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一

序
論

わ
が
国
で
は
、
九
〇
年
代
後
半
以
来
、
司
法
制
度
の
あ
り
方
を
様
々
な
角
度
か
ら
分
析
し
、
そ
の
社
会
的
役
割
を
時
代
に
適
合
し
た

も
の
に
す
る
た
め
に
、
そ
の
ほ
か
の
一
連
の
「
構
造
改
革
」
と
並
行
し
て
司
法
制
度
改
革
が
進
め
ら
れ
て
き（
２
）

た
。
と
り
わ
け
、
一
九
九

九
年
に
内
閣
の
も
と
に
司
法
制
度
改
革
審
議
会
が
設
置
さ
れ
て
以
来
、
法
曹
養
成
の
あ
り
方
か
ら
、
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
、
国
民

の
司
法
参
加
、
司
法
に
お
け
る
専
門
家
の
活
用
、
そ
し
て
、
各
種
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
司
法
制
度
と
の
連
携
の
あ
り
方
に
つ
い
て
活
発
な
議
論
が

展
開
さ
れ（
３
）

た
。
同
審
議
会
で
の
検
討
は
、
す
で
に
二
〇
〇
一
年
六
月
一
二
日
の
「
司
法
制
度
審
議
会
意
見
書
」
提
出
を
も
っ
て
終
了

（
４
）

し
、
そ
の
後
は
内
閣
の
も
と
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
が
中
心
と
な
っ
て
、
同
「
意
見
書
」
に
も
と
づ
い
て
具

体
的
な
法
制
化
等
の
施
策
が
進
め
ら
れ
、
二
〇
〇
四
年
に
召
集
さ
れ
た
第
一
五
九
回
国
会
の
段
階
で
は
、
す
で
に
関
連
す
る
主
要
な
法

案
の
大
半
が
上
程
さ
れ
、
可
決
成
立
す
る
に
い
た
っ
て
い（
５
）

る
。

今
般
の
司
法
制
度
改
革
は
、「
法
の
支
配
」
に
も
と
づ
く
自
己
責
任
社
会
へ
の
移
行
を
念
頭
に
置
き
、
そ
の
よ
う
な
時
代
に
適
合
的

Ａ
Ｄ
Ｒ
の
「
共
通
的
な
制
度
基
盤
」
整
備
の
問
題

（
１
）

点

―
―
裁
判
外
紛
争
解
決
の
柔
軟
で
多
様
な
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
―
―

福

井

康

太
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な
司
法
制
度
の
あ
り
方
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
改
革
の
試
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
の
方
策
と
し
て
、
国
民
に
と
っ
て
、
よ
り
利
用
し

や
す
く
、
わ
か
り
や
す
く
、
頼
り
が
い
の
あ
る
司
法
の
実
現
と
い
う
こ
と
が
提
唱
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
議
論
に
お
い

て
、
し
ば
し
ば
改
革
の
理
念
と
は
裏
腹
に
、
一
般
市
民
が
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
、
自
ら
の
抱
え
て
い
る
紛
争
（
も
め
ご
と
）
を
自
律

的
に
「
解
決
」
し
よ
う
と
す
る
営
為
に
水
を
差
す
よ
う
な
施
策
の
検
討
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
目
下
司
法

制
度
改
革
推
進
本
部
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
検
討（
６
）

会
）
で
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
」（
仮
称
、
以
下
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
」
と
す
る
）
の
内

容
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
危
惧
を
拭
い
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
こ
う
で
あ
る
。
法
の
建
前
に
よ
る
か
ぎ
り
「
法
の
支
配
」
の
中
核
を
担
う
の
は
裁
判
所
を
中
心
と
す
る
「
狭
義
の
司
法
」

で
あ
り
、
そ
こ
で
基
準
と
な
る
の
は
法
的
ル
ー
ル
で
あ
る
。
民
主
的
に
制
定
さ
れ
た
明
確
な
法
的
ル
ー
ル
の
適
正
な
解
釈
適
用
に
よ
っ

て
こ
そ
、
公
正
性
を
主
た
る
内
容
と
す
る
正
義
の
最
大
化
が
図
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ（
７
）

る
。「
狭
義
の
司
法
」
が
「
法
規
の
整
合
的
な

解
釈
適
用
」
の
役
割
を
担
っ
て
い
く
こ
と
が
「
法
の
支
配
」
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
し
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
（A

ltern
ative

D
ispu

te
R

esolu
tion

裁
判
外
紛
争
解
決
）
も
ま
た
適
切
に
紛
争
を
解
決
し
て
い
く
こ
と
で
正
義
を
実
現
し
て
い
く
と
い
う
意
味
で

「
広
義
の
司
法
」
の
一
翼
を
担
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
「
法
の
支
配
」
の
枠
内
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
あ
る

意
味
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
も
思
え
て
く
る
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
「
法
の
支
配
」
は
、「
私
的
自
治
」、
す
な
わ
ち
個
々
人
が
自
己
責
任

に
も
と
づ
い
て
自
主
的
に
社
会
的
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
を
最
大
限
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
原
理
を
前
提
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
法
的
ル
ー
ル
は
、
個
々
人
が
主
体
的
に
選
び
取
り
、
率
先
し
て
実
現
し
て
い
く
の
で
な
け
れ
ば
、
十
分
に
実
質
化
さ
れ
う
る

も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
「
法
の
支
配
」
は
、「
私
的
自
治
」
を
も
包
摂
す
る
広
い
意
味
で
の
そ
れ
と
し
て
理
解
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
、
そ
の
よ
う
な
「
私
的
自
治
」
の
原
理
に
も
と
づ
い
て
い（
８
）

る
の
で
あ
り
、
そ
の
存
在
意
義
は
、

「
私
的
自
治
」
が
妥
当
す
る
大
半
の
社
会
領
域
に
お
い
て
、
当
事
者
自
身
の
自
主
的
な
交
渉
と
合
意
と
に
基
づ
い
て
、
多
様
か
つ
柔
軟

論 説
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な
や
り
方
で
紛
争
を
解
決
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
、「
私
的
自
治
」
に
も
と
づ
い
て
、「
も
め
ご
と
」
の
あ

り
方
に
応
じ
て
、
柔
軟
で
き
め
の
細
か
い
、
い
わ
ば
「
オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
」
の
紛
争
解
決
を
実
践
し
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
努
力
を

通
じ
て
少
し
ず
つ
一
般
市
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
活
動
領
域
を
広
げ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、「
狭
義
の
司
法
」
が
担
う
「
一

般
的
な
法
的
ル
ー
ル
の
貫
徹
」
に
よ
っ
て
は
容
易
に
立
ち
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
核
心
領
域
が
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う

し
た
核
心
領
域
へ
の
一
律
的
な
法
的
ル
ー
ル
に
よ
る
介
入
に
は
、
最
大
限
の
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
、
今
般
の

「
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
」
に
盛
り
込
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
「
民
間
紛
争
解
決
業
務
の
認
証
制
度
」（
仮
称
、
以
下
「
認
証
制
度
」
と
す
る
）
は
、

そ
う
し
た
核
心
領
域
に
不
用
意
に
踏
み
込
み
、
こ
れ
ま
で
各
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
自
ら
の
努
力
で
培
っ
て
き
た
成
果
を
損
な
う
お
そ
れ
が
大
き
い
。

と
い
う
の
も
、「
認
証
制
度
」
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
紛
争
解
決
業
務
に
認
証
を
与
え
る
一
方
、
主
務

官
庁
等
に
広
範
な
介
入
の
余
地
を
み
と
め
、
当
事
者
の
自
主
性
に
依
拠
し
て
柔
軟
で
多
様
な
紛
争
解
決
を
行
う
と
い
う
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
核
心

を
損
な
い
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
、「
狭
義
の
司
法
」
に
よ
る
「
法
規
の
整
合
的
な
解
釈
適
用
」
を
通
じ
た
「
適
切
な
紛
争
解
決
」
の
は
ら
む
ア
ポ

リ
ア
に
つ
い
て
、
法
社
会
学
的
紛
争
モ
デ
ル
を
用
い
て
分
析
す
る
。
つ
ぎ
に
、「
適
切
な
紛
争
解
決
」
の
た
め
に
は
、「
狭
義
の
司
法
」

に
よ
る
紛
争
解
決
方
法
で
は
克
服
で
き
な
い
困
難
が
あ
り
、
そ
れ
と
あ
わ
せ
て
、「
私
的
自
治
」
の
領
域
に
、
そ
う
し
た
枠
に
と
ら
わ

れ
な
い
、
柔
軟
か
つ
多
様
な
紛
争
解
決
の
あ
り
方
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
に
続
け
て
、

そ
う
し
た
柔
軟
か
つ
多
様
な
紛
争
解
決
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
発
展
し
て
き
た
の
が
Ａ
Ｄ
Ｒ
で
あ
り
、
そ
れ
を
活
性
化
し
て
い
く
た
め
に
は
、

そ
の
よ
う
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
柔
軟
性
と
多
様
性
に
最
大
限
の
配
慮
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
論
証
す
る
。
さ
ら
に
、
以
上
を
前

提
と
し
て
、
目
下
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
」
に
盛
り
込
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
「
認
証
制
度
」
が
そ
う
し
た
配
慮
と
は

大
き
く
異
な
る
効
果
を
生
ず
る
危
険
を
は
ら
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
最
後
に
、「
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
」
の
も
と
で
多
様
な
紛
争

ＡＤＲの「共通的な制度基盤」整備の問題点

（阪大法学）５４（３―５９）７０３〔２００４．９〕



解
決
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
残
さ
れ
た
途
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
で
結
び
に
代
え
る
。

二

問
題
の
所
在

�一

「
狭
義
の
司
法
」
が
抱
え
る
ア
ポ
リ
ア

本
稿
で
取
り
上
げ
る
課
題
に
答
え
て
い
く
た
め
に
は
、
ま
ず
、「
狭
義
の
司
法
」
に
お
い
て
「
法
規
の
整
合
的
な
解
釈
適
用
」
を
通

