ト
を
下
げ
る
こ
と
を
目
標

と
し
て
い
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
意
図
と
は
別
に
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
案
に
関
わ
る
企
業
の
自
主
案
が
最
大
の
関
心
事
で
あ
る
。

Ｘ
Ｌ
は
最
初
に
自
主
案
を
企
業
に
出
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
行
政
機
関
や
利
害
関
係
人
を
交
え
て
の
交
渉
で
目
標
を
設
定
し
、

そ
の
目
標
を
達
成
す
る
か
よ
り
優
れ
た
成
果
を
出
す
限
り
は
、
工
場
別
に
大
幅
な
柔
軟
性
を
持
た
せ
る
た
め
に
総
括
的
な
排
出
許
容
を

与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
Ｘ
Ｌ
は
、
工
場
別
に
「
上
限
」
や
「
総
量
」
を
設
定
し
、
汚
染
物
質
ま
た
は
媒
体
間
の
排
出
取

引
を
許
容
す
る
こ
と
で
、
個
別
の
媒
体
に
対
す
る
排
出
制
限
に
置
き
換
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ（
１０
）

る
。

一
九
九
五
年
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
Ｘ
Ｌ
を
適
用
す
る
た
め
の
八
つ
の
基
準
を
設
定
し（
１１
）

た
。
こ
れ
ら
の
八
つ
の
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
な
「
許

容
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
発
起
人
（spon

sor：

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
適
用
を
申
請
す
る
企
業
）
に
提
供
す
る
こ
と

を
示
す
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
基
準
に
基
づ
く
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
許
容
す
る
か
拒
否
す
る
か
を
選
択
す
る
最
終
権
限
は
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
留
保
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
確
に
示
し
た
。
一
九
九
七
年
に
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
優
れ
た
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
は
何
を
意
味
す
る
の

か
、
規
制
柔
軟
性
を
高
め
る
た
め
に
如
何
な
る
タ
イ
プ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
適
当
で
あ
る
か
を
示
そ
う
と
す
る
意
見
表
明
を
行
っ（
１２
）

た
。

Ｅ
Ｐ
Ａ
は
評
価
に
つ
い
て
、
量
と
質
の
双
方
の
要
因
に
つ
い
て
調
査
す
る
と
い
う
二
層
構
造
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
設
置
し（
１３
）

た
。
そ
れ
ぞ
れ

の
自
主
案
は
、
個
々
の
工
場
の
具
体
的
事
情
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
少
な
く
と
も
次
の
要
素
の
う
ち
一
つ
が
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含
ま
れ
る
。
排
出
取
引
、
複
数
媒
体
間
に
つ
い
て
の
許
容
、
汚
染
防
止
、
事
務
処
理
軽
減
の
要
請
で
あ
る
。
Ｘ
Ｌ
は
現
行
法
違
反
と
な

る
か
も
知
れ
な
い
代
替
的
規
制
遵
守
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
を
、
企
業
に
許
容
す
る
こ
と
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、

規
制
を
受
け
る
企
業
が
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
交
渉
し
た
代
替
案
を
遵
守
す
る
限
り
は
、
法
律
執
行
を
停
止
す
る
と
い
う
約
束
を
企
業
と
交
す
こ
と

と
な
る
。
Ｘ
Ｌ
合
意
を
達
成
す
る
た
め
の
中
心
と
な
る
機
構
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
か
ら
の「
法
的
措
置
不
行
使
保
障
」（n

o
action

assu
ran

ce

）

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
企
業
が
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
の
最
終
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
合
意
の
全
て
の
条
件
を
遵
守
す
る
な
ら
ば
、
Ｅ

Ｐ
Ａ
は
法
的
措
置
を
進
め
る
こ
と
は
な
い
と
の
明
示
的
な
言
質
を
与
え
る
こ
と
で
あ（
１４
）

る
。

（
四
）

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｘ
Ｌ
の
問
題
点

Ｘ
Ｌ
に
は
有
望
さ
も
多
く
見
込
ま
れ
る
が
、
同
時
に
基
本
的
な
問
題
を
も
孕
ん
で
い
る
。
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
明
確
な
権
限
に
欠
け
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
の
不
確
定
性
が
Ｘ
Ｌ
推
進
の
妨
げ
と
な
る
。
不
確
定
性
は
、
現
行
法
が
単
一
の
媒
体
に
つ
い
て
の
ア
プ
ロ

ー
チ
を
採
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
現
行
法
は
複
数
媒
体
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
、
よ
く
て
も
無
視
し
て
お
り
悪
け
れ
ば

禁
止
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
不
確
定
性
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
あ
る
無
名
の
職
員
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
広
く
知
ら
れ
て
い

る
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
法
外
で
な
け
れ
ば
、
Ｘ
Ｌ
で
は
な（
１５
）

い
」。
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
現
行
法
は
全
て
で
は
な
い
に
し
ろ
多
く

の
状
況
で
改
革
を
許
容
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
ど
の
条
文
が
如
何
な
る
状
況
で
改
革
を
許
容
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
相
当

不
明
確
で
あ
る
こ
と
も
暗
に
認
め
て
い
る
。
現
在
の
方
法
を
代
替
す
る
た
め
の
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
権
限
に
つ
い
て
、
実
質
的
に
不
確
定
性
が
存

在
し
、
そ
れ
が
た
め
に
訴
訟
を
提
起
さ
れ
さ
ら
に
そ
れ
が
長
引
く
と
い
う
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
懸
念
か
ら
企
業
が
そ
の

よ
う
な
新
発
案
に
参
加
す
る
こ
と
を
躊
躇
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
よ
り
大
き
な
確
定
性
を
提
供
し
、
訴
訟
の
可
能
性
を
最
小

化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
の
み
、
Ｘ
Ｌ
が
環
境
規
制
の
枠
組
を
再
形
成
す
る
に
つ
い
て
主
要
な
要
因
と
な
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
Ｅ

Ｐ
Ａ
は
具
体
的
状
況
下
で
は
現
行
規
制
の
下
で
も
改
革
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
現
行
法
下
で
も
変
革
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
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張
す
る
。
Ｘ
Ｌ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
現
行
の
環
境
法
を
改
正
す
る
こ
と
な
し
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す

る
。
だ
が
こ
の
主
張
は
、
現
行
法
が
要
求
す
る
基
準
に
代
替
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
や
基
準
を
許
容
し
て
い
る
よ
う
に
は
読
み
取
れ
な
い
こ

と
を
見
過
ご
し
て
い
る
。
多
く
の
環
境
保
護
活
動
家
や
そ
し
て
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
職
員
の
中
に
も
、
そ
の
よ
う
な
発
案
は
法
律
や
規
制
に
違
反

し
て
い
る
と
し
て
反
対
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
は
法
律
や
規
制
を
放
棄
す
る
権
限
は
な
い
の
で
あ
る
と
す（
１６
）

る
。

一
九
九
七
年
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
具
体
的
条
文
が
Ｘ
Ｌ
に
よ
っ
て
利
用
し
得
る
柔
軟
性
の
範
囲
を
制
限
す
る
こ
と
の
可
能
性
を
認
め
る
意
見

表
明
を
行
っ
た
。
し
か
し
一
般
的
に
は
Ｘ
Ｌ
の
推
進
に
対
す
る
障
壁
に
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
Ｘ
Ｌ
の
申
請
者
に
対

し
て
現
行
法
下
に
お
い
て
利
用
可
能
な
最
大
限
の
裁
量
の
領
域
そ
し
て
現
行
法
の
柔
軟
解
釈
の
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
を
薦
め
て
い

る
。
も
し
現
行
手
段
が
不
適
切
な
ら
ば
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
現
行
の
要
請
を
改
め
る
た
め
に
工
場
別
の
告
知
コ
メ
ン
ト
手
続
を
採
る
可
能
性
を

考
慮
す
る
で
あ
ろ
う
。
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
具
体
的
法
律
の
下
で
Ｘ
Ｌ
を
適
用
す
る
に
あ
た
っ
て
柔
軟
性
あ
る
対
応
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
具

体
的
事
例
に
よ
っ
て
の
み
決
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
条
文
が
曖
昧
で
あ
る
な
ら
、
裁
判
所
は
一
般
的
に
疑
い
の
利
益
（ben

efit
of

dou
bt

）
を
行
政
機
関
に
与
え
る
で
あ
ろ
う
。C

h
evron

判（
１７
）

決
に
お
い
て
最
高
裁
は
、
曖
昧
な
条
文
の
解
釈
に
つ
い
て
行
政
機
関
が
行

っ
た
解
釈
が
許
容
し
う
る
も
の
（perm

issible
）
で
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
行
政
機
関
に
謙
譲
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
原
理
を
打

ち
立
て
た
。
従
っ
て
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
代
替
的
な
遵
守
方
法
が
条
文
で
許
容
さ
れ
て
い
る
か
少
な
く
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
し
た

と
き
は
、
裁
判
所
は
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
謙
譲
す
る
で
あ
ろ
う
。
他
方C

h
evron

判
決
は
、
適
用
さ
れ
る
べ
き
条
文
が
明
確
に
行
政
機
関
の
解

釈
を
排
除
し
て
い
る
と
裁
判
所
が
判
断
し
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
行
政
機
関
の
政
策
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
示
す
。
条
文
が

汚
染
規
制
に
関
し
て
具
体
的
な
技
術
の
使
用
を
求
め
て
い
る
と
き
に
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
そ
の
要
求
を
回
避
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
適
法

性
を
裁
判
所
に
納
得
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
困
難
な
任
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
代
替
的
遵
守
方
法
が
同
等
の
結

果
を
達
成
す
る
と
し
て
も
、
裁
判
所
か
ら
の
謙
譲
を
得
る
た
め
に
は
よ
り
強
い
ケ
ー
ス
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ（
１８
）

う
。
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第
二
章

法
律
的
根
拠
の
必
要
性

（
一
）

権
限
発
動
は
裁
量
的
か

Ｘ
Ｌ
で
は
、
被
規
制
者
で
あ
る
企
業
に
自
主
規
制
案
を
提
出
さ
せ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
企
業
が
交
渉
し
た
後
に
、
Ｅ
Ｐ
Ａ