じ
て
「
適
切
な
紛
争
解
決
」
を
行
う
こ
と
が
い
か
に
困
難
な
ア
ポ
リ
ア
を
抱
え
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
。

こ
の
点
、
従
来
の
法
理
論
に
お
い
て
は
、
司
法
の
権
能
実
現
の
困
難
性
は
、
理
論
的
に
あ
ま
り
深
く
追
求
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
そ
れ
が
決
し
て
容
易
で
な
い
こ
と
は
、
少
し
考
え
を
巡
ら
せ
れ
ば
す
ぐ
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
さ
ら
に

詳
細
に
検
討
す
る
が
、
現
実
の
紛
争
は
そ
れ
ぞ
れ
ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
で
あ
り
、
定
型
的
な
と
ら
え
方
を
受
け
つ
け
な
い
。
そ
こ
で
、
司

法
が
「
法
規
の
整
合
的
な
解
釈
適
用
」
の
要
請
を
強
調
す
れ
ば
、
そ
れ
と
同
時
に
要
求
さ
れ
る
「
適
切
な
紛
争
解
決
」
の
要
請
は
後
退

す
る
こ
と
に
な
り
、
他
方
「
適
切
な
紛
争
解
決
」
の
要
請
を
強
調
す
れ
ば
、「
法
規
の
整
合
的
な
解
釈
適
用
」
の
要
請
が
後
退
す
る
こ

と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
司
法
は
「
あ
ち
ら
を
立
て
れ
ば
こ
ち
ら
が
立
た
ず
」
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

ア
ポ
リ
ア
は
、
そ
も
そ
も
「
狭
義
の
司
法
」
に
お
い
て
、
さ
ら
に
言
え
ば
そ
の
枠
の
延
長
上
で
、
あ
ら
ゆ
る
紛
争
解
決
を
実
現
し
て
い

こ
う
と
す
る
試
み
の
限
界
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
紛
争
解
決
の
大
半
は
、「
私
的
自
治
」
領
域
で
、
様
々
な
第
三
者
の

意
見
を
参
考
に
し
つ
つ
も
、
当
事
者
自
身
の
力
で
、
自
主
的
に
引
き
受
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
（
９
）

い
。

�二

法
的
に
重
要
な
三
つ
の
型
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

「
適
切
な
紛
争
解
決
」
と
「
法
規
の
整
合
的
な
解
釈
適
用
」
と
い
う
司
法
に
対
す
る
二
つ
の
要
請
か
ら
生
じ
る
ア
ポ
リ
ア
に
つ
い
て

論 説
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さ
ら
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
法
的
に
重
要
な
三
つ
の
型
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
区
別
す
る

の
が
便
宜
で
あ
る
。
問
題
点
を
強
調
す
る
べ
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
を
若
干
誇
張
し
て
モ
デ
ル
化
す
る
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ：

法
律
家
（
典
型
的
に
は
裁
判
官
）
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ：

紛
争
の
渦
中
に
あ
る
当
事
者
た
ち
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｃ：

法
を
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
用
い
る
、
紛
争
に

無
関
心
な
人
々
の
「
日
常
的
活
動
」
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ（
１０
）

ン

ま
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ
は
、
法
的
理
由
づ
け
を
念
頭
に
置
く
、

典
型
的
な
法
的
や
り
取
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
や
り
取
り
は
、
法
的
ル
ー

ル
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
解
釈
し
適
用
す
る
た
め
の
様
々
な
解
釈
技
法
、

そ
し
て
無
自
覚
な
う
ち
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
実
務
慣
行
に
よ
っ
て
支

配
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
法
的
論
証
」
の
や
り
取
り
で
あ
り
、
そ
こ
で

最
も
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
、
法
的
理
由
づ
け
の
整
合
性
な
い
し
一
貫
性
で

あ
る
。
つ
ぎ
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ
は
、
紛
争
に
巻
き
込
ま
れ
て

い
る
当
事
者
た
ち
の
や
り
取
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
や
り
取
り
は
、
当
事

者
自
身
に
よ
っ
て
紛
争
と
認
知
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
自
の
展
開
を
た

ど
り
は
じ
め
、
日
常
の
や
り
取
り
と
は
異
な
っ
た
特
殊
な
や
り
取
り
連
関

カップリング

コミュニケーションＢ

三つの型のコミュニケーションの関係

紛争

コミュニケーションＡ

法的論証

コミュニケーションＣ

人々の日常的活動

ＡＤＲの「共通的な制度基盤」整備の問題点

（阪大法学）５４（３―６１）７０５〔２００４．９〕



を
形
成
す
る
。
こ
の
や
り
取
り
連
関
こ
そ
が
「
紛
争
」
で
あ（
１１
）

る
。
さ
ら
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｃ
は
、
取
引
活
動
に
典
型
的
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
法
を
ル
ー
ル
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
あ
る
種
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
用
い
、
他
人
の
領
域
に
あ
ま
り
踏
み
込
ま

ず
に
展
開
さ
れ
る
「
人
々
の
日
常
的
活
動
」
に
お
け
る
や
り
取
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
法
の
み
な
ら
ず
、
貨
幣
や
権
力
と
い
っ
た
他

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
が
同
時
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
型
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
重
層
的
に
重
な

り
合
い
、
機
能
的
に
結
び
つ
き
あ
っ
て
、
法
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
総
体
を
形
成
す
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
は
固
有
の
存
続
原
理
を
有
し
て
お
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
そ
れ
ぞ
れ
を
他
の
そ
れ
と
機
能
的
に
結
合
し
よ
う
と
す
る
と

（
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
機
能
的
結
合
を
「
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
」
と
呼
ん
で
お
く
）、「
こ
ち
ら
を
立
て
れ
ば
あ
ち
ら
が
立
た
ず
」
と
い
う

ア
ポ
リ
ア
が
発
生
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

�三

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ
と
Ｃ
と
の
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
「
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
」
に
つ
い
て
、
個
別
に
検
討
す
る
。
出
発
点
と
し
て
、
ま
ず
、
一

般
に
「
法
と
社
会
」
と
い
う
二
項
対
立
に
お
い
て
念
頭
に
置
か
れ
る
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ
と
Ｃ
と
の
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
に
つ
い
て

検
討
し
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
検
討
に
よ
っ
て
「
法
規
の
整
合
的
な
解
釈
適
用
」
と
人
々
の
「
日
常
的
活
動
の
円
滑
」
と
の
連
関

が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ
は
、「
法
的
論
証
」
の
や
り
取
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
法
規
の
整
合
的
な
解
釈
適
用
」
が
強
く
求
め
ら

れ
、
法
規
は
い
つ
ど
こ
で
誰
に
対
し
て
も
同
一
内
容
で
解
釈
適
用
さ
れ
る
べ
き
だ
と
強
調
さ
れ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ
に
お
い

て
「
法
規
の
整
合
的
な
解
釈
適
用
」
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｃ
に
お
け
る
「
日
常
的
活
動
の
円
滑
」
の

前
提
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｃ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ
に
お
け
る
「
法
規
の
整
合
的
な
解
釈
適
用
」
の

論 説
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成
果
（
判
決
）
を
前
提
に
す
る
こ
と
で
、
法
を
ル
ー
ル
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
用
い
、
生
活
領
域
の
広
い
範

囲
に
お
い
て
、
円
滑
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、「
保
証
契
約
」
の
内
容
が
裁
判
に
よ
っ
て
き
ち
ん
と
実
現
さ
れ
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
か
ら
こ
そ
、
日
常
の
取
引
活
動
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
想
起
し
て
ほ
し
い
。
他
方
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
Ｃ
に
お
け
る
「
日
常
的
活
動
の
円
滑
」
は
、
そ
れ
自
体
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ
を
支
持
す
る
も
の
と
な
る
。
人
々
が
「
法
規

の
整
合
的
な
解
釈
適
用
」
の
内
容
を
信
頼
し
て
法
規
を
援
用
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
司
法
制
度
の
存
在
理
由
は
な
い
。
要
す
る
に
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ
が
「
法
規
の
整
合
的
な
解
釈
適
用
」
の
要
請
に
き
ち
ん
と
応
え
て
い
く
こ
と
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｃ
に

お
け
る
、
取
引
活
動
を
中
心
と
す
る
人
々
の
「
日
常
的
活
動
の
円
滑
」
が
確
保
さ
れ
、
他
方
、
そ
れ
が
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
る
こ
と

で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ
が
継
続
的
に
再
生
産
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

�四

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ
と
Ｂ
と
の
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

つ
ぎ
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ
と
Ｂ
と
の
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
検
討
に
よ
っ
て
、「
法
規
の
整
合
的
な

解
釈
適
用
」
と
「
適
切
な
紛
争
解
決
」
と
の
結
び
つ
き
の
困
難
さ
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
も
基
本
構
造
は
比
較
的
明
確
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ
は
、
紛
争
の
渦
中
に
あ
る
当
事

者
た
ち
の
求
め
に
応
じ
て
、「
法
規
の
解
釈
適
用
」
と
い
う
仕
方
で
「
紛
争
解
決
案
」
を
提
示
す
る
。
紛
争
は
渦
中
の
当
事
者
た
ち
に

と
っ
て
耐
え
難
い
も
の
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ
か
ら
発
せ
ら
れ
る
「
紛
争
を
解
決
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
要
求
に
応
え
る

こ
と
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ
の
主
要
な
存
在
理
由
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
他
方
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ
は
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ
に
対
し
て
、
そ
の
存
続
に
と
っ
て
不
可
欠
の
前
提
と
な
る
「
法
規
の
解
釈
適
用
」
の
機
会
を
も
た
ら
す
。「
法

規
の
解
釈
適
用
」
の
機
会
が
な
け
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ
は
消
滅
し
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ
に
と

ＡＤＲの「共通的な制度基盤」整備の問題点
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っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ
の
存
在
が
存
続
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