が
許
容
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
が
、
許
容
す
る
か
否
か
は
な
お
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
選
択
の
権
限
が
残
さ
れ
る
。
そ
し
て
許
容
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
被
規
制
者
が
合
意
を
守
る
限
り
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
法
的
措
置
を
行
使
し
な
い
と
の
言
質
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

Ｅ
Ｐ
Ａ
が
規
制
権
限
を
発
動
す
る
こ
と
を
見
合
わ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
は
た
し
て
行
政
機
関
に
は
そ
の
よ
う
な
不
作
為
が
許
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
規
制
に
適
合
し
な
い
事
実
を
目
の
当
た
り
に
し
て
な
お
行
政
機
関
に
は
規
制
権
限
を
発
動
す
る
か
否
か

を
選
択
す
る
裁
量
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
疑
問
に
つ
い
て
はH

eckler

判
決
が
参
考
に
な（
１９
）

る
。
最
高
裁
は
当
該
判
決
で
次
の
よ
う
に
示
し
た
。
永
年
に
わ
た
る
多
く
の

事
例
で
、
民
事
・
刑
事
の
区
別
な
く
、
告
発
ま
た
は
執
行
し
な
い
と
い
う
行
政
機
関
の
意
思
決
定
は
、
全
く
の
裁
量
の
行
使
で
あ
る
。

裁
量
の
行
使
の
範
囲
内
で
あ
る
と
き
に
は
、
行
政
機
関
の
権
限
不
行
使
は
司
法
審
査
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
行
政
機
関
は
違
反
の
有

無
の
み
を
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
法
的
行
動
を
起
こ
す
こ
と
が
、
行
政
機
関
の
政
策
の
全
体
像
に
照
ら
し
て
合
致
し
て
い
る
か
、
ど

の
程
度
の
成
果
を
期
待
で
き
る
か
、
執
行
す
る
た
め
の
十
分
な
行
政
資
源
は
あ
る
か
等
を
総
合
的
に
判
断
す
る
。
多
く
の
事
例
に
お
い

て
、
ど
の
違
反
を
告
発
す
る
か
に
つ
い
て
の
適
正
な
順
位
づ
け
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
よ
り
行
政
機
関
の
方
が
そ
の
役
割
に
適
し
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
判
断
は
従
来
よ
り
行
政
機
関
の
裁
量
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
議
会
は
、
Ａ
Ｐ
Ａ
（
米
国
行
政
手
続
法：

A
dm

in
istrative

P
rocedu

re
A

ct

）
の
制
定
に
当
た
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
従
来
型
の
手
法
を
変
更
す
る
意
思
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
行
政
機
関
の
意
思
決
定
は
司
法
審
査
を
受
け
な
い
と
推
定
さ
れ
、
こ
の
推
定
は
、
条
文
が
行
政
機
関
に
対
し
、
執
行
権
限
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を
行
使
す
る
際
に
従
う
べ
き
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
提
示
し
た
と
き
の
み
、
覆
さ
れ
る
で
あ
ろ（
２０
）

う
。
こ
の
判
決
を
一
般
的
に
広
く
適
用
す
る

な
ら
ば
、
代
替
的
な
規
制
遵
守
方
法
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
行
政
機
関
と
企
業
が
合
意
し
た
の
な
ら
ば
、
そ
の
合
意
が
守
ら
れ
る
限

り
何
も
法
的
措
置
を
行
使
し
な
い
と
い
う
権
限
を
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
与
え
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な（
２１
）

い
。

だ
が
、H

eckler

判
決
と
Ｘ
Ｌ
で
は
あ
る
相
違
点
が
見
ら
れ
る
。H

eckler

は
単
純
に
規
制
権
限
を
発
動
す
る
か
否
か
あ
る
い
は
法

的
措
置
を
行
使
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
判
断
で
あ
る
。
一
方
、
Ｘ
Ｌ
は
そ
の
中
心
と
な
る
機
構
は
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る「
法

的
措
置
不
行
使
保
障
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
前
述
し
た
よ
う
に
、「
企
業
が
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
交
渉
し
た
代
替
案
を
遵
守
す
る
限

り
は
」
と
い
う
条
件
付
き
で
は
あ
る
が
、
行
政
機
関
が
予
め
規
制
権
限
を
発
動
し
な
い
あ
る
い
は
法
的
措
置
を
行
使
し
な
い
こ
と
を
明

言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
単
に
法
的
措
置
を
行
う
か
否
か
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
こ
か
ら
た
だ
ち
に
、
法
的
措
置

を
行
使
し
な
い
こ
と
を
予
め
明
言
す
る
こ
と
ま
で
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
相
違
に
よ
り
、H

eckler

判
決
の
判
旨

が
、
Ｘ
Ｌ
を
推
進
す
る
た
め
の
足
掛
り
と
な
り
得
る
か
ど
う
か
は
な
お
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
二
）

不
行
使
明
言
は
違
法
か

前
述
の
疑
問
に
関
連
し
て
、
契
約
型
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
事
例
を
参
照
し
て
み
よ
う
。
契
約
型
ゾ
ー
ニ
ン
グ
は
、
私
的
利
益
と
政
府
機
関

と
の
間
で
の
法
律
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
方
法
で
相
互
の
義
務
を
創
設
す
る
取
引
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
土
地
所
有
者
と

ゾ
ー
ニ
ン
グ
権
者
と
の
間
の
明
示
さ
れ
た
相
互
的
契
約
に
拠
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
権
の
実
行
」
と
か
「
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
修
正
を
正
当
化
す
る

よ
う
な
独
立
し
た
確
か
な
根
拠
を
欠
く
契
約
に
基
づ
く
手
法
」
な
ど
様
々
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
慣
行
に
対
す
る
批
判
は
、

政
府
は
公
衆
の
健
康
や
安
全
そ
し
て
福
祉
を
促
進
す
る
た
め
の
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
を
行
使
す
る
た
め
の
責
任
を
取
引
き
し
た
り
私
的
団

体
に
委
任
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
公
的
政
策
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
い（
２２
）

る
。

M
idtow

n
v.

M
adison

判（
２３
）

決
に
お
い
て
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
上
級
裁
は
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
問
題
に
関
し
て
ゾ
ー
ニ
ン
グ
委
員
会
が
解
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決
策
を
交
渉
す
る
権
限
を
制
限
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
契
約
型
ゾ
ー
ニ
ン
グ
で
は
、
最
終
許
可
を
得
る
手
続
が
契
約
に
よ
っ
て
進
め

ら
れ
る
。
企
業
は
市
当
局
の
指
示
に
服
す
れ
ば
よ
く
、
法
的
手
続
を
無
視
し
て
よ
い
。
そ
し
て
市
当
局
は
契
約
の
条
件
を
変
更
す
る
よ

う
な
規
則
や
命
令
を
発
し
な
い
と
い
う
手
法
で
進
め
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
手
法
は
、
法
定
の
手
続
に
従
っ
て
の
み
な
し
得
る

方
法
を
、
契
約
に
よ
っ
て
行
お
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
立
法
に
よ
っ
て
市
当
局
の
官
吏
に
委
ね
ら
れ
た
ゾ
ー
ニ
ン
グ
権
が

不
当
に
悪
用
さ
れ
て
い
る
。
市
当
局
は
委
ね
ら
れ
た
権
限
を
行
使
す
る
に
当
た
っ
て
、
委
ね
ら
れ
た
権
限
内
で
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
し
て
そ
れ
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
。
市
当
局
に
は
、
附
加
条
件
を
課
す
こ
と
を
権
限
づ
け
る
か
ま
た
は
正
当
化
し
て
い
る
条
文

が
な
い
と
き
に
は
、
最
終
許
可
を
与
え
る
に
当
た
っ
て
、
企
業
に
附
加
条
件
を
課
す
よ
う
な
法
的
権
限
は
な
い
。

最
高
裁
は
一
八
七
九
年
、S

ton
e

v.
M

ississippi

判（
２４
）

決
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
原
理
を
表
明
し
た
。
連
邦
憲
法
が
保
護
し
て
い
る

契
約
と
は
、
所
有
権
に
関
す
る
そ
れ
で
あ
り
、
政
府
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
。
立
法
を
行
う
高
権
が
害
さ
れ
な
い
限
り
、
所
有
権
や

参
政
権
の
保
護
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
立
法
者
は
そ
の
権
限
を
縮
小
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
政
府
は
そ
の
権
限
を
留

保
す
る
た
め
に
組
織
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
権
限
を
安
易
に
譲
り
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
民
は
、
そ
の
主
権
的
権
能
に
お
い
て
、
公

衆
の
健
康
や
道
徳
を
保
持
し
公
的
・
私
的
権
利
の
保
護
の
た
め
に
、
行
政
機
関
を
設
立
し
た
。
行
政
機
関
は
裁
量
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
そ
の
裁
量
を
手
放
し
た
り
売
り
渡
し
た
り
で
き
な
い
。
あ
る
者
が
特
権
を
受
け
た
と
き
に
は
、
そ
の
よ
う
な
疑
わ
し
い

特
権
は
い
つ
で
も
撤
回
の
対
象
に
な
る
。
そ
れ
は
許
容
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
行
法
に
反
す
る
利
益
で
あ
り
将
来
的
に
は
統
制
や

撤
回
の
対
象
と
な
る
。
法
的
根
拠
の
な
い
利
益
は
、
す
ぐ
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

別
の
問
題
も
ま
た
提
起
さ
れ
て
い
る
。
憲
法
の
要
請
の
下
、
市
当
局
は
そ
の
よ
う
な
取
引
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
個
人
が
憲
法
上
保
護
を
受
け
る
権
利
を
含
む
事
柄
に
つ
い
て
は
、
個
人
と
政
府
間
の
取
引
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
原
理
で
あ
る
。

前
述
の
権
限
留
保
原
理
が
政
府
責
任
の
放
棄
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
一
方
、
こ
の
原
理
は
政
府
と
の
取
引
の
利
用
か
ら
個
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人
の
権
利
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
政
府
と
私
人
個
人
と
の
力
の
巨
大
な
不
均
衡
に
鑑
み
、
個
人
は

合
意
に
よ
る
交
換
の
名
目
に
お
い
て
、
憲
法
上
の
権
利
を
あ
き
ら
め
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
懸
念
で
あ