だ
が
問
題
な
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ
の
提
示
す
る
「
紛
争
解
決
案
」（
つ
ま
り
「
法
規
の
解
釈
適
用
」
の
成
果
と
し
て
の

判
決
）
が
、
し
ば
し
ば
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ
か
ら
す
れ
ば
「
適
切
な
紛
争
解
決
」
と
は
受
け
と
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

多
く
の
場
合
、
そ
の
「
紛
争
解
決
案
」
は
、
敗
訴
当
事
者
の
み
な
ら
ず
、
勝
訴
当
事
者
に
と
っ
て
も
受
容
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
一
見
会
社
の
分
割
が
主
要
争
点
で
あ
る
事
件
が
あ
る
と
し
よ
う
。
争
点
を
整
理
し
た
結
果
、
当
該
事
案
に
対
し
て
原
告
主
張

の
「
分
割
計
画
」
が
き
ち
ん
と
判
示
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
法
律
上
の
争
訟
」
と
し
て
適
切
に
解
決
さ
れ
う
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
こ
で
、
担
当
裁
判
官
は
、「
分
割
計
画
書
」
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
証
拠
に
よ
っ
て
確
認
す
れ
ば
、
こ
の
事
案
は
解
決
さ

れ
る
と
い
う
心
証
を
抱
く
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
事
案
の
背
後
に
あ
る
紛
争
の
実
体
が
、
閉
鎖
会
社
の
承
継
（
相
続
）
に
絡

む
親
族
（
相
続
人
）
同
士
の
人
格
を
か
け
た
い
が
み
合
い
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
事
案
に
対
し
て
「
会
社

分
割
法
理
」
に
し
た
が
っ
て
「
法
規
の
整
合
的
な
解
釈
適
用
」
に
よ
る
紛
争
解
決
を
試
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
当
該
事
案
に
対
す
る

「
適
切
な
紛
争
解
決
」
と
な
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
こ
の
こ
と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

Ａ
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ
か
ら
の
「
適
切
な
紛
争
解
決
」
の
要
請
に
応
え
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
法
規
の
整
合
的
な
解
釈

適
用
」
を
目
指
す
か
ぎ
り
で
、
一
定
の
限
界
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
他
方
、
当
該
紛
争
を
ど
う
に
か
し
て
適
切
に
解
決
し
よ
う

と
す
れ
ば
、
当
該
要
件
事
実
に
対
す
る
「
法
規
の
整
合
的
な
解
釈
適
用
」
の
十
分
な
実
現
は
お
ぼ
つ
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
も

「
法
規
の
整
合
的
な
解
釈
適
用
」
が
実
現
で
き
な
け
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｃ
の
「
日
常
的
活
動
の
円
滑
」
が
阻
害
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
か
ね
な
い
。

以
上
の
検
討
を
通
じ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ
と
Ｃ
、
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ
と
Ｂ
と
の
二
つ
の
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
は
、

か
な
り
困
難
な
ア
ポ
リ
ア
の
関
係
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
（
１２
）

た
。
こ
れ
こ
そ
が
「
狭
義
の
司
法
」
の
抱
え
て
い
る
ア
ポ
リ
ア

論 説
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の
内
実
で
あ
る
。
司
法
制
度
を
「
よ
り
利
用
し
や
す
く
、
わ
か
り
や
す
く
、
頼
り
が
い
の
あ
る
も
の
」
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
ア

ポ
リ
ア
が
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
は
「
狭
義
の
司
法
」
の
枠
の
な
か
で
解
決

可
能
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
は
、
理
論
枠
組
と
し
て
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ
と
Ｃ
と
の
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
に
関
わ
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
「
社
会
学
的
意
味
で
の
紛
争
解
決
」
の
意
味
に
つ
い
て
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
検
討
す
る
こ
と
が
理
解
の
便

宜
に
か
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ
と
Ｃ
、
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ
と
Ｂ
と

の
二
つ
の
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
の
陥
っ
て
い
る
ア
ポ
リ
ア
が
ど
れ
ほ
ど
深
刻
で
あ
る
か
、
そ
の
克
服
が
「
狭
義
の
司
法
」
に
お
い
て
い
か
に

困
難
な
こ
と
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
「
社
会
学
的
意
味
で
の
紛
争
解
決
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

三

社
会
学
的
意
味
で
の
紛
争
解
決

�一

「
狭
義
の
司
法
」
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
困
難
性

こ
の
よ
う
な
ア
ポ
リ
ア
に
対
処
す
る
に
あ
た
っ
て
、
従
来
の
「
司
法
的
紛
争
解
決
モ
デ
ル
」
は
、
か
な
り
強
引
な
仕
方
で
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ
と
Ｂ
と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、「
あ
ら
ゆ
る
紛
争
に
対
し
て
『
法
規
の
整
合
的
な
解
釈
適
用
』

に
よ
っ
て
適
切
な
解
決
が
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
論
調
が
主
流
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
与
え
ら
れ
る
判
決
が
当
該
紛
争
に
と
っ
て
適
切
な

解
決
た
り
う
る
か
否
か
と
い
う
問
い
は
巧
み
に
隠
蔽
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
強
引
な
結
び
つ
け
は
、
今
日
の
民
事
訴
訟
手
続
に
関
す
る
通
説
的
な
立
場
に
お
い
て
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き（
１３
）

る
。
こ

の
立
場
は
、
当
事
者
が
主
張
立
証
に
関
す
る
自
己
責
任
の
結
果
と
し
て
、
裁
判
官
の
提
示
す
る
判
決
を
受
容
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ

は
一
見
当
事
者
の
主
体
性
を
尊
重
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
と
な
る
当
事
者
の
自
由
が
十
分
で
は
な
い
点
で
、
主
体
性
の

要
請
に
か
な
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
こ
う
で
あ
る
。
訴
訟
手
続
に
お
い
て
は
、
実
体
法
上
の
「
要
件
事
実
ル
ー
ル
」
と
手
続
法
上
の
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「
主
張
立
証
ル
ー
ル
」
と
が
、
当
事
者
の
法
的
主
張
お
よ
び
立
証
の
や
り
取
り
を
枠
づ
け
す
る
。
当
事
者
た
ち
は
、
訴
訟
手
続
を
自
ら

に
有
利
に
進
め
よ
う
と
考
え
る
な
ら
、
紛
争
の
な
か
で
培
わ
れ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
固
有
の
思
い
」
の
よ
う
な
も
の
を
そ
の
ま
ま
法
廷

に
持
ち
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
当
事
者
た
ち
は
、
弁
護
士
等
の
力
を
借
り
な
が
ら
そ
う
し
た
思
い
を
「
法
的
主
張
」
へ
と

加
工
し
、
そ
の
う
え
で
主
張
立
証
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
適
時
提
出
」
と
い
っ
た
手
続
原
則
も
ま
た
、
当
事
者
が
そ
の
思
い

の
丈
を
そ
の
都
度
思
い
つ
く
ま
ま
に
法
廷
に
持
ち
込
む
こ
と
を
封
じ
る
。
当
事
者
た
ち
は
、
こ
う
し
た
ル
ー
ル
と
諸
原
則
の
も
と
で
言

い
た
い
こ
と
も
言
え
な
い
ま
ま
、
レ
ー
ル
を
敷
か
れ
た
方
向
へ
と
自
ら
進
ん
で
い
き
、
裁
判
官
が
「
訴
訟
が
裁
判
を
す
る
の
に
熟
し

た
」
と
判
断
し
た
段
階
で
判
決
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
、
当
事
者
は
自
ら
の
自
由
と
責
任
の
ゆ
え
に
（
し
か
し
本
質
的
に
は

不
自
由
ゆ
え
に
）、
判
決
を
受
容
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
、
訴
訟
手
続
で
「
適
切
な
紛
争
解
決
」

と
い
う
要
請
が
十
分
に
く
み
上
げ
ら
れ
る
と
は
と
う
て
い
言
え
な
い
。

「
狭
義
の
司
法
」
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
「
適
切
な
紛
争
解
決
」
の
要
請
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
切
り
詰
め
を
回
避
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
先
ほ
ど
検
討
し
た
よ
う
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｃ
か
ら
の
期
待
に
応
え
て
い
く
た
め
に
は
、
紛
争
解
決
に
際
し
て
も

「
法
規
の
整
合
的
な
解
釈
適
用
」
に
よ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、「
適
切
な
紛
争
解
決
」
の
要
請

が
、
無
条
件
に
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
よ
い
わ
け
は
な
い
。「
適
切
な
紛
争
解
決
」
と
「
法
規
の
整
合
的
な
解
釈
適
用
」
と
い
う
二
つ

の
要
請
の
あ
い
だ
の
乖
離
は
、
ど
う
に
か
し
て
埋
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
は
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ
が
構
成
す
る
「
紛
争
と
し
て
の
や
り
取
り
」、
言
い
換
え
れ
ば
、「
社
会
学
的
意
味
で
の
紛
争
」
が
い
か
な
る
も
の

で
あ
る
の
か
解
明
し
、
そ
れ
を
前
提
に
「
社
会
学
的
意
味
で
の
紛
争
解
決
」
の
意
味
を
問
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

�二

「
ミ
ク
ロ
な
秩
序
」
と
し
て
の
紛（
１４
）

争
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社
会
的
実
体
と
し
て
紛
争
を
み
る
な
ら
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
「
過
程
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
相
互
の
や
り
取
り
の
中
で
の

何
ら
か
の
不
都
合
な
問
題
が
悪
循
環
的
に
再
生
産
さ
れ
る
「
過
程
」
で
あ
る
。
こ
の
「
再
生
産
過
程
」
は
、
当
事
者
た
ち
に
よ
る
、
当

該
事
態
に
つ
い
て
の
解
釈
の
複
合
体
で
あ
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
は
、
当
事
者
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
事
態
解
釈
が
相
互

に
触
発
し
あ
う
な
か
で
生
成
す
る
、
独
自
の
「
や
り
取
り
単
位
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
些
細
な
き
っ
か
け
か
ら
発
生
す
る
が
、