（
２５
）

る
。こ

の
よ
う
に
、
政
府
と
私
人
が
取
引
す
る
こ
と
が
違
法
で
あ
る
と
さ
れ
た
例
を
挙
げ
て
み
た
が
、
こ
の
例
は
Ｘ
Ｌ
の
場
合
と
は
状
況

が
異
な
る
。
Ｘ
Ｌ
は
被
規
制
者
が
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
合
意
し
た
代
替
案
を
遵
守
す
る
限
り
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
法
的
措
置
を
行
使
し
な
い
と
い
う
ア
プ

ロ
ー
チ
で
あ
る
。
一
方
、
契
約
型
ゾ
ー
ニ
ン
グ
は
、
私
人
か
ら
の
譲
歩
の
見
返
り
に
規
制
権
限
を
差
し
控
え
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

こ
の
違
い
は
、
言
葉
を
変
え
て
説
明
す
る
な
ら
ば
、
Ｘ
Ｌ
は
Ａ
と
い
う
事
項
に
つ
い
て
そ
の
遵
守
方
法
に
つ
い
て
の
交
渉
で
あ
る
。
他

方
、
契
約
型
ゾ
ー
ニ
ン
グ
は
、
Ａ
に
つ
い
て
規
制
権
限
の
発
動
を
控
え
る
い
わ
ば
そ
の
代
償
と
し
て
、
他
の
Ｂ
に
つ
い
て
条
文
に
な
い

義
務
を
課
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
方
が
よ
り
問
題
性
が
高
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
にM

idtow
n

判
決

の
判
旨
が
、
Ｘ
Ｌ
に
適
用
で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、「
法
律
が
明
示
的
に
権
限
づ
け
て
い
な
い
限
り
」
行
政
機
関
に
そ
の

よ
う
な
権
限
は
な
い
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
要
素
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

（
三
）

議
会
の
立
法
に
よ
る
権
限
づ
け

前
述
の
よ
う
に
判
例
は
、
少
な
く
と
も
法
律
が
明
示
的
に
権
限
づ
け
て
な
い
限
り
は
、
と
い
う
文
言
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
や
は
り
、
議
会
の
立
法
に
よ
る
権
限
づ
け
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
Ｘ
Ｌ
に
は
明
確
な
法
律
的
な
権
限
づ
け
が
な
さ

れ
て
い
な
い
。
ま
た
Ｘ
Ｌ
は
企
業
の
任
意
の
自
主
的
計
画
で
あ
る
が
故
に
、
プ
ロ
セ
ス
の
瑕
疵
か
ら
生
じ
る
障
壁
が
、
長
期
の
計
画
の

実
行
可
能
性
に
対
し
て
、
非
常
に
大
き
な
破
壊
的
効
果
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
あ
る
無
名
の
職

員
が
「
法
外
で
な
け
れ
ば
、
Ｘ
Ｌ
で
は
な
い
」
と
言
っ
た
よ
う
に
、
現
行
法
の
要
請
を
無
視
し
て
許
容
を
発
す
る
こ
と
は
、
連
邦
や
州

の
規
制
権
者
に
執
行
す
る
際
に
裁
量
を
行
使
す
る
こ
と
、
そ
し
て
法
律
違
反
の
継
続
状
態
を
無
視
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
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ま
た
連
邦
や
州
の
規
制
権
者
か
ら
の
訴
追
を
免
れ
た
と
し
て
も
、
企
業
は
市
民
訴
訟
（citizen

su
it

）
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
。

市
民
訴
訟
を
受
け
る
可
能
性
に
対
し
て
企
業
が
抱
く
不
安
に
つ
い
て
、
最
も
明
確
な
解
答
は
、
Ｘ
Ｌ
の
内
容
に
従
っ
て
現
行
法
の
要
請

を
放
棄
す
る
広
汎
な
法
的
権
限
を
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
与
え
る
立
法
を
可
決
す
る
こ
と
で
あ（
２６
）

る
。
Ｘ
Ｌ
を
権
限
づ
け
る
立
法
が
制
定
さ
れ
な
い
限

り
は
、
企
業
別
の
合
意
に
よ
っ
て
現
行
法
の
要
請
を
免
除
す
る
こ
と
は
、
市
民
訴
訟
を
受
け
た
と
き
に
は
、
脆
弱
な
も
の
と
な
ろ（
２７
）

う
。

ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
や
Ｅ
Ｐ
Ａ
内
に
お
け
る
Ｘ
Ｌ
の
推
奨
者
は
、
Ｘ
Ｌ
を
民
間
と
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
許
容
さ
れ
る
範
囲
で
協
働
す
る
た
め
に
長

い
間
望
ま
れ
て
き
た
機
会
で
あ
る
と
見
る
。
し
か
し
批
判
者
は
、
Ｘ
Ｌ
は
現
行
の
環
境
基
準
を
な
し
崩
し
に
す
る
処
方
箋
と
な
り
か
ね

な
い
と
危
惧
す（
２８
）

る
。
ま
た
Ｘ
Ｌ
は
被
規
制
者
の
自
主
規
制
を
重
視
し
て
お
り
、
自
己
規
制
に
つ
い
て
の
推
奨
者
は
、
従
来
の
規
制
に
よ

る
多
く
の
非
効
率
を
避
け
る
た
め
の
合
理
的
な
手
段
と
考
え
、
そ
の
よ
う
な
規
制
に
な
ら
被
規
制
者
が
従
お
う
と
す
る
傾
向
に
た
よ
ろ

う
と
す
る
。
そ
こ
で
の
合
理
性
の
認
識
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
被
規
制
者
が
公
正
で
分
別
よ
く
規
制
遵
守
を
実
行
す
る
で
あ
ろ
う
と
の

信
頼
に
依
拠
し
て
い
る
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
可
能
性
に
対
す
る
期
待
は
、
求
め
ら
れ
て
い
る
信
頼
を
崩
し
か
ね
な
い
よ
う
な
不
確
定
性

を
も
た
ら
す
。
や
は
り
、
自
主
規
制
型
ア
プ
ロ
ー
チ
を
進
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
議
会
の
立
法
に
よ
る
権
限
づ
け
が
必
要
で
は
な
か
ろ

う（
２９
）

か
。

（
四
）

柔
軟
性
と
の
調
和

や
は
り
、
法
律
に
よ
る
権
限
の
明
確
化
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
厳
格
に
条
文
を
解
釈
す
る
こ
と
が
結
果
と
し
て
大
き

な
不
公
正
を
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
エ
ク
イ
テ
ィ
ー
裁
判
所
（C

ou
rts

of
E

qu
ity

）
は
独
自
に
一
連
の
複
雑
な
原
理
を
発
展
さ
せ
て

き
た
が
、
そ
れ
ら
は
一
般
的
法
規
の
硬
直
し
た
シ
ス
テ
ム
に
柔
軟
性
と
個
々
に
応
じ
た
公
正
さ
を
導
入
す
る
も
の
で
あ
っ（
３０
）

た
。
具
体
的

事
件
の
問
題
を
扱
う
に
当
た
っ
て
採
用
さ
れ
た
あ
る
種
の
例
外
創
設
プ
ロ
セ
ス
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。「
法
務
官
命
令
権

（im
periu

m
of

praetor

）」
と
し
て
知
ら
れ
る
原
理
の
下
、
上
級
行
政
官
は
具
体
的
事
例
に
お
い
て
大
き
な
不
公
平
を
避
け
る
た
め

インフォーマルな行政手法の利用可能性
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現
行
法
規
の
執
行
を
差
し
控
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、
王
権
に
よ
る
権
限
（R

oyal
au

th
ority

）
（
３１
）
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
近
時
で
は
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
省
（U

.S
.

D
epartm

en
t

of
E

n
ergy

）
が
石
油
の
国
家
的
な
統
一
価
格
と
配
分
を
定
め
た
こ
と
が
、
具
体
的
事
例
で
は

大
き
な
不
公
平
を
惹
き
起
こ
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い（
３２
）

る
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
例
外
創
設
の
権
限
が
永
い
時
を
超
え
て
法
律
や

規
制
シ
ス
テ
ム
を
広
く
変
容
さ
せ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
例
外
創
設
の
権
限
は
法
シ
ス
テ
ム
存
続
に
不
可
欠
で
あ
る
が
故
に
広
く
存

在
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
し
に
は
不
公
平
感
と
憤
慨
が
生
じ
法
シ
ス
テ
ム
自
身
の
安
定
を
脅
か
す
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ（
３３
）

う
。

規
制
柔
軟
性
政
策
を
導
入
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
者
は
、
柔
軟
性
の
限
界
を
画
す
る
に
つ
い
て
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
ほ
と
ん
ど
何
も
し
て
い

な
い
と
主
張
す
る
。
だ
が
実
験
的
計
画
に
つ
い
て
の
唯
一
の
制
限
理
論
は
、
革
新
的
な
環
境
保
護
方
法
を
試
す
こ
と
し
か
な
い
。
こ
の

命
題
は
、
本
質
的
に
結
果
論
で
あ
る
。
さ
ら
に
創
造
性
を
後
退
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
予
め
制
限
を
設
け
る
こ
と
を

躊
躇
っ
て
き
た
。
完
全
な
規
則
制
定
を
実
施
し
、
あ
る
い
は
新
し
い
試
み
を
行
う
ご
と
に
議
会
か
ら
の
具
体
的
な
権
限
付
づ
け
を
求
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
な
ら
、
行
政
機
関
は
環
境
規
制
に
お
け
る
革
新
や
改
革
を
ほ
と
ん
ど
な
し
得
な
い
で
あ
ろ（
３４
）

う
。

権
限
を
委
任
す
る
と
き
に
は
議
会
に
よ
る
監
視
（vigilan

ce

）
が
必
要
と
な
る
一
方
、
行
政
機
関
が
目
標
達
成
に
向
け
て
可
能
な

限
り
迅
速
に
行
動
す
る
限
り
は
、
条
文
か
ら
離
れ
た
手
法
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
明
記
す
る
規
定
を
用
意
し
て
お
く
こ
と
を
議

会
は
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
法
律
の
要
請
通
り
の
執
行
を
差
し
控
え
代
替
的
な
規
制
遵
守
方
法
を
行
う
た
め
に
、
よ
り
大
き
な
裁
量
を

Ｅ
Ｐ
Ａ
に
与
え
る
よ
う
な
柔
軟
な
規
制
法
律
を
導
入
す
る
た
め
に
は
、
そ
し
て
企
業
の
影
響
を
受
け
偏
っ
た
政
策
を
採
る
よ
う
な
裁
量

の
濫
用
を
避
け
る
た
め
に
は
、
議
会
に
よ
る
監
視
と
公
衆
参
加
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ（
３５
）

う
。

選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
プ
ロ
セ
ス
が
故
に
議
会
の
方
が
行
政
機
関
に
比
べ
よ
り
確
か
な
民
主
的
正
統
性
を
有
す
る
と
、
一
般
に
説

明
さ
れ
て
い
る
。
と
は
言
う
も
の
の
場
合
に
よ
っ
て
は
政
策
的
権
限
を
行
政
機
関
へ
委
任
す
る
こ
と
の
方
が
、
選
挙
民
の
要
望
に
対
し

て
、
実
質
的
に
政
府
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
も
あ
る
。
行
政
機
関
の
方
が
議
会
に
比
べ
て
よ
り
広
汎
な
利
害
関
係
者
の
参
加
を
受
け
入
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れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
長
官
を
含
め
行
政
部
門
の
上
級
職
者
は
具
体
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
議
会
の

ほ
と
ん
ど
の
メ
ン
バ
ー
よ
り
公
衆
に
対
し
て
、
よ
り
ア
カ
ウ
ン
タ
ブ
ル
で
あ
り
得
る
こ
と
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
行
政
機
関
の
上

級
職
者
は
い
つ
何
時
で
も
大
統
領
に
よ
る
更
迭
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ（
３６
）

る
。

と
こ
ろ
で
、
Ｘ
Ｌ
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
案
の
利
点
に
つ
い
て
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
最
終
的
に
言
及
す
る
こ
と
に
掛
か
っ
て
い
る
。
外
部
の
者
に
交

渉
さ
せ
困
難
な
意
思
決
定
を
行
う
責
任
を
委
任
す
る
よ
り
む
し
ろ
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
自
身
の
権
限
と
利
益
グ
ル
ー
プ
が
交
渉
で
ま
と
め
る

こ
と
が
で
き
る
特
権
の
内
容
と
を
明
確
に
区
別
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
も
あ（
３７
）

る
。
批
判
者
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
ジ
レ
ン
マ
の
根
幹
は
政

治
的
都
合
主
義
と
前
後
不
一
致
と
に
よ
る
絶
望
的
混
合
状
態
で
あ
る
と
す
る
。
政
治
家
は
、
非
現
実
的
で
実
行
で
き
そ
う
に
な
い
目
標

を
定
め
た
法
律
を
次
々
に
可
決
す
る
。
彼
ら
は
、
国
が
限
ら
れ
た
資
源
と
完
全
で
な
い
科
学
的
知
識
の
下
で
困
難
な
選
択
に
直
面
し
て

い
る
事
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
ら
は
十
分
な
執
行
資
金
を
与
え
ず
に
Ｅ
Ｐ
Ａ
や
州
政
府
に
権
限
を
委
ね
る
。

独
立
し
た
政
策
的
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
行
政
官
は
、
不
可
能
な
目
標
と
現
実
と
を
調
整
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
、
そ
の
プ
ロ
セ

ス
の
中
で
回
復
不
能
の
信
用
失
墜
を
受
け（
３８
）

る
。
ま
た
Ｘ
Ｌ
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
企
業
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
案
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
実
質
的
問
題
を
予
見
す
る
た
め
の
技
術
的
専
門
知
識
の
な
い
ま
ま
に
、
革
新
的
な
試
み
に
従
事
さ
せ
ら
れ
る
。
彼
ら
の
行
動
は
、

い
か
に
早
く
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
ま
と
め
実
施
さ
せ
る
か
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
た
め
に
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
案
の
複
雑
で
詳
細
な
構
造
を

評
価
す
る
に
は
、
現
場
の
職
員
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
案
の
許
容
の
判
断
で
遅
れ
を
出
す
と
、
Ｘ
Ｌ
の
ス
タ
ッ
フ
は

Ｅ
Ｐ
Ａ
の
他
の
部
門
の
計
画
ス
タ
ッ
フ
か
ら
の
許
容
を
得
る
に
つ
い
て
多
大
な
困
難
を
被
る
こ
と
に
な（
３９
）

る
。

そ
こ
で
、
や
は
り
議
会
の
立
法
に
よ
る
権
限
づ
け
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
議
会
が
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
自
由
に
実
験
的
方
法
を
行
う
こ

と
を
権
限
づ
け
る
新
し
い
立
法
を
な
さ
な
い
限
り
、
Ｘ
Ｌ
の
よ
う
な
革
新
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
出
発
前
か
ら
頓
挫
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
の
み
な
ら
ず
、
企
業
が
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
ま
で
全
て
詳
細
に
規
定
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す
る
こ
と
を
議
会
に
求
め
る
こ
と
は
賢
明
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
議
会
は
、
目
標
達
成
の
た
め
の
最
も
適
し
た
方
法
を
選
択
す
る
裁
量

を
与
え
、
行
政
機
関
が
確
か
な
結
果
を
出
せ
る
よ
う
に
後
押
し
す
べ
き
で
あ（
４０
）

る
。

第
三
章

協
働
意
思
決
定
の
導
入

（
一
）

交
渉
方
式
と
の
相
違

と
こ
ろ
で
Ｘ
Ｌ
は
三
つ
の
段
階
か
ら
成
り
、
そ
の
最
初
の
段
階
で
は
利
害
関
係
人
等
を
集
め
て
交
渉
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点

で
、
フ
ォ
ー
マ
ル
で
な
い
行
政
手
法
と
し
て
の
一
例
で
あ
る
交
渉
方
式
（N

egotiated
R

u
lem

akin
g

）
（
４１
）
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
見
ら

れ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
、
交
渉
方
式
と
Ｘ
Ｌ
と
を
比
べ
て
考
察
し
て
み
る
。
Ｘ
Ｌ
の
三
段
階
と
は
、
最
初
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
発
起

人
は
利
害
関
係
人
を
招
集
し
そ
し
て
交
渉
し
、
環
境
汚
染
削
減
方
法
に
つ
い
て
自
主
案
を
ま
と
め
上
げ
る
。
次
に
そ
の
案
を
Ｅ
Ｐ
Ａ
に

示
し
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
交
渉
し
た
上
で
合
意
に
達
し
た
な
ら
ば
最
終
合
意
案
（F

in
al

P
roject

A
greem

en
t

）
を
発
す
る
。
こ
こ
で
は
Ｅ

Ｐ
Ａ
は
発
起
人
の
提
出
し
た
自
主
案
に
つ
い
て
許
容
あ
る
い
は
拒
否
を
選
択
す
る
権
限
を
保
持
す
る
。
ま
た
修
正
を
求
め
る
こ
と
も
で

き
る
。
そ
し
て
最
後
に
執
行
と
評
価
の
段
階
に
入（
４２
）

る
。

で
は
交
渉
方
式
と
の
相
違
を
見
て
み
よ
う
。
交
渉
方
式
は
、
行
政
機
関
が
被
規
制
者
や
利
害
関
係
人
そ
の
他
規
制
に
よ
っ
て
影
響
を

受
け
る
人
々
を
招
集
し
協
議
会
を
開
催
し
交
渉
を
行
う
。
そ
こ
で
は
行
政
機
関
は
一
参
加
者
で
あ
っ
て
、
協
議
会
を
主
宰
す
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
最
初
の
交
渉
の
段
階
か
ら
参
加
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
や
人
々
を
協
議
会

に
参
加
さ
せ
る
か
の
選
択
を
行
う
の
は
行
政
機
関
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
Ｘ
Ｌ
の
場
合
は
、
最
初
の
段
階
に
お
い
て
の
利
害
関
係

人
等
を
集
め
た
交
渉
を
主
宰
す
る
の
は
発
起
人
（
企
業
）
で
あ
り
、
そ
の
交
渉
の
場
に
参
加
す
る
グ
ル
ー
プ
や
人
々
を
選
択
す
る
の
は

発
起
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
被
規
制
者
で
あ
る
発
起
人
に
参
加
者
を
選
択
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
次
の
段
階
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に
お
い
て
発
起
人
は
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
交
渉
す
る
こ
と
に
な
る
。
当
然
、
交
渉
方
式
よ
り
Ｘ
Ｌ
の
方
が
問
題
性
が
高
い
。

Ｘ
Ｌ
で
は
直
接
の
参
加
者
を
選
択
す
る
に
当
た
っ
て
多
大
な
裁
量
を
発
起
人
に
与
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
発
起
人
に
そ
の
よ
う
な
多

大
な
裁
量
を
持
た
せ
る
こ
と
は
問
題
が
多
い
。
な
ぜ
な
ら
、
規
制
遵
守
案
作
成
の
初
期
の
段
階
へ
の
参
加
は
、
参
加
者
に
他
の
人
々
に

比
べ
て
よ
り
大
き
な
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
Ｘ
Ｌ
の
初
期
段
階
の
時
期
は
、
直
接
の
参
加
者
の
み
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
範
囲
を
確
定
す
る
た
め
の
会
合
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
直
接
参
加
者
だ
け
が
Ｅ
Ｐ
Ａ
か
ら
技
術
的
補
助
を
受
け
る

資
格
を
与
え
ら
れ
る
。
直
接
参
加
と
作
成
後
の
案
に
対
す
る
批
判
と
で
は
巨
大
な
差
異
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
Ｅ
Ｐ
Ａ
や
州
政
府
は
、

発
起
人
が
な
し
た
直
接
参
加
者
の
選
択
に
つ
い
て
不
満
で
あ
る
と
き
に
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
拒
否
で
き
る
が
、
よ
ほ
ど
極
端
な
選
択

が
な
さ
れ
な
い
限
り
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
こ
の
拒
否
権
を
行
使
し
そ
う
に
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
事
例
で
、
発
起
人
が
あ
る
地
域
グ
ル
ー
プ
を
参

加
者
と
し
て
選
び
そ
の
他
の
グ
ル
ー
プ
を
も
は
や
必
要
無
し
と
し
て
排
除
し
た
と
し
て
も
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
Ｘ
Ｌ
適
用
基
準
に
適
合
し
て
い