様
々
な
出
来
事
に
触
発
さ
れ
て
拡
大
再
生
産
さ
れ
、
手
の
施
し
よ
う
の
な
い
「
も
め
ご
と
」
へ
と
成
熟
す
る
。
そ
う
し
た
「
や
り
取
り

単
位
」
の
再
生
産
の
触
媒
と
な
る
の
は
、
怒
り
や
恨
み
、
ね
た
み
、
意
地
、
プ
ラ
イ
ド
、
敵
意
と
い
っ
た
感
情
的
要
素
が
中
心
で
あ
る

が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
正
義
観
、
損
得
勘
定
の
よ
う
な
合
理
的
要
素
も
触
媒
と
な
る
。
そ
れ
ら
が
当
事
者
間
の
や
り
取
り
の
な
か
で
絡

み
合
う
こ
と
で
、
紛
争
は
拡
大
再
生
産
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
紛
争
と
い
う
も
の
は
単
な
る
利
害
や
主
張
の
対
立
と
し
て

で
は
な
く
、
社
会
学
的
・
心
理
学
的
要
素
か
ら
な
る
「
再
生
産
過
程
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な（
１５
）

る
。

こ
う
し
た
「
再
生
産
過
程
」
は
強
度
の
凝
集
力
を
も
ち
、
日
常
的
活
動
の
ル
ー
テ
ィ
ン
と
し
て
自
律
化
す
る
。
そ
れ
は
「
ミ
ク
ロ
な

秩
序
」
と
し
て
の
性
質
を
備
え
た
、
独
自
の
「
や
り
取
り
単
位
」
を
な
す
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
そ
れ
は
「
一
個
の
紛
争
」

と
し
て
観
察
可
能
と
な（
１６
）

る
。
そ
う
し
た
「
再
生
産
過
程
」
の
本
来
の
姿
は
、
究
極
的
に
は
、
紛
争
を
構
成
す
る
や
り
取
り
の
内
側
か
ら

し
か
捉
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
外
部
か
ら
の
理
解
を
寄
せ
つ
け
な
い
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ユ
ニ
ー
ク
な
実
体
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

�三

社
会
学
的
意
味
で
の
紛
争
解
決

社
会
学
的
意
味
で
の
紛
争
が
、
当
事
者
相
互
の
や
り
取
り
の
な
か
で
の
不
都
合
な
問
題
の
「
再
生
産
過
程
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、

そ
の
「
解
決
」
も
ま
た
「
過
程
」
と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
紛
争
解
決
は
、
当
事
者
た
ち
が
相
互
の
や
り

取
り
を
通
じ
て
自
分
自
身
で
自
ら
の
課
題
を
引
き
受
け
て
い
く
過
程
と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
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れ
は
、
当
事
者
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
課
題
と
共
存
で
き
る
よ
う
に
、
周
囲
の
関
係
を
自
ら
力
で
変
化
さ
せ
て
い
く
過
程
の
こ
と

だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
過
程
は
、
ふ
つ
う
の
場
合
、
時
間
は
か
か
る
に
し
ろ
、「
第
三
者
」
の
力
を
借
り
る
こ
と
な
く
、
当

事
者
た
ち
自
身
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
。
そ
れ
が
当
事
者
た
ち
だ
け
で
担
わ
れ
え
な
い
場
合
に
も
、
当
事
者
た
ち
は
、「
第
三
者
」
の
力

を
借
り
つ
つ
、
あ
く
ま
で
最
後
は
自
分
自
身
で
課
題
を
引
き
受
け
る
と
い
う
仕
方
で
、「
解
決
」
を
担
っ
て
い
く
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、

そ
れ
は
あ
る
程
度
の
時
間
を
必
要
と
す
る
過
程
で
あ
り
、
あ
る
瞬
間
に
一
挙
的
に
実
現
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
な（
１７
）
い
。

�四

「
狭
義
の
司
法
」
の
も
と
で
の
「
適
切
な
紛
争
解
決
」
の
限
界

紛
争
解
決
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
は
、
も
は
や
「
紛
争
を
判
決
に
よ
っ
て
終
結
さ
せ
る
」
と
い
う
意
味
で
の
、「
狭
義

の
司
法
」
が
前
提
と
す
る
紛
争
解
決
観
を
超
え
て
し
ま
っ
て
い（
１８
）

る
。
と
い
う
の
も
、
紛
争
解
決
の
主
体
が
当
事
者
に
置
き
か
え
ら
れ
、

ま
た
、「
第
三
者
」
の
紛
争
解
決
へ
の
関
与
の
実
質
が
、「
当
事
者
が
主
体
と
な
っ
て
行
う
課
題
の
引
き
受
け
の
手
助
け
」
と
い
う
、
は

る
か
に
手
の
込
ん
だ
過
程
を
意
味
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
紛
争
解
決
の
実
質
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、

「
狭
義
の
司
法
」
の
枠
の
な
か
で
、
そ
の
す
べ
て
を
引
き
受
け
て
い
く
の
が
困
難
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
明
ら
か
で
あ
る
。「
自
力

救
済
の
禁
止
」
と
い
っ
た
講
学
上
の
建
前
を
措
く
と
す
れ
ば
、「
狭
義
の
司
法
」
は
か
な
り
限
定
さ
れ
た
場
合
に
の
み
、
紛
争
処
理
の

中
核
を
担
い
う
る
に
す
ぎ
な（
１９
）

い
。
す
な
わ
ち
、「
狭
義
の
司
法
」
は
、
権
利
義
務
関
係
に
よ
る
解
決
が
当
事
者
に
よ
っ
て
と
く
に
求
め

ら
れ
る
場
合
や
、「
法
的
ル
ー
ル
の
明
示
化
」
が
強
く
要
請
さ
れ
る
「
公
共
性
」
の
あ
る
特
殊
な
紛
争
に
つ
い
て
そ
の
本
領
を
発
揮
す

る
が
、
そ
れ
以
外
の
多
く
の
紛
争
解
決
に
つ
い
て
は
十
分
な
役
割
を
果
た
せ
な
い
。
往
々
に
し
て
、
そ
れ
は
過
度
に
強
引
で
あ
り
、
悪

循
環
的
サ
イ
ク
ル
を
「
意
図
せ
ざ
る
方
向
」
へ
と
推
し
進
め
る
こ
と
に
荷
担
す
る
こ
と
に
も
な
る
。「
適
切
な
紛
争
解
決
」
の
要
請
を

考
慮
す
る
な
ら
、
多
く
の
紛
争
解
決
は
、「
狭
義
の
司
法
」
の
枠
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
、
言
い
換
え
れ
ば
当
事
者
の
「
私
的
自
治
」
に
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も
と
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
紛
争
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
に
十
分
に
配
慮
し
な
が
ら
実
現
さ
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
実
際
、
表
に
現
れ
て
こ

な
い
大
半
の
紛
争
の
解
決
は
、「
狭
義
の
司
法
」
の
外
部
で
、
当
事
者
自
身
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
対
処
さ
れ
、
引
き
受
け
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。四

裁
判
外
紛
争
解
決
の
多
様
性

�一

問
題
の
整
理

こ
こ
ま
で
の
検
討
を
通
じ
て
、「
適
切
な
紛
争
解
決
」
の
要
請
を
考
慮
す
る
な
ら
、
多
く
の
紛
争
解
決
は
、「
狭
義
の
司
法
」
と
は
異

な
る
や
り
方
で
、
つ
ま
り
、
厳
密
な
意
味
で
の
当
事
者
の
「
私
的
自
治
」
に
も
と
づ
い
て
実
現
さ
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
テ

ー
ゼ
に
た
ど
り
着
い
た
。
こ
の
テ
ー
ゼ
を
検
証
し
、
ど
の
よ
う
な
ア
ク
タ
ー
が
「
適
切
な
紛
争
解
決
」
の
実
現
の
た
め
に
必
要
と
な
っ

て
く
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、「
狭
義
の
司
法
」
の
枠
を
取
り
払
っ
て
み
た
場
合
に
、「
適
切
な
紛
争
解
決
」
が
ど
れ
ほ
ど

多
様
な
あ
り
方
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
問
題
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
す
で
に
検
討
し
た
「
社
会
学
的
意

味
で
の
紛
争
解
決
」
を
別
の
角
度
か
ら
と
ら
え
な
お
す
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
検
討
に
よ
っ
て
、「
適
切
な
紛
争
解
決
」
に

と
っ
て
、
実
際
に
は
「
狭
義
の
司
法
」
の
役
割
が
ど
れ
ほ
ど
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、

多
様
な
裁
判
外
紛
争
解
決
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
と
「
狭
義
の
司
法
」
と
を
強
引
に
結
び
つ
け
た
り
、
一
律
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
り
す
る
こ

と
が
い
か
に
大
き
な
問
題
を
含
む
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
問
題
は
、
先
述
し
た
法
的
に
重
要
な
３
つ
の
型
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
に
関
連
づ
け
て
定
式
し
な
お
せ
ば
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ
と
Ｃ
と
の
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
に
関
わ
る
問
題
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
の
問
題
は
、

人
々
の
日
常
の
や
り
取
り
と
、
紛
争
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
の
人
々
の
や
り
取
り
と
を
媒
介
し
て
い
く
こ
と
が
い
か
な
る
社
会
学
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的
意
味
を
有
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
「
私
的
自
治
」
の
領
域
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
�
人
々
の
日
常
的
活
動
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｃ
）
が
紛
争
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ
）
に
と
っ
て
い
か
な
る

機
能
を
有
す
る
の
か
、
逆
に
、
�
紛
争
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ
）
が
人
々
の
日
常
的
活
動
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｃ
）
に
と
っ

て
い
か
な
る
機
能
を
有
す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�二

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ
と
Ｃ
と
の
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

ま
ず
、
�
の
問
い
か
ら
考
え
よ
う
。
日
常
生
活
を
観
察
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
紛
争
は
あ
ら
ゆ
る
日
常
的
活
動
に
寄
生
し
、
そ