る
限
り
は
、
発
起
人
案
を
拒
否
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
発
起
人
は
、
自
ら
の
目
標
に
好
意
的
な
グ
ル
ー
プ
を
取
り
立

て
、
企
業
側
の
立
場
に
従
順
で
な
い
グ
ル
ー
プ
を
排
除
す
る
と
い
う
選
択
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
巨
大
な
権
限
を
振
る
う
こ
と
が
で

き
る
。
だ
が
も
し
こ
こ
で
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
直
接
参
加
す
る
グ
ル
ー
プ
を
多
様
に
選
ぶ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
危
惧
は
最
小
化
さ
れ

得
る
で
あ
ろ
（
４３
）

う
。

さ
ら
に
Ｘ
Ｌ
で
は
発
起
人
に
手
続
的
基
本
ル
ー
ル
を
決
定
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
。
利
害
関
係
人
の
参
加
に
つ
い
て
の
基
本
ル

ー
ル
を
決
定
す
る
権
限
が
発
起
人
や
直
接
参
加
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
発
起
人
は
意
思
決
定
権
限
を
直
接
参
加
者
に
譲
る

よ
う
な
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
権
限
の
ほ
と
ん
ど
を
発
起
人
に
譲
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
直
接
参
加
者
を
選
択
し
よ
う
と
す
る

で
あ
ろ
う
。
発
起
人
が
わ
ず
か
に
反
対
者
を
選
ん
だ
と
し
て
も
、
参
加
者
の
多
数
が
発
起
人
に
好
都
合
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
選
択
す
る
よ

う
に
仕
向
け
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
や
は
り
Ｅ
Ｐ
Ａ
や
州
政
府
が
自
ら
直
接
参
加
者
を
選
定
す
べ
き
で
あ（
４４
）

る
。
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最
後
に
、
Ｘ
Ｌ
で
は
発
起
人
に
、
調
停
を
行
う
こ
と
が
適
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
裁
量
を
与
え
て
い
る
。
発
起
人
と
直
接

参
加
者
は
、
第
三
者
に
よ
る
調
停
が
望
ま
し
い
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
地
域
の
中
立
な
第
三
者
に
よ
る
進
行

役
を
用
い
る
こ
と
を
「
推
奨
す
る
」
こ
と
は
で
き
る
が
、
法
的
義
務
を
課
さ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
調
停
が
地
域
グ
ル
ー
プ
と
の
対
話

を
促
進
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
し
て
も
、
費
用
が
か
さ
み
時
間
も
費
や
す
調
停
は
、
ほ
と
ん
ど
の
発
起
人
は
そ
の
使
用
に
反
対

す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
調
停
を
用
い
る
こ
と
が
、
地
域
グ
ル
ー
プ
が
企
業
側
と
対
等
に
取
引
で
き
る
こ
と
を
保
障
す
る
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
も
し
こ
こ
で
進
行
役
が
実
力
の
弱
い
参
加
者
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
調
停
は
多
様
な
グ
ル
ー
プ
の

間
で
、
よ
り
対
等
に
役
割
を
分
担
す
る
基
礎
を
創
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
発
起
人
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
け
る
自
ら

の
支
配
的
ル
ー
ル
を
脅
か
す
よ
う
な
直
接
参
加
者
を
選
択
す
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
調
停
が
環
境
問
題
解
決
の
万
能
薬
で
な
い
か
ら
に

は
、
発
起
人
に
よ
っ
て
取
り
立
て
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
独
立
し
た
直
接
参
加
者
が
、
調
停
等
の
第
三
者
に
よ
る
進
行
が
Ｘ
Ｌ
に
お
け

る
公
衆
参
加
を
改
善
し
て
い
く
た
め
に
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
す
る
べ
き
で
あ
（
４５
）

る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
広
範
囲
の
グ
ル
ー
プ
を
参
加
さ
せ
て
公
益
の
保
護
を
行
う
に
つ
い
て
は
十
分
で

は
な
い
。
発
起
人
が
直
接
参
加
者
を
選
定
す
る
こ
と
に
代
わ
っ
て
、
議
会
が
、
多
様
な
利
害
関
係
人
を
招
集
す
る
に
あ
た
り
Ｅ
Ｐ
Ａ
や

州
政
府
が
多
く
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。
議
会
は
、
選
定
さ
れ
る
べ
き
人
々
の
タ
イ
プ
を
特
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
議
会
は
、
個
々
の
状
況
に
適
合
す
る
よ
う
に
こ
の
決
定
を
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

加
え
て
議
会
は
、
工
場
か
ら
の
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
る
人
々
の
ほ
と
ん
ど
に
投
票
権
を
与
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
も
っ
と
も
、
討
論

や
交
渉
を
意
味
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
直
接
参
加
グ
ル
ー
プ
の
規
模
を
制
限
す
べ
き
で
は
あ
る
が
。
さ
ら
に
議
会
は
、
直
接
参

加
者
の
関
係
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
何
ら
か
の
基
本
ル
ー
ル
を
決
め
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
如
何
な
る
個
々
の
直
接
参
加
者
に
も
拒
否

権
を
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
個
人
や
グ
ル
ー
プ
は
公
益
を
十
分
に
代
表
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
場
合
に
よ
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っ
て
は
、
高
い
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
住
民
に
は
、
低
い
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
住
民
に
比
べ
よ
り
重
い
票
を
与
え
る
こ
と

も
適
切
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
直
接
参
加
者
の
多
数
派
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
反
対
し
た
な
ら
ば
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
如
何
な
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
案
を
も
拒
む
で
あ
ろ
う
と
い
う
強
い
推
定
を
、
議
会
は
規
定
す
べ
き
で
あ
る
。
行
政
機
関
が
自
身
の
判
断
か
ら
、
同
じ
結
論
に
至
る

よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
で
あ（
４６
）

る
。

（
二
）

協
働
手
法
と
の
関
連

今
ま
で
の
交
渉
方
式
は
、
規
則
案
を
制
定
す
る
に
当
た
っ
て
、
広
い
範
囲
の
グ
ル
ー
プ
と
共
に
創
造
的
集
団
思
考
法
に
よ
る
問
題
解

決
を
目
標
と
す
る
集
会
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
行
政
機
関
が
メ
リ
ッ
ト
を
得
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
行
政
機
関
が
、

規
則
制
定
が
必
要
な
と
き
や
基
本
的
機
構
を
組
み
立
て
る
段
階
に
、
そ
の
よ
う
な
フ
ォ
ー
マ
ル
で
な
い
プ
ロ
セ
ス
を
組
み
込
む
こ
と
を

受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
協
働
プ
ロ
セ
ス
は
、
強
制
力
あ
る
規
則
を
公
布
す
る
仕
組
み
に
代
替
す
る
も

の
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
行
政
機
関
が
裁
量
を
行
使
す
る
際
の
補
助
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
な
ら
ば
、
最
も
有
望
な
も
の
で
あ（
４７
）

る
。

Ｅ
Ｐ
Ａ
も
Ｘ
Ｌ
の
批
判
者
も
、
汚
染
を
減
少
さ
せ
る
に
つ
い
て
自
主
的
手
法
を
用
い
る
こ
と
に
全
面
的
に
依
存
す
る
こ
と
を
望
ん
で

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
多
く
の
状
況
に
お
い
て
自
主
的
協
力
は
、
強
制
手
法
に
代
替
す
る
も
の
で
は
な
い
。
究
極
の
目
標
は
、
新
し
い

戦
術
を
混
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
革
新
を
押
し
進
め
る
こ
と
で
あ（
４８
）

る
。

Ｘ
Ｌ
は
遵
守
達
成
の
た
め
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
自
主
性
を
重
視
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
経
験
を
積
む
た
め
の
初
期
的
な
試
み
の

産
物
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
適
用
可
能
な
運
営
方
法
（adaptive

m
an

agem
en

t

）
の
理
論
構
築
で
も
あ
る
。

推
奨
者
は
、
経
験
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
、
経
済
に
お
け
る
生
産
者
と
消
費
者
が
環
境
的
に
互
換
性
あ
る
産
業
シ
ス
テ
ム
を
創
る

た
め
に
代
替
さ
れ
得
る
よ
う
な
方
法
を
、
検
証
し
導
く
機
会
を
も
た
ら
す
と
主
張
す
る
。
人
間
は
、
何
が
う
ま
く
作
用
し
何
が
し
な
い

か
と
い
う
こ
と
を
時
を
超
え
て
学
び
続
け
る
。
適
用
可
能
な
運
営
方
法
は
進
行
し
続
け
る
制
度
の
変
化
移
行
で
あ
る
。
こ
の
変
化
は
目
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的
に
向
か
う
経
験
か
ら
集
め
ら
れ
た
情
報
の
絶
え
間
な
き
流
通
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
適
用
可
能
な
運
営
方
法
は
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
を
喚
起
す
る
よ
う
に
作
ら
れ
た
探
査
・
戦
略
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
政
府
機
関
が
こ
の
運
営
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
用

い
る
と
き
に
は
、
連
続
し
た
学
習
方
法
に
基
づ
き
環
境
政
策
目
標
に
適
合
す
る
よ
う
に
効
率
を
増
大
さ
せ
得
る
よ
う
に
発
展
さ
せ
る
べ

き
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
次
の
よ
う
な
単
純
な
命
題
で
具
体
化
さ
れ
る
。
政
策
は
そ
こ
か
ら
学
ぶ
経
験
で
あ
る
。
Ｘ
Ｌ
の
推
奨

者
は
、
民
間
部
門
が
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
共
に
遵
守
達
成
、
規
制
の
再
考
、
新
し
い
技
術
の
試
み
を
持
と
う
と
す
る
努
力
を
、
協
働
に
よ
っ
て
計

画
、
運
営
、
監
視
す
る
こ
と
を
薦
め（
４９
）

る
。

ま
た
利
益
グ
ル
ー
プ
を
用
い
る
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
、
交
渉
方
式
や
Ｘ
Ｌ
は
、
公
益
を
侵
害
す
る
こ
と
な
し
に
規
制
柔
軟
性
を
増

大
さ
せ
る
よ
う
な
内
容
に
つ
い
て
の
教
訓
を
与
え
て
く
れ
る
。
規
制
過
程
か
ら
全
く
排
除
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
は
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
産
物

に
対
し
て
敵
対
的
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
全
て
の
細
か
な
具
体
的
利
益
を
協
働
プ
ロ
セ
ス
に
取
り
込
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
協
働
規
制
の
成
功
は
、
排
除
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
の
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
を
創
設
す
る
こ
と
に
か
か
っ
て
い（
５０
）

る
。

こ
こ
で
協
働
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。F

reem
an

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
参
加
が
規
制
の
基
本
と
な
る
情
報
の
内

容
を
改
善
し
決
定
の
質
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
執
行
の
可
能
性
を
増
加
さ
せ
、
実
践
に
お
け
る
規
則
が
も
た
ら
す
効
果
に
つ

い
て
の
重
要
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
も
た
ら
す
。
規
則
は
一
回
限
り
の
取
引
で
は
な
く
、
経
験
に
よ
り
改
正
さ
れ
再
置
さ
れ
る
代
替
的

仮
説
で
あ
り
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
ま
た
協
働
は
多
様
な
調
整
法
が
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
、
協
働
に

お
い
て
は
政
府
は
規
制
目
的
の
探
求
と
開
発
に
従
事
す
る
。
コ
ス
ト
削
減
・
訴
訟
低
減
あ
る
い
は
（
規
制
者
と
被
規
制
者
の
）
関
係
改

善
な
ど
を
、
対
立
型
を
通
じ
て
で
は
な
く
、
参
加
型
を
通
じ
て
達
成
す
べ
き
で
あ
る
。
参
加
に
よ
る
会
議
が
利
用
可
能
な
も
の
に
で
き

る
か
ど
う
か
は
、
行
政
機
関
の
最
終
的
権
限
に
か
か
っ
て
く（
５１
）

る
。
こ
こ
で
、
Ｘ
Ｌ
は
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
や
経
験
を
重
要
な
要
素
と
考
え

て
い
る
点
で
、
協
働
方
式
を
採
り
入
れ
た
よ
う
に
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
協
働
は
公
的
・
私
的
の
分
離
を
交
叉
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し
て
責
任
を
分
担
し
相
互
に
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
負
う
こ
と
で
、
何
が
公
的
ま
た
は
私
的
な
役
割
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
現
存
の

仮
定
を
再
考
慮
す
る
も
の
で
あ（
５２
）

る
と
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
協
働
で
は
、
公
的
・
私
的
を
交
叉
し
て
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
負
う
こ

と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
意
思
決
定
ま
た
は
執
行
あ
る
い
は
そ
の
双
方
の
段
階
に
お
い
て
、
行
政
機
関
と
民
間
が
協
働
し
て

行
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
Ｘ
Ｌ
に
お
い
て
は
、
最
初
に
発
起
人
で
あ
る
企
業
に
自
主
案
を
作
成
さ
せ
、
次
に
そ
の
案
に
つ
い
て
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
発
起
人
と

が
交
渉
し
、
そ
し
て
最
後
に
執
行
と
評
価
の
段
階
に
入
る
わ
け
で
あ
る
。
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、「
発
起
人
が
合
意
し
た
浄
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

遵
守
す
る
限
り
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
法
的
強
制
措
置
を
行
使
し
な
い
」
と
の
言
質
（assu

ran
ce

）
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は

す
な
わ
ち
意
思
決
定
も
執
行
も
そ
の
双
方
を
企
業
に
任
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
Ｘ
Ｌ
が
協
働
手
法
と
言
え
る
か
ど

う
か
は
少
し
疑
問
が
生
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
行
政
機
関
か
ら
の
一
方
的
な
命
令
統
制
方
法
で
は
な
く
、
意
思
決
定
や
執
行

に
被
規
制
者
の
意
見
や
要
望
を
採
り
入
れ
、
あ
る
い
は
役
割
分
担
も
協
働
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
Ｘ
Ｌ
も
協
働
手
法
の
一
つ
の
試

み
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

や
は
り
、
Ｘ
Ｌ
に
つ
い
て
の
問
題
の
中
心
は
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
法
的
措
置
の
発
動
を
猶
予
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
予
め
明
言
し
て

い
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
「
発
起
人
が
合
意
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
遵
守
す
る
限
り
は
」
と
い

う
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、「
遵
守
さ
れ
な
い
場
合
に
は
」
本
来
の
規
制
権
限
を
発
動
す
る
と
捉
え
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る
余
地
を
残
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
司
法
審
査
の
場
に
お
い
て
「
違
法
」
と
ま
で
は
判
断
さ
れ
な
い
の
か

も
知
れ
な
い
。
だ
が
や
は
り
権
限
が
不
明
確
で
は
、
執
行
段
階
に
お
い
て
不
確
実
さ
を
伴
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
議
会
の
立
法
に
よ
る

権
限
づ
け
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
立
法
化
の
場
合
に
はF

reem
an

の
主
張
が
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
立
法
が
適
度
に
不

確
定
で
あ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
り
、
行
政
機
関
が
柔
軟
な
対
応
を
す
る
た
め
に
は
、
立
法
は
予
め
決
定
し
て
お
く
べ
き
で
な
い
こ
と
も

インフォーマルな行政手法の利用可能性
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あ
る
。
立
法
者
が
目
標
と
方
法
を
決
め
る
か
、
議
会
が
目
標
を
決
め
行
政
機
関
と
被
規
制
者
に
結
論
を
委
ね
る
か
の
選
択
で
あ（
５３
）

る
。
Ｘ

Ｌ
が
協
働
手
法
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
な
お
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
協
働
手
法
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
採
り
い
れ
よ
う
と
す
る

実
験
を
試
み
た
と
い
う
点
で
は
意
義
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
三
）

行
政
指
導
と
の
差
異

で
は
日
本
に
お
け
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
手
法
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
日
本
に
お
い
て
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
行
政
手
法
と
言
え
ば
、

そ
の
第
一
は
何
と
言
っ
て
も
行
政
指
導
で
あ
ろ
う
。
行
政
指
導
は
、
行
政
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
わ
た
っ
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
理
由
は
、
日
本
に
お
い
て
は
正
式
な
も
の
よ
り
非
公
式
な
方
が
好
ま
れ
る
土
壌
も
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
一
方
、
事
態
に
柔
軟

に
対
応
す
る
た
め
、
正
式
の
行
政
行
為
以
外
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
（
法
律
に
書
か
れ
て
い
な
い
）
手
段
を
用
い
る
こ
と
の
現
代
的
意

義
が
存
在
す
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
に
お
い
て
行
政
指
導
は
あ
る
意
味
で
は
普
遍
的
性
格
を
持
っ
て
い
る

と
思
わ
れ（
５４
）

る
。
そ
し
て
行
政
指
導
は
大
別
し
て
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
政
策
的
価
値
判
断
・
政
策

目
標
も
、
そ
の
実
現
手
段
も
、
と
も
に
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
手
法
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
政
策
内
容
は
法
定
さ
れ
て
い
る
（
行
政
裁
量

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
場
合
も
含
む
）
が
、
そ
の
実
現
手
段
の
み
が
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
手
法
で
あ
る
。
当
然
、
前
者
の
方
が
よ
り
問
題

性
が
高（
５５
）

い
。
前
者
は
、
特
に
地
方
公
共
団
体
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
法
律
で
決
め
ら
れ
た
基
準
以
上
の
厳
し
い
規
制
を
課
そ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
問
題
は
、
法
律
上
根
拠
の
な
い
厳
し
い
規
制
を
行
う
こ
と
が
法
治
主
義
か
ら
の
乖
離
と
な
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
あ（
５６
）

る
。

と
こ
ろ
で
米
国
の
Ｘ
Ｌ
に
お
い
て
は
、
議
会
が
非
現
実
的
で
実
行
で
き
そ
う
に
な
い
目
標
を
定
め
た
法
律
を
次
々
に
可
決
し
た
た
め
、

独
立
し
た
政
策
的
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
行
政
官
は
、
現
実
と
不
可
能
な
目
標
と
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
Ｅ

Ｐ
Ａ
の
ジ
レ
ン
マ
の
根
幹
は
、
政
治
的
な
都
合
主
義
と
前
後
の
一
貫
性
の
な
さ
か
ら
生
じ
る
絶
望
的
混
合
状
態
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
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さ
れ
る
。
現
実
と
法
目
的
と
の
調
和
を
試
み
る
と
い
う
点
で
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
手
法
は
米
国
に
お
い
て
も
普
遍
的
性
格
を
持
っ

て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
Ｘ
Ｌ
の
手
法
は
、
非
現
実
と
も
思
わ
れ
る
よ
う
な
厳
し
い
基
準
が
法
律
に
よ
っ
て
課
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、

執
行
不
能
と
い
う
状
況
を
回
避
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
完
全
な
執
行
を
求
め
る
な
ら
ば
場
合
に
よ
っ
て
は
全
米
の
工
場
閉
鎖
と
い
う
事

態
に
も
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
状
況
を
回
避
す
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
い
わ
ば
苦
肉
の
策
と
し
て
、
企
業
が
汚
染
物
質
排
出
削
減
の
自

主
的
努
力
を
続
け
る
限
り
は
、
法
的
強
制
措
置
の
執
行
を
差
し
控
え
る
と
い
う
手
段
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
と
も
考
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

つ
ま
り
米
国
で
の
環
境
規
制
に
お
い
て
は
、
法
律
に
よ
っ
て
非
常
に
高
い
基
準
を
設
定
し
、
そ
の
執
行
不
可
能
を
避
け
る
た
め
に
イ

ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
手
法
に
よ
っ
て
法
律
目
標
な
い
し
基
準
を
減
じ
て
い
く
方
向
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
日
本
で
は
、
特
に
公
害
防
止

や
高
層
建
築
規
制
と
い
っ
た
環
境
に
関
す
る
規
制
に
お
い
て
は
、
法
律
で
最
低
限
度
の
基
準
し
か
設
定
せ
ず
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
手

法
、
つ
ま
り
行
政
指
導
あ
る
い
は
協
定
等
に
よ
っ
て
、
基
準
を
上
乗
せ
し
あ
る
い
は
積
み
上
げ
て
い
く
と
い
う
方
向
で
あ
る
。
前
回
の

論
説
で
、
日
本
の
行
政
指
導
は
規
制
を
強
め
る
ベ
ク
ト
ル
で
あ
り
、
米
国
の
レ
グ
ネ
グ
や
協
働
は
規
制
を
弱
め
る
ベ
ク
ト
ル
で
あ
る
と