こ
か
ら
テ
ー
マ
を
拾
い
出
し
て
き
て
展
開
さ
れ（
２０
）

る
。
す
な
わ
ち
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｃ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ
に
お
け
る

当
事
者
の
や
り
取
り
に
社
会
的
な
テ
ー
マ
を
付
与
す
る
役
割
を
果
た
す
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
取
引
が
一
部
の
懇

意
な
関
係
者
の
あ
い
だ
で
有
利
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
「
も
め
ご
と
」
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
当
該

「
も
め
ご
と
」
に
「
不
公
正
な
取
引
へ
の
抗
議
」
と
い
う
社
会
的
定
義
を
与
え
、
紛
争
と
し
て
明
示
化
す
る
の
は
、
基
本
的
に
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｃ
の
作
用
で
あ
る
。
紛
争
は
、
日
常
的
活
動
の
な
か
で
の
不
満
や
怒
り
と
い
っ
た
も
の
を
契
機
と
し
て
始
ま
る
が
、
そ

の
最
初
の
段
階
で
は
き
わ
め
て
未
規
定
で
、
特
定
の
テ
ー
マ
を
持
た
な
い
。
そ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
は
、
よ
り
広
い
日
常
的
活
動
の
「
意

味
の
ス
ト
ッ
ク
」
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
き
て
、
当
事
者
間
の
や
り
取
り
を
通
じ
て
明
示
化
さ
れ
、
ま
た
、
紛
争
の
成
熟
に
応
じ
て
複
合

化
さ
れ
て
い
く
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｃ
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ
を
補
完
し
、
強
化
す
る
機
能
を
有
し

て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｃ
は
な
ぜ
、
一
見
破
壊
的
で
好
ま
し
く
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ
を
補
完
し
、
強
化
す
る

の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
さ
き
ほ
ど
挙
げ
た
�
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
答
え
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ
も
ま
た
、
人
々
の
日
常
的
活
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動
で
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｃ
に
対
し
て
、
一
定
の
社
会
的
機
能
を
有
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｃ
の
ル
ー
テ
ィ
ン
的
な
や
り
取
り
に
お
い
て
往
々
に
し
て
不
可
視
と
さ
れ
、
拾
い

上
げ
ら
れ
な
い
課
題
を
「
紛
争
」
と
い
う
形
で
顕
在
化
し
、
変
化
へ
の
動
因
を
も
た
ら
す
。
た
と
え
ば
、
日
常
の
ル
ー
テ
ィ
ン
の
な
か

で
は
上
司
／
部
下
と
い
う
関
係
に
よ
っ
て
見
え
な
く
さ
れ
て
い
た
従
業
員
相
互
の
不
信
感
の
蓄
積
を
「
紛
争
」
と
い
う
形
で
顕
在
化
し
、

関
係
者
た
ち
を
問
題
状
況
の
改
善
へ
と
動
機
づ
け
て
い
く
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ
は
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｃ
に
お
け
る
ル
ー
テ
ィ
ン
化
さ
れ
た
や
り
取
り
の
な
か
で
抑
圧
さ
れ
て
い
る
、
関
係
変
動
を
志
向
す
る
動
的
ポ
テ
ン
シ

ャ
ル
を
表
出
さ
せ
、
硬
直
化
し
が
ち
な
ル
ー
テ
ィ
ン
を
動
態
化
す
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い（
２１
）

る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
Ｃ
に
と
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ
が
構
成
す
る
紛
争
は
た
ん
に
消
滅
を
求
め
ら
れ
る
「
忌
ま
わ
し
い
も
の
」
な
ど
で

は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
が
適
切
に
マ
ネ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
、「
必
要
物
」
で
さ
え
あ（
２２
）

る
。

�三

「
適
切
な
紛
争
解
決
」
の
多
様
性

�
「
適
切
な
紛
争
解
決
」
の
再
定
式

以
上
を
通
じ
て
、
紛
争
が
必
ず
し
も
「
忌
ま
わ
し
い
も
の
」
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｃ
の
硬
直
化
し
た
ル

ー
テ
ィ
ン
を
動
態
化
し
て
い
く
う
え
で
必
要
な
も
の
で
さ
え
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
を
前
提
と
す
れ
ば
、「
第
三

者
」
が
行
う
「
適
切
な
紛
争
解
決
」
と
は
、
動
的
な
過
程
と
し
て
の
紛
争
を
適
切
に
マ
ネ
ー
ジ
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｃ
の
硬
直

化
し
た
ル
ー
テ
ィ
ン
を
動
態
化
し
う
る
よ
う
に
方
向
付
け
て
い
く
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
ユ
ニ
ー
ク
な
紛
争
に
対
す
る
柔
軟
で
き
め
の
細

か
い
多
様
な
対
処
の
あ
り
方
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
「
適
切
な
紛
争
解

決
」
の
た
め
に
は
、
当
事
者
た
ち
が
自
ら
を
取
り
巻
く
関
係
を
再
構
築
し
て
い
く
契
機
と
し
て
の
紛
争
の
役
割
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
第
三
者
」
が
行
う
「
適
切
な
紛
争
解
決
」
は
、
特
定
の
型
の
紛
争
解
決
案
を
押
し
つ
け
た
り

す
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
当
事
者
自
身
が
、
自
ら
の
努
力
で
自
ら
に
課
さ
れ
て
い
る
課
題
を
引
き
受
け
、
紛
争
と
共
存
し
て
い
く
方

策
を
探
っ
て
い
け
る
よ
う
に
支
援
す
る
こ
と
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
も
は
や
従
来
的
な
意
味
で

の
「
紛
争
解
決
」
と
は
異
な
る
「
適
切
な
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
と
し
て
、
再
定
式
し
な
お
さ
れ
る

こ
と
に
な（
２３
）

る
。「
適
切
な
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
が
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
、
紛
争
の
個
別
具
体
性
に
密
着
し
、
そ
の
発

展
段
階
に
応
じ
た
、
直
接
間
接
の
様
々
な
あ
り
方
で
の
関
与
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
法
は
基
本
的
に

「
や
り
取
り
の
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て
の
み
登
場（
２４
）

し
、「
基
準
」
と
し
て
の
役
割
は
例
外
的
か
つ
限
定
的
に
し
か
果
た
さ
な
い
。

つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
法
も
ま
た
、
当
事
者
た
ち
が
自
ら
の
課
題
を
引
き
受
け
て
い
く
こ
と
を
支
援
す
る
た
め
の
社
会
的
資
源
の
ひ
と
つ

と
し
て
動
員
さ
れ
、
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

�

「
適
切
な
紛
争
解
決
」
に
求
め
ら
れ
る
関
与
の
あ
り
方
の
多
様
性

そ
れ
で
は
、「
適
切
な
紛
争
解
決
」
に
求
め
ら
れ
る
紛
争
へ
の
関
与
の
あ
り
方
は
、
ど
れ
ほ
ど
多
様
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

「
狭
義
の
司
法
」
の
枠
内
ど
こ
ろ
か
、
そ
う
し
た
枠
の
延
長
上
で
も
対
処
す
る
こ
と
が
困
難
な
ほ
ど
多
様
な
の
で
は
な
い
の
か
。
こ
の

問
い
に
答
え
る
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
個
々
の
紛
争
が
そ
れ
ぞ
れ
「
歴
史
依
存
的
」
な
存
在
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
偶
然
と
偶

然
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
形
成
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
ユ
ニ
ー
ク
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
紛
争
は
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
「
紛
争
史
」

を
有
し
て
お
り
、
紛
争
の
再
生
産
過
程
は
こ
の
「
紛
争
史
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
も
と
も
と
仲
の
よ
か
っ
た
あ

る
家
族
（
家
族
の
あ
り
方
自
体
「
歴
史
依
存
的
」
な
の
で
あ
る
が
）
の
関
係
が
、
相
続
を
き
っ
か
け
と
し
て
も
つ
れ
は
じ
め
る
。
そ
こ

に
、
離
れ
て
生
活
し
て
い
た
親
を
異
に
す
る
新
た
な
相
続
人
が
紛
れ
込
ん
で
き
て
、
そ
の
た
め
に
せ
っ
か
く
繁
盛
し
て
い
た
被
相
続
人

の
経
営
し
て
い
た
会
社
を
分
割
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
も
と
も
と
の
相
続
人
た
ち
の
い
が
み
合
い
も
激
し
さ
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を
増
し
、
さ
ら
に
そ
こ
に
会
社
の
債
権
者
が
介
入
し
て
き
て
財
産
関
係
が
錯
綜
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
も
と
も
と
の
相
続
人

た
ち
は
自
分
た
ち
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
…
と
い
う
よ
う
な
偶
然
の
不
幸
な
出
来
事
の
複
雑
な
連
鎖
が
、
紛
争
の
再

生
産
過
程
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
例
に
あ
る
よ
う
な
紛
争
の
解
決
を
依
頼
さ
れ
た
「
第
三
者
」
は
、
は
た
し
て
ど
の
よ
う
に
対
処
す
れ
ば
よ
い
の
だ

ろ
う
か
。「
第
三
者
」
は
、
さ
し
あ
た
り
ま
ず
、
当
該
「
も
め
ご
と
」
の
拡
大
再
生
産
を
阻
止
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
依
頼
人
の
相
談
に
じ
っ
く
り
耳
を
傾
け
、
依
頼
人
か
ら
で
き
る
だ
け
正
確
な
事
情
を
聞
き
出
す
（
で
き
れ
ば

他
の
関
係
者
か
ら
も
事
情
を
聞
き
出
す
）
と
と
も
に
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
事
実
関
係
を
整
理
し
、
依
頼
者
に
対
し
て
必
要
な
情
報
を

提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
ま
ず
無
知
ゆ
え
に
当
事
者
が
当
該
「
も
め
ご
と
」
を
無
用
に
こ
じ
ら
せ
て
し
ま

う
よ
う
な
こ
と
が
防
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
依
頼
人
が
む
や
み
に
不
安
を
抱
い
て
当
該
「
も
め
ご
と
」
を