見
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
な
（
５７
）

い
と
述
べ
た
が
、
日
本
と
米
国
で
は
、
い
わ
ば
出
発
点
が
正
反
対
の
位
置
に
あ
る
た
め
、
逆
の
動
き

が
生
じ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

（
四
）

小

括

日
米
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
手
法
に
つ
い
て
そ
の
概
念
と
問
題
点
と
を
提
示
し
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日

米
で
は
根
本
的
に
ま
っ
た
く
正
反
対
の
状
況
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
手
続
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
こ
の
よ
う

な
状
況
に
あ
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
は
憲
法
上
要
請
さ
れ
る
適
正
手
続
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ば
ゼ
ロ

か
ら
の
積
み
上
げ
と
し
て
、�
無
�（
手
続
な
し
）
か
ら
出
発
し
て
必
要
な
手
続
要
素
を
積
み
上
げ
よ
う
と
す
る
発
想
で
あ
る
の
に
対
し
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て
、
米
国
の
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
論
は
、
理
想
的
な
「
決
定
環
境
」
は
対
峙
型
の
そ
れ
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
の
�
引
き
算
�
と

し
て
行
政
手
続
の
あ
り
方
を
考
え
る
と
い
う
発
想
が
認
め
ら
れ（
５８
）

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
日
米
で
は
手
続
の
組
立
て
の

出
発
点
が
正
反
対
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
手
続
の
み
な
ら
ず
そ
れ
に
加
え
て
、
実
体
法
に
お
い
て
も
環
境
規
制
分
野
の
一
部

に
つ
い
て
は
、
日
米
で
は
出
発
点
が
正
反
対
で
あ
る
こ
と
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
こ
の
件
に
関
し
て
は
す
で
に
次
の

よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
米
国
な
ど
に
お
け
る
立
法
方
法
に
お
い
て
見
ら
れ
る
が
、
業
界
の
履
行
可
能
性
を
考
え
ず
に
理
想
的
な
法

的
基
準
を
作
っ
て
も
、
そ
の
執
行
段
階
で
妥
協
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
対
し
日
本
に
お
い
て
は
、
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
等
で
業
界
を
指
導
す
る
。
指
導
で
あ
る
か
ら
、
業
界
が
実
際
に
履
行
し
や
す
い
基
準
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
法
律
や
政
令
で

基
準
を
決
め
る
と
し
て
も
、
業
界
の
履
行
可
能
性
を
考
え
て
、
実
際
に
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
基
準
に
な
る
の
が
日
本
的
な
立
法
過
程

で
あ
ろ（
５９
）

う
。

こ
の
よ
う
に
、
日
米
に
お
け
る
行
政
規
制
の
あ
り
方
が
、�
逆
コ
ー
ス
�
を
辿
っ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
で

は
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
環
境
規
制
分
野
で
の
具
体
的
な
例
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
米
に
お
け
る
�
逆
コ
ー
ス
�
の
考

察
・
検
証
を
試
み
た
。
ま
た
次
の
よ
う
な
主
張
も
見
受
け
ら
れ
る
。
日
米
の
近
年
の
状
況
を
見
る
と
、
日
本
で
は
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な

行
政
ス
タ
イ
ル
が
フ
ォ
ー
マ
ル
化
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
米
国
で
は
、
フ
ォ
ー
マ
ル
な
行
政
ス
タ
イ
ル
が
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
化
し
て

い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
た
め
、
日
本
と
は
正
反
対
の
進
路
を
取
る
米
国
の
行
政
ス
タ
イ
ル
の
変
容
を
検
証
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
行

政
ス
タ
イ
ル
の
未
来
像
を
見
す
え
る
た
め
に
有
益
で
あ
ろ
う
と
考
え（
６０
）

る
。
出
発
点
が
正
反
対
の
位
置
に
あ
り
、
そ
し
て
互
い
に
�
逆
コ

ー
ス
�
を
進
む
と
い
う
状
況
は
、
例
え
て
言
え
ば
、
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
の
二
台
の
車
両
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
一
方
は
、
最
初
は
高
い

位
置
（
基
準
）
に
あ
っ
た
も
の
が
そ
こ
か
ら
の
�
引
き
算
�
と
し
て
次
第
に
低
い
基
準
へ
と
移
行
す
る
。
他
方
は
、
最
初
は
低
い
位
置

（
基
準
）
に
あ
っ
た
も
の
が
、�
積
み
上
げ
�
と
し
て
次
第
に
高
い
基
準
へ
と
移
行
す
る
。
こ
の
両
者
は
途
中
ど
こ
か
で
出
合
う
か
も
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知
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
す
れ
違
う
か
も
知
れ
な
い
。�
出
合
う
�
と
い
う
こ
と
は
、�
逆
コ
ー
ス
�
を
た
ど
る
日
米
の
行
政
手
法
が
ど

こ
か
で
調
和
あ
る
い
は
融
合
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
、�
す
れ
違
う
�
と
い
う
こ
と
は
、
日
米
の
行

政
手
法
に
お
い
て
調
和
点
や
妥
協
点
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
も
し
前
者
で
あ
る
と
考
え
る

な
ら
ば
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
方
法
はF

reem
an

が
言
う
と
こ
ろ
の
、
適
度
に
不
確
定
な
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
文
言
が
如
何
な
る
も
の
に
な
る
か
、
そ
し
て
そ
の
担
保
手
段
や
ア
カ
ウ
ン

タ
ビ
リ
テ
ィ
等
に
つ
い
て
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
難
問
が
山
積
し
て
い
る
。
反
対
に
後
者
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
調
和
点
・

妥
協
点
が
な
い
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
原
因
・
理
由
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
日
米
に
お
け
る
行
政
ス

タ
イ
ル
の
根
本
的
な
相
違
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
日
米
の
憲
法
構
造
の
違
い
が
行
政
権
に
及
ぼ
す
効

果
・
影
響
、
さ
ら
に
は
憲
法
と
行
政
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
・
検
証
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

む
す
び
に
か
え
て

前
回
の
論
説
を
終
え
る
際
に
、
な
お
二
つ
の
課
題
が
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
記
し
た
。
一
つ
は
「
法
外
の
具
体
的
政
策
基
準
へ
の

協
力
依
頼
」
か
ら
「
裁
量
権
の
協
働
的
行
使
へ
の
協
力
依
頼
」
へ
の
シ
フ
ト
は
確
か
に
起
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
で
あ
る
。
い
ま
一

つ
は
、
協
働
が
許
さ
れ
る
か
許
さ
れ
る
と
し
て
そ
の
限
界
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
あ
る
い
は
議
会
は
ど
の
よ
う
な
立
法
を
な
す
べ
き
か
の

問
題
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
お
い
て
示
さ
れ
た
相
違
、
つ
ま
り
日
米
で
は
環
境
規
制
分
野
の
一
部
に
つ
い
て
で
は
あ
る

が
�
逆
コ
ー
ス
�
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。「
法
外
の
具
体
的
政
策
基
準
へ
の
協
力
依
頼
」
か
ら
「
裁
量
権
の
協
働
的
行

使
へ
の
協
力
依
頼
」
へ
の
�
シ
フ
ト
�
と
い
う
表
現
が
適
切
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
多
少
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で

示
し
た
�
逆
コ
ー
ス
�
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
解
答
を
提
示
し
た
も
の
と
考
え
る
。
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後
者
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
考
察
・
検
証
を
続
け
る
考
え
で
あ
る
。
議
会
は
ど
の
よ
う
な
立
法
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
は
、
本
稿
に
お
い
て
も
提
示
さ
れ
残
さ
れ
た
ま
ま
の
状
況
で
あ
る
。
ま
た
協
働
は
許
さ
れ
る
か
そ
の
限
界
は
ど
こ
か
と
い
う
課
題
に

つ
い
て
は
、
日
米
に
お
け
る
憲
法
構
造
の
違
い
に
踏
み
込
ん
で
の
検
証
が
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
協
働
手
法
は
大
別
し
て

二
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
意
思
決
定
の
段
階
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
執
行
の
段
階
で
あ
る
。
協
働
意
思
決
定
に
つ
い
て
は
、

米
国
お
い
て
は
ノ
ン
デ
リ
ゲ
ー
シ
ョ（
６１
）

ン
の
問
題
が
惹
起
さ
れ
る
。
裁
判
所
は
あ
る
種
の
権
限
に
つ
い
て
は
委
任
は
不
可
で
あ
る
と
考
え

て
い（
６２
）

る
。
協
働
執
行
に
つ
い
て
は
、
ノ
ン
デ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
の
他
に
任
命
条
項
違
反
の
疑
義
も
主
張
さ
れ
て
い（
６３
）

る
。
だ
が
、
日
本
に
お

い
て
は
、
参
加
・
交
渉
・
協
働
に
対
し
憲
法
違
反
の
疑
い
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
日
米
に
お
け
る
憲
法
構
造
の

違
い
、
さ
ら
に
憲
法
と
行
政
権
と
の
関
係
の
差
異
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
本
稿
で
示
さ
れ
た
�
逆
コ
ー
ス
�
が
生
じ
る
要
因
と
な
っ
た

か
ど
う
か
は
現
在
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
は
な
い
。
思
う
に
米
国
に
お
い
て
は
、
憲
法
上
の
厳
格
な
要
請
が
、
厳
格
な
基
準
を
設
け
る
法

律
を
制
定
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
米
国
に
お
い
て
も
、
議
会
の
意
思
や
立
法
意
図
を
重
視

す
る
論
者
・
裁
判
官
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
議
会
の
意
図
と
い
う
も
の
は
そ
れ
程
に
明
確
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う

主
張
も
見
ら
れ（
６４
）

る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
考
察
・
検
証
を
続
け
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
日
米
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
行
政
手
法
の
検
証
・
考
察
を
通
じ
て
、�
逆
コ
ー
ス
�
状
況
に
あ
る
こ
と

を
示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
�
逆
コ
ー
ス
�
を
調
和
な
い
し
妥
協
さ
せ
る
方
法
、
い
わ
ば
�
い
い
と
こ
取
り
�
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
課
題
に
つ
い
て
考
察
・
検
証
す
る
こ
と
は
日
本
に
お
け
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
行
政
手
法
の
適
法
化
・
正
当
化
の
進
路

を
画
す
る
手
助
け
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
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（
１
）

中
川
丈
久
訳：

ト
ッ
ド
・
Ｄ
・
レ
イ
コ
フ
（T

odd
D

.R
akoff

）「
米
国
の
行
政
的
規
制
に
お
け
る
フ
ォ
ー
マ
ル
な
方
式
と
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ル
な
方
式
の
間
の
選
択
」
神
戸
法
学
雑
誌
第
四
八
巻
第
二
号
四
一
七
頁
（
一
九
九
八
年
）。

（
２
）

中
川
丈
久
「
日
本
に
お
け
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
行
政
手
法
論
―
「
行
政
指
導
は
普
遍
的
か
？
」
に
つ
い
て
の
試
論
―
」
神
戸
法
学
雑

誌
第
四
八
巻
第
二
号
四
四
三
、
四
四
五
頁
（
一
九
九
八
年
）。

（
３
）

B
radford

M
an

k,
T

h
e

E
n

viron
m

en
tal

P
rotection

A
gen

cy’s
P

roject
X

L
an

d
O

th
er

R
egu

latory
R

eform
In

itiatives
:

T
h

e
N

eed
for

L
egislative

A
u

th
orization

,25
E

cology
L

aw
Q

u
arterly

1,6,7
(1998).

（
４
）

33
U

.S
.C

.1251(a)(1).

（
５
）

42
U

.S
.C

.7412(f)(2).

（
６
）

M
an

k,su
pra

n
ote

3,at
31.

（
７
）

Id
.at

7,8.

（
８
）

Id
.at

9.

（
９
）

Id
.at

10.

（
１０
）

Id
.at

20.

（
１１
）

60
F

ed.R
eg.27282,27287

(1995).

（
１２
）

62
F

ed.R
eg.19872

(1997).

（
１３
）

Id
.at

19873-19875.

（
１４
）

M
an

k,su
pra

n
ote

3,at
23.

（
１５
）

Id
.at

24
(citin

g
W

h
at’s

U
p

W
ith

P
roject

X
L

-W
eek

of3/11/96,P
roject

X
L

U
pdate).

（
１６
）

Id
.at

25.

（
１７
）

C
h

evron
U

.S
.A

.In
c.v.N

atu
ralR

esou
rces

D
efen

se
C

ou
n

cilIn
c.,467

U
.S

.837
(1984).

（
１８
）

M
an

k,su
pra

n
ote

3,at
26.

（
１９
）

H
eckler,S

ecretary
ofH

ealth
an

d
H

u
m

an
S

ervices
v.C

h
an

ey
et

al,470
U

.S
.821

(1985).

（
２０
）

Id
.at

831.
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（
２１
）

M
an

k,su
pra

n
ote

3,at
27.

（
２２
）

E
rin

R
yan

,
Z

on
in

g,
T

akin
g,

an
d

D
ealin

g
:

T
h

e
P

roblem
s

an
d

P
rom

ise
of

B
argain

in
g

in
L

an
d

U
se

P
lan

n
in

g

C
on

flict,7
H

arvard
N

egotiation
L

aw
R

eview
337,353

(2002).
（
２３
）

M
idtow

n
P

roperties,In
c,a

C
orporation

,P
lain

tiff,v.T
ow

n
sh

ip
ofM

adison
,N

ew
Jersey,a

M
u

n
icipalC

orporation
,

et
al.,D

efen
dan

ts,172
A

.2
d

40
(1961).

（
２４
）

S
ton

e
v.M

ississippi,101
U

.S
.814

(1879).

（
２５
）

R
yan

,su
pra

n
ote

22,at
354.

（
２６
）

R
en

a
I.

S
tein

zor,
R

ein
ven

tin
g

E
n

viron
m

en
tal

R
egu

lation
:

T
h

e
D

an
gerou

s
J

ou
rn

ey
from

C
om

m
an

d
to

S
elf-

C
on

trol,22
H

arvard
E

n
viron

m
en

talL
aw

R
eview

103,147,148
(1998).

（
２７
）

Id
.at

141.

（
２８
）

L
aw

rn
ce

S
u

sskin
d

an
d

Josh
u

a
S

ecu
n

da,
T

h
e

R
isks

an
d

th
e

A
d

van
tages

of
A

gen
cy

D
iscretion

:
E

vid
en

ce
from

E
P

A
’s

P
rojectX

L
,17

U
C

L
A

Jou
rn

alofE
n

viron
m

en
talL

aw
an

d
P

olicy
67,86

(1998/1999).

（
２９
）

M
ark

S
eiden

feld,
E

m
pow

erin
g

S
takeh

old
ers

:
L

im
its

on
C

ollaboration
as

th
e

B
asis

for
F

lexible
R

egu
lation

,
41

W
illiam

an
d

M
ary

L
aw

R
eview

411,419
(2000).

（
３０
）

Jeffrey
M

.S
eller,N

ote,R
egu

latory
V

alu
es

an
d

th
e

E
xception

s
P

rocess,93
Y

ale
L

aw
Jou

rn
al938,939

(1984).

（
３１
）

R
oscoe

P
ou

n
d,

D
iscretion

,
D

ispen
sation

an
d

M
itigation

:
T

h
e

P
roblem

of
th

e
In

d
ivid

u
al

S
pecial

C
ase,

35
N

ew

Y
ork

U
n

iversity
L

aw
R

eview
925

(1960).

（
３２
）

P
eter

H
.

S
ch

u
ck,

W
h

en
th

e
E

xception
B

ecom
es

th
e

R
u

le
:

R
egu

latory
E

qu
ity

an
d

th
e

F
orm

u
lation

of
E

n
ergy

P
olicy

th
rou

gh
an

E
xception

s
P

rocess,1984
D

u
ke

L
aw

Jou
rn

al163,169
(1984).

（
３３
）

D
en

n
is

D
.

H
irsch

,
P

roject
X

L
an

d
S

pecial
C

ase
:

T
h

e
E

P
A

‘s
U

n
told

S
u

ccess
S

tory,
26

C
olu

m
bia

Jou
rn

al
of

E
n

viron
m

en
talL

aw
R

eview
219,236-237

(2001).

（
３４
）

Id
.at

225,242.

（
３５
）

M
an

k,su
pra

n
ote

3,at
54.
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（
３６
）

S
u

sskin
d

an
d

S
ecu

n
da,su

pra
n

ote
28,at

85-86.

（
３７
）

S
tein

zor,su
pra

n
ote

26,at
146.

（
３８
）

Id
.at

119,120.
（
３９
）

Id
.at

127.

（
４０
）

S
u

sskin
d

an
d

S
ecu

n
da,su

pra
n

ote
28,at

113,115.

（
４１
）

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
第
二
号

四
〇
七
頁
、
四
一
四
頁
（
二
〇
〇
三
年
）。

（
４２
）

S
u

pra
n

ote
12,at

19878.

（
４３
）

M
an

k,su
pra

n
ote

3,at
73.

（
４４
）

Id
.at

74.

（
４５
）

Id
.at

75.

（
４６
）

Id
.at

76.

（
４７
）

S
eiden

feld,su
pra

n
ote

29,at
458.

（
４８
）

S
u

sskin
d

an
d

S
ecu

da,su
pra

n
ote

28,at
83.

（
４９
）

Id
.at

83-84.

（
５０
）

S
eiden

feld,su
pra

n
ote

29,at
485.

（
５１
）

Jody
F

reem
an

,C
ollaborative

G
overn

an
ce

in
th

e
A

d
m

in
istrative

S
tate,45

U
C

L
A

L
aw

R
eview

1,26,32
(1997).

（
５２
）

Id
.at

30.

（
５３
）

Id
.at

91-94.

（
５４
）

塩
野
宏
『
行
政
法
�
﹇
第
三
版
﹈』
一
七
八
頁
（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
三
年
）。

（
５５
）

中
川
・
前
掲
注
（
２
）
四
五
七
頁
。

（
５６
）

同
文
献
・
五
〇
〇
頁
。

（
５７
）

拙
稿
・
前
掲
注
（
４１
）
四
二
九
頁
。
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（
５８
）

中
川
丈
久
「
日
米
の
行
政
手
続
法
・
行
政
手
続
論
の
基
層
比
較
（
二
）
―
基
本
的
発
想
の
違
い
―
」
神
戸
法
学
雑
誌
第
四
九
巻
第
一
号

一
一
五
、
一
八
三
頁
（
一
九
九
九
年
）。

（
５９
）

阿
部
泰
隆
『
行
政
の
法
シ
ス
テ
ム
（
上
）﹇
新
版
﹈』
三
六
七
頁
（
有
斐
閣
・
一
九
九
七
年
）。

（
６０
）

正
木
宏
長
「
行
政
過
程
に
お
け
る
「
交
渉
」
と
ア
メ
リ
カ
行
政
法
理
論
（
一
）」
自
治
研
究
第
七
八
巻
第
五
号
八
九
、
九
〇
頁
（
二
〇
〇

二
年
）。

（
６１
）

J.W
.H

am
pton

,Jr.,an
d

C
o.v.U

n
ited

S
tates,276

U
.S

.394,409
(1928),A

.L
.A

.S
ch

ech
ter

P
ou

ltry
C

orp.v.U
n

ited

S
tates,295

U
.S

.495
(1935),C

arter
v.C

arter
C

oalC
o.,298

U
.S

.238
(1936).

（
６２
）

Jody
F

reem
an

,
P

u
blic

V
alu

es
in

an
E

ra
of

P
rivatization

:
E

xten
d

in
g

P
u

blic
L

aw
N

orm
th

rou
gh

P
rivatization

,

116
H

arvard
L

aw
R

eview
1285,1318

(2003).

（
６３
）

Jack
M

.B
eerm

an
n

,P
rivatization

an
d

P
oliticalA

ccou
n

tability,28
F

ordh
am

U
rban

L
aw

Jou
rn

al1507
(2001).

（
６４
）

J.
R

.
D

eS
h

azo
an

d
Jody

F
reem

an
,

T
h

e
C

on
gression

al
C

om
petition

to
C

on
trol

D
elegated

P
ow

er,
81

T
exas

L
aw

R
eview

1443.(2003).
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