こ
じ
ら
せ
て
し
ま
う
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
的
な
や
り
方
で
相
談
に
乗
る
と
い
う
こ
と
も
必
要
に

な
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
当
該
状
況
の
悪
化
を
阻
止
す
る
一
方
、「
第
三
者
」
は
、
当
事
者
同
士
の

解
決
へ
向
け
て
の
交
渉
を
促
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
当
事
者
同
士
の
解
決
へ
向
け
て
の
自
主
的
交
渉
が
あ
っ

て
は
じ
め
て
、
そ
こ
で
の
課
題
が
当
事
者
自
身
に
適
切
に
受
容
さ
れ
、
解
決
へ
と
つ
な
げ
ら
れ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
、「
第

三
者
」
は
、
可
能
で
あ
れ
ば
、
関
係
の
あ
る
人
々
、
す
な
わ
ち
、
依
頼
人
を
含
む
相
続
人
た
ち
ば
か
り
で
な
く
、
分
割
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
会
社
の
債
権
者
や
取
引
銀
行
、
は
た
ま
た
従
業
員
た
ち
か
ら
も
「
信
頼
」
を
取
り
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
実
際
に

は
、
こ
う
し
た
関
係
者
の
う
ち
の
ご
く
か
ぎ
ら
れ
た
一
部
の
「
信
頼
」
を
取
り
つ
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
方
で
あ
ろ
う
が
）。「
第

三
者
」
は
、
そ
う
し
た
「
信
頼
資
源
」
を
背
景
と
し
て
、
依
頼
人
と
他
の
相
続
人
、
そ
し
て
債
権
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
合
意
に
よ
る
解

決
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
を
模
索
し
、
可
能
で
あ
れ
ば
一
部
（
理
想
的
に
は
全
部
だ
が
）
の
当
事
者
の
あ
い
だ
で
合
意
を
実
現
し
、
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そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
明
ら
か
と
な
っ
た
課
題
を
当
事
者
た
ち
自
身
に
引
き
受
け
て
も
ら
い
、
解
決
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
単
な
る
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
ほ
ど
ま
れ
で
は
な
い
相
続
紛
争
で
す
ら
、「
第
三
者
」
が
紛
争
解
決
に
取
り
組
む

に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
考
慮
し
、
ま
た
こ
れ
だ
け
の
手
法
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
は

じ
め
て
、「
オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
」
の
紛
争
解
決
が
実
現
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
の
場
合
、
た
と
え
ば
多
数
の
関
係
者
の
利
害
に

関
わ
る
と
と
も
に
、
そ
の
解
決
に
あ
た
っ
て
商
品
に
関
す
る
専
門
知
識
を
必
要
と
す
る
「
消
費
者
取
引
紛
争
」
へ
の
対
処
、
医
学
上
の

専
門
知
識
が
必
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
被
害
者
の
精
神
面
の
ケ
ア
ま
で
必
要
と
な
る
「
医
療
過
誤
紛
争
」
へ
の
対
処
、
事
情
通
に
よ
る

迅
速
か
つ
的
確
な
判
断
が
求
め
ら
れ
る
「
職
場
で
の
紛
争
」
へ
の
対
処
、
き
わ
め
て
専
門
的
か
つ
迅
速
な
対
処
が
求
め
ら
れ
る
「
金
融

紛
争
」
へ
の
対
処
な
ど
、
様
々
な
紛
争
へ
の
対
処
の
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
関
与
の
あ
り
方
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
の
際

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
に
十
分
な
配
慮
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
に
鑑
み
れ
ば
、「
第
三
者
」
が
「
適

切
な
紛
争
解
決
」
を
行
う
に
際
し
て
の
関
与
の
あ
り
方
が
き
わ
め
て
多
様
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
、
十
分
に
窺
い
知
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

�四

多
様
体
と
し
て
の
Ａ
Ｄ
Ｒ

以
上
の
検
討
を
通
じ
て
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
明
ら
か
な
と
お
り
「
裁
判
外
紛
争
解
決
」、
つ
ま
り
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
あ

り
方
が
、
き
わ
め
て
多
様
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ（
２５
）

る
。
と
い
う
の
も
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
「
狭
義
の
司

法
」
の
枠
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
「
適
切
な
紛
争
解
決
」
な
い
し
「
適
切
な
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
」
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
、
紛
争
の
当
事
者
に
柔
軟
で
多
様
な
解
決
方
法
を
用
意
す
る
こ
と
で

正
義
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
機
会
を
保
障
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
事
者
の
ニ
ー
ズ
を
柔
軟
に
調
整
し
、
当
事
者
間
の
対
等
を
実
質
的
に
確
保
し
、
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交
渉
の
プ
ロ
セ
ス
を
合
理
化
す
る
と
い
っ
た
仕
方
で
、「
オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
」
の
紛
争
解
決
を
実
現
す
る
と
い
う
機
能
を
担（
２６
）

う
。
そ
れ

は
「
狭
義
の
司
法
」
と
は
異
な
る
独
自
の
機
能
で
あ
り
、「
狭
義
の
司
法
」
の
そ
れ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
交
錯
し
な（
２７
）

い
。

そ
れ
な
ら
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
よ
る
紛
争
解
決
へ
の
関
与
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
形
態
を
と
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い

て
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
さ
き
ほ
ど
の
例
か
ら
も
あ
る
程
度
推
測
が
つ
く
よ
う
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
紛
争
は
「
再
生
産
過
程
」
で
あ
る
か
ら
、
紛
争
の
予
防
や
拡
大
防
止
、
事
後
収
拾
と
い
っ
た
、
段
階
に
応
じ
た
異
な
る
関
与
が

必
要
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、「
第
三
者
」
の
関
与
の
あ
り
方
も
、
事
柄
の
性
格
に
応
じ
て
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
的
関
与
、
相
談
・
情
報
提
供

的
関
与
、
調
停
的
関
与
、
仲
裁
的
関
与
と
い
う
よ
う
に
い
く
つ
も
の
あ
り
方
が
区
別
さ
れ
、
時
宜
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
適
切
に
用
い

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
紛
争
の
内
容
が
専
門
性
を
帯
び
る
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
専
門
性
に
応
じ
た
取
り
扱
い
も
必
要

に
な
る
。
そ
こ
で
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
期
待
さ
れ
る
紛
争
へ
の
関
与
の
あ
り
方
は
、
必
ず
し
も
網
羅
的
と
は
言
え
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
「
紛

争
の
段
階
」、「
第
三
者
の
関
与
の
あ
り
方
」、「
専
門
性
の
有
無
」
に
し
た
が
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
区
別
で
き
る
と
言
い
う（
２８
）

る
。

�

「
紛
争
の
段
階
」
に
応
じ
た
区
別

�

予
防
的
関
与

ま
ず
、
紛
争
の
発
展
段
階
に
応
じ
た
取
り
扱
い
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
こ
の
点
、
時
系
列
を
基
準
と
す
れ
ば
、
最
初
に
「
紛
争
の

発
生
以
前
」
の
段
階
に
お
け
る
紛
争
の
取
り
扱
い
が
問
題
と
な
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
顧
客
を
相
手
と
す
る
取
引
活
動
な
ど
の
場
合
に
は
、

や
り
取
り
に
お
け
る
当
事
者
同
士
の
期
待
の
す
れ
違
い
が
不
満
と
し
て
蓄
積
さ
れ
や
す
く
、
し
ば
し
ば
そ
う
し
た
不
満
が
爆
発
す
る
形

で
「
も
め
ご
と
」（
紛
争
）
が
発
生
し
が
ち
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ど
の
よ
う
な
す
れ
違
い
が
「
も
め
ご
と
」
に
発
展
し
が
ち
で
あ
る

か
、
ま
た
、
事
前
に
な
に
を
す
れ
ば
「
も
め
ご
と
」
が
生
じ
る
こ
と
が
少
な
い
か
を
あ
る
程
度
予
想
で
き
る
の
が
、
そ
う
し
た
取
引
活

動
の
特
徴
で
あ
る
。
取
引
活
動
の
関
係
者
な
ど
は
、
そ
の
よ
う
な
予
測
と
対
応
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
か
な
り
蓄
積
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に

ＡＤＲの「共通的な制度基盤」整備の問題点
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円
滑
な
取
引
活
動
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
は
い
え
、
事
柄
に
よ
っ
て
は
そ
の
よ
う
な
ノ
ウ
ハ
ウ
が
必
ず
し
も
十
分
に
蓄
積
さ
れ

て
い
な
い
場
合
も
多
い
。
ま
た
、
当
事
者
自
身
が
下
手
に
相
手
と
交
渉
し
よ
う
と
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
、
そ
こ
で
「
も
め
ご
と
」

発
生
の
き
っ
か
け
が
与
え
ら
れ
て
し
ま
う
と
予
想
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
比
較
的
に
中
立
的
な
「
第
三
者
」
が

登
場
し
て
、
予
防
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
提
供
し
た
り
、
中
立
的
な
立
場
か
ら
仲
介
す
る
こ
と
で
当
事
者
の
や
り
取
り
障
害
を
軽
減
し
た
り
と

い
う
こ
と
が
非
常
に
有
効
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
予
防
的
関
与
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
期
待
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
重
要
な
関
与
の
あ
り
方
で
あ
ろ

（
２９
）

う
。�

拡
大
防
止
的
関
与

多
く
の
紛
争
は
、
当
初
は
比
較
的
に
些
細
な
「
も
め
ご
と
」
で
あ
る
。
初
動
段
階
で
の
対
応
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
多
く
は
そ

れ
ほ
ど
深
刻
な
紛
争
に
発
展
す
る
こ
と
な
く
、
早
い
段
階
で
妥
当
な
落
ち
着
き
ど
こ
ろ
に
い
た
る
。
た
と
え
ば
取
引
活
動
の
な
か
で
の

「
も
め
ご
と
」
な
ど
は
、
最
初
の
小
競
り
合
い
の
段
階
で
対
処
す
れ
ば
、
の
ち
に
深
刻
な
状
態
に
な
っ
て
対
処
す
る
の
と
比
べ
て
、
は

る
か
に
容
易
に
対
処
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
多
少
の
行
き
違
い
が
あ
っ
て
も
、
ご
く
早
期
に
売
主
に
よ
る
き
ち
ん
と
し
た
説

明
と
善
後
処
置
が
あ
る
だ
け
で
、
買
主
の
納
得
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
適
切
な
取
引
関
係
は
容
易
に
回
復
さ
れ
う
る
。
感
情
面
で
の
も

つ
れ
が
比
較
的
に
少
な
い
取
引
活
動
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
こ
の
よ
う
な
対
処
が
有
効
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
う

し
た
対
応
の
ノ
ウ
ハ
ウ
は
、
予
防
の
場
合
同
様
業
者
の
あ
い
だ
で
経
験
的
に
か
な
り
蓄
積
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ

ば
円
滑
な
取
引
な
ど
継
続
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
顧
客
か
ら
の
あ
る
程
度
の
ク
レ
ー
ム
は
、
ま
さ
に
顧
客
ニ
ー
ズ
の
表
現
な
の
で
あ
り
、

業
者
は
ふ
つ
う
そ
れ
に
適
切
に
対
応
す
る
体
制
を
整
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
業
者
で
あ
っ
て
も
、
事
柄
に
よ
っ
て
は
対
応
の

た
め
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
十
分
に
蓄
積
し
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
、
他
の
業
者
等
か
ら
収
集
し
た
ノ
ウ
ハ
ウ

を
提
供
し
て
当
該
の
ク
レ
ー
ム
に
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
攻
撃
的
な
ク
レ
ー
マ
ー
を
相
手
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に
す
る
場
合
、
業
者
自
身
が
下
手
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
な
い
で
、
比
較
的
に
中
立
的
な
「
第
三
者
」
が
間
に
入
る
こ
と
で
、
交
渉
が
ス
ム

ー
ズ
に
進
む
場
合
も
あ
る
。
こ
う
し
た
「
も
め
ご
と
」
へ
の
拡
大
防
止
的
関
与
も
ま
た
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
期
待
さ
れ
る
重
要
な
関
与
の
あ
り

方
で
あ
ろ（
３０
）

う
。

�

事
後
収
拾
的
関
与

一
般
に
、
紛
争
の
当
事
者
は
、「
も
め
ご
と
」
が
ひ
ど
く
こ
じ
れ
て
し
ま
い
、
当
事
者
自
身
の
努
力
や
そ
の
周
囲
の
関
係
者
た
ち
の

助
力
だ
け
で
は
そ
れ
に
対
処
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
じ
め
て
、「
第
三
者
」
に
協
力
を
求
め
て
く
る
傾
向
が
あ
る
。
こ

の
段
階
に
い
た
っ
た
紛
争
の
多
く
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
「
話
し
合
い
」
の
き
っ
か
け
さ
え
得
ら
れ
な
い
状
態
に
陥
っ
て
お
り
、
当
事
者

間
の
関
係
を
仕
切
り
直
し
す
る
意
味
で
も
、「
狭
義
の
司
法
」
に
よ
っ
て
権
利
義
務
の
所
在
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
と
い
う
方
法
が
有
効

な
場
合
が
多（
３１
）

い
。
だ
が
他
方
、
当
事
者
間
の
関
係
維
持
の
要
請
が
強
か
っ
た
り
、
ま
た
当
事
者
の
将
来
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
り
す
る
場
合
、
た
と
え
ば
身
分
や
人
事
、
相
隣
関
係
に
関
わ
る
、
成
熟
段
階
に
達
し
た
紛
争
に
つ
い
て
は
事
情
が
異
な
っ

て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
「
関
係
的
要
素
」
が
重
視
さ
れ
る
紛
争
に
つ
い
て
は
、「
狭
義
の
司
法
」
に
よ
る
よ
り
も
、
当
事
者
の
自
主
性

を
で
き
る
か
ぎ
り
尊
重
し
、
調
停
・
斡
旋
、
仲
裁
の
方
法
で
、
よ
り
柔
軟
に
紛
争
に
対
処
で
き
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
よ
る
紛
争
解
決
が
望
ま
し

い
場
合
が
多
い
。
加
え
て
、「
関
係
的
要
素
」
が
重
視
さ
れ
る
紛
争
に
つ
い
て
は
、
コ
ス
ト
の
算
定
が
困
難
で
あ
っ
た
り
、
そ
も
そ
も

コ
ス
ト
算
定
に
な
じ
ま
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
も
多
く
、
そ
の
意
味
で
も
「
狭
義
の
司
法
」
に
よ
ら
ず
、
む
し
ろ
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
よ
っ
て
対

処
し
て
い
く
方
が
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
が
あ（
３２
）

る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
事
後
収
拾
的
関
与
は
、「
紛
争
の
段
階
」
に
応
じ
た
区
別
に
関

す
る
か
ぎ
り
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
期
待
さ
れ
る
原
則
的
な
関
与
の
あ
り
方
で
あ
り
、
調
停
や
仲
裁
と
い
っ
た
典
型
的
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
手
法
が
本
領
を

発
揮
す
る
の
も
事
後
収
拾
的
関
与
に
お
い
て
で
あ
る
。

�

「
第
三
者
の
関
与
の
あ
り
方
」
に
応
じ
た
区
別
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�

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
的
関
与

紛
争
は
当
事
者
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
再
生
産
さ
れ
る
や
り
取
り
過
程
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
相
互
作
用
は
当
事
者
の
社

会
生
活
や
心
理
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
、
往
々
に
し
て
そ
ち
ら
の
問
題
の
方
が
深
刻
な
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
医
療
過
誤
紛
争
や

い
じ
め
に
よ
る
被
害
の
よ
う
に
、
ま
ず
も
っ
て
精
神
面
の
ケ
ア
を
施
さ
な
い
と
紛
争
処
理
に
取
り
か
か
れ
な
い
と
い
う
場
合
が
あ
る
。

ま
た
、
外
部
か
ら
み
れ
ば
取
る
に
足
り
な
い
事
柄
が
争
い
の
種
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
場
合
に
も
、
当
事
者
同
士
が
「
共
依
存

関
係
」
に
陥
っ
て
い
て
、
相
互
に
相
手
の
人
格
を
否
定
し
続
け
て
い
な
い
と
自
ら
の
人
格
の
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

よ
う
な
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
ま
で
い
た
ら
な
い
事
案
で
あ
っ
て
も
、
当
事
者
と
そ
の
周
囲
の
関
係
者
と
の
あ
い
だ
で
不
安
感
が

相
互
に
伝
達
さ
れ
、
無
用
に
紛
争
が
こ
じ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
は
想
像
以
上
に
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
社

会
生
活
面
な
い
し
精
神
面
の
ケ
ア
を
施
し
、
不
安
感
を
取
り
除
き
、
あ
る
い
は
「
共
依
存
関
係
」
の
解
消
に
向
け
て
ア
ド
バ
イ
ス
を
す

る
な
ど
の
関
与
の
あ
り
方
も
、
紛
争
解
決
の
実
践
に
お
い
て
は
重
要
で
あ（
３３
）

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
関
与
は
「
広
義
の
司
法
」
に

さ
え
含
ま
れ
ず
、
む
し
ろ
臨
床
心
理
な
い
し
は
医
療
の
問
題
だ
と
い
う
主
張
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
与
に
際
し
て
は
、

治
療
に
主
眼
が
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
第
一
次
的
に
は
臨
床
心
理
な
い
し
は
医
療
が
行
う
べ
き
事
柄
に
属
す
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
な
お
「
広
義
の
司
法
」
に
お
い
て
対
処
す
べ
き
問
題
に
付
随
し
て
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
的
関
与
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
は
多
い
。

こ
の
か
ぎ
り
で
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
も
ま
た
、
慎
重
な
限
定
の
も
と
に
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
的
関
与
を
行
う
必
要
が
あ（
３４
）

る
。

�

相
談
的
・
情
報
提
供
的
関
与

と
り
わ
け
消
費
者
取
引
上
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
事
者
が
相
手
と
交
渉
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
そ

の
た
め
に
必
要
な
情
報
が
不
足
し
て
お
り
、
そ
の
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に
当
事
者
が
大
き
な
苦
痛
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
よ

う
な
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
交
渉
が
適
切
に
進
め
ら
れ
ず
、
そ
の
結
果
感
情
的
な
衝
突
が
生
じ
て
紛
争
を
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拡
大
再
生
産
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
そ
う
し
た
ト
ラ
ブ
ル
の
当
事
者
と
し
て
は
、
適
切
な
情
報
を
収
集
し

て
い
る
「
第
三
者
」
に
す
ぐ
に
で
も
相
談
し
、
情
報
を
得
た
い
と
考
え
る
に
ち
が
い
な
い
。
実
際
、
そ
う
し
た
当
事
者
の
相
談
依
頼
に

「
第
三
者
」
が
応
じ
、
適
切
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
提
供
し
、
交
渉
の
仲
介
を
す
る
だ
け
で
簡
単
に
ト
ラ
ブ
ル
が
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
と
い

う
こ
と
は
多
い
。
ま
さ
に
こ
れ
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
手
助
け
だ
け
で
、
当
事
者
が
自
主
的
に
問
題
を
解
決
し
て
し
ま
う
と
い
う
あ
り
方

の
典
型
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
に
対
す
る
相
談
・
情
報
提
供
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
「
消
費
者
セ
ン
タ
ー
」
等
の
Ａ
Ｄ
Ｒ

が
そ
の
苦
情
処
理
業
務
と
し
て
実
績
を
積
み
上
げ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
紛
争
解
決
も
ま
た
「
狭
義
の
司
法
」
と
は

領
域
を
異
に
す
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
固
有
の
紛
争
解
決
の
あ
り
方
で
あ（
３５
）

る
。

�

調
停
的
関
与

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
紛
争
は
当
事
者
相
互
の
や
り
取
り
の
な
か
で
生
じ
る
不
都
合
な
問
題
の
再
生
産
過
程
で
あ
り
、
そ
の
「
解

決
」
も
ま
た
、
当
事
者
間
の
相
互
の
交
渉
を
通
じ
て
ひ
と
つ
の
「
過
程
」
と
し
て
実
現
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
、
そ
う
し
た
紛
争
解
決
過

程
に
ひ
と
つ
の
形
を
与
え
る
方
法
と
し
て
、
当
事
者
の
合
意
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
こ
の
点
、
当
事
者
そ
れ
ぞ
れ
が
比
較
的
に
冷

静
さ
を
保
つ
こ
と
が
で
き
、
相
互
に
誠
意
を
持
っ
て
交
渉
す
る
用
意
が
あ
る
場
合
に
は
、
合
意
を
目
指
す
や
り
取
り
を
通
じ
て
、
当
事

者
が
自
分
自
身
で
適
切
に
課
題
を
引
き
受
け
て
い
く
こ
と
は
、
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
さ
き
ほ
ど
事
後
収
拾
的
関
与
に
つ

い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
す
で
に
「
も
め
ご
と
」
が
あ
る
程
度
成
熟
し
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
、
当
事
者
同
士
が
直
接
に
交
渉
し
よ
う
と

し
て
も
、
冷
静
さ
を
保
つ
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、「
第
三
者
」
が
当
事
者
た
ち
の
交
渉
を
仲
介

・
斡
旋
す
る
こ
と
で
、
し
ば
し
ば
適
切
な
交
渉
と
合
意
が
実
現
さ
れ
る
。
こ
の
形
態
が
「
第
三
者
」
に
よ
る
調
停
的
関
与
で
あ
る
。
調

停
的
関
与
の
も
と
で
は
、
最
終
的
に
当
事
者
同
士
が
「
和
解
」（
合
意
）
す
る
こ
と
で
、
互
譲
の
も
と
に
そ
れ
ぞ
れ
課
題
を
引
き
受
け

て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
、
不
満
が
残
り
に
く
く
履
行
の
確
保
も
容
易
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
「
解
決
案
」
を
文
書
と
し
て
形
に
残
す
こ

ＡＤＲの「共通的な制度基盤」整備の問題点
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と
も
で
き
る
の
で
、
あ
と
に
な
っ
て
紛
争
が
蒸
し
返
さ
れ
る
可
能
性
も
比
較
的
に
少
な
い
。「
オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
」
の
紛
争
解
決
を
実

現
す
る
た
め
の
実
効
的
手
段
と
し
て
、
こ
の
関
与
の
あ
り
方
が
と
り
わ
け
重
宝
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ（
３６
）

る
。
調
停
的
関
与
は
、
従
来
民
事

調
停
を
は
じ
め
と
す
る
従
来
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
で
大
き
な
実
績
を
上
げ
て
き
た
が
、
弁
護
士
会
仲
裁
セ
ン
タ
ー
の
よ
う
な
新
し
い
型
の
Ａ
Ｄ
Ｒ

に
お
い
て
も
、
重
要
な
紛
争
解
決
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い（
３７
）

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
調
停
的
関
与
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
期
待
さ
れ
る
関
与
形
態

の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
言
っ
て
よ（
３８
）

い
。

�

仲
裁
的
関
与

当
事
者
同
士
が
、
交
渉
の
成
果
を
「
和
解
」
の
形
で
残
す
に
留
ま
ら
ず
、「
第
三
者
」
の
判
断
の
も
と
に
明
確
で
実
効
的
な
「
解
決

案
」
を
得
よ
う
と
欲
す
る
場
合
に
は
、
も
ち
ろ
ん
「
狭
義
の
司
法
」
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
他
方
、
な
お
判
決
よ
り
も

紛
争
に
密
着
し
た
き
め
の
細
か
い
解
決
方
法
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
当
該
事
案
が
取
引
関
係
者
の
あ
い
だ
で
迅
速
に
解

決
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
り
、
国
際
商
事
紛
争
の
よ
う
に
争
い
の
中
心
が
国
際
企
業
間
協
定
に
あ
っ
た
り
す
る
場
合
に

は
、
そ
の
解
決
を
「
狭
義
の
司
法
」
に
ゆ
だ
ね
る
の
が
適
切
で
な
い
こ
と
も
多
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
相
対
す
る
当
事
者
た
ち

が
「
第
三
者
」
と
の
あ
い
だ
で
「
仲
裁
契
約
」
を
取
り
交
わ
し
、
そ
の
裁
定
（
解
決
案
）
に
し
た
が
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
課
題
を
引
き

受
け
て
い
く
と
い
う
あ
り
方
（
仲
裁
的
関
与
に
よ
る
紛
争
解
決
）
が
適
切
か
つ
実
効
的
で
あ
る
。
国
際
商
事
紛
争
の
場
合
な
ど
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
企
業
間
協
定
に
「
仲
裁
条
項
」
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
弁
護
士
会
仲
裁
セ
ン
タ
ー
に

よ
る
紛
争
解
決
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
仲
裁
人
に
高
い
社
会
的
信
頼
が
あ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
契
約
で
仲
裁
条
項
を
定
め
て
い

な
い
当
事
者
の
あ
い
だ
で
も
、
望
ん
で
仲
裁
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
（
ア
ド
ホ
ッ
ク
仲（
３９
）

裁
）。
と
い
う
の
も
、
仲
裁
の
も

と
で
は
、
一
方
が
勝
者
で
他
方
が
敗
者
と
い
う
よ
う
な
解
決
ば
か
り
で
な
く
、
工
夫
に
よ
っ
て
当
事
者
双
方
に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト
が
あ

る
よ
う
な
解
決
さ
え
実
現
で
き
る
か
ら
で
あ
る
（
ウ
ィ
ン
・
ウ
ィ
ン
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ（
４０
）

ン
）。
仲
裁
的
関
与
と
い
う
あ
り
方
は
、
な
る
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ほ
ど
対
立
す
る
当
事
者
そ
れ
ぞ
れ
が
「
第
三
者
」
と
の
あ
い
だ
で
そ
の
裁
定
に
し
た
が
う
と
い
う
「
仲
裁
契
約
」
を
締
結
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
点
で
、
調
停
的
関
与
の
場
合
に
比
べ
て
実
現
が
難
し
い
面
も
あ
る
が
、
他
方
、
そ
こ
で
の
「
解
決
案
」
は
明
確
で
あ
り
、
ま

た
、
そ
れ
に
執
行
力
が
付
与
さ
れ
、
ウ
ィ
ン
・
ウ
ィ
ン
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
さ
え
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
役
割
に
対
す
る

期
待
は
大
き
い
。
弁
護
士
会
が
弁
護
士
会
仲
裁
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
熱
心
で
あ
る
こ
と
に
は
十
分
な
理
由
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
な
お
、

当
事
者
が
「
第
三
者
」
に
対
し
て
仲
裁
的
関
与
を
求
め
る
場
合
に
も
、
し
ば
し
ば
相
手
が
仲
裁
契
約
に
応
じ
な
い
ま
ま
、
当
事
者
同
士

が
「
和
解
」
に
達
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
仲
裁
的
関
与
は
調
停
的
関
与
と
大
き
く
実
質
を
異
に
し
な
い
こ
と
に
な
る
の

で
あ
り
、
両
者
の
関
係
は
截
然
と
は
区
別
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
（
４１
）

あ
ろ（
４２
）

う
。

�

「
専
門
性
の
有
無
」
に
応
じ
た
区
別

�

一
般
第
三
者
的
関
与

紛
争
の
維
持
再
生
産
の
中
心
に
怒
り
や
不
信
感
、
感
情
の
も
つ
れ
と
い
っ
た
、
だ
れ
し
も
が
し
ば
し
ば
抱
く
感
情
的
要
因
が
あ
る
よ

う
な
場
合
に
は
、
し
ば
し
ば
、
中
立
的
な
「
第
三
者
」
の
常
識
的
な
バ
ラ
ン
ス
感
覚
に
も
と
づ
く
仲
介
が
有
用
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に

は
、
法
律
家
的
知
識
な
ど
が
持
ち
出
さ
れ
る
よ
り
も
ま
ず
、
仲
介
的
に
関
与
す
る
「
第
三
者
」
が
、
対
立
す
る
当
事
者
そ
れ
ぞ
れ
の
関

心
を
、
共
感
的
に
理
解
で
き
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
当
事
者
そ
れ
ぞ
れ
が
「
第
三
者
」
を
人
間
的
に
信
頼
で
き
る
と

い
う
こ
と
が
、
仲
介
の
実
効
性
を
担
保
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
一
般
第
三
者
的
関
与
」
は
、
従
来
民
事
調
停
に
典
型
的
に

見
い
だ
さ
れ
た
。
民
事
調
停
の
調
停
委
員
は
、
当
事
者
だ
け
で
は
感
情
の
も
つ
れ
が
激
し
い
た
め
に
自
主
的
な
交
渉
が
成
り
立
た
な
い

よ
う
な
「
も
め
ご
と
」
に
つ
い
て
、
信
頼
や
権
威
と
い
っ
た
社
会
的
資
源
を
動
員
し
な
が
ら
、
常
識
的
な
バ
ラ
ン
ス
感
覚
に
も
と
づ
い

て
、
当
事
者
た
ち
の
交
渉
を
仲
介
す
る
と
い
う
こ
と
で
実
績
を
上
げ
て
き
た
。
本
来
、
こ
の
よ
う
な
役
割
は
、
当
事
者
に
と
っ
て
身
近

な
共
同
体
の
な
か
に
い
る
、
社
会
的
に
権
威
の
あ
る
「
第
三
者
」
が
担
っ
て
き
た
役
割
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
社
会
の
「
個
人
化
」
が

ＡＤＲの「共通的な制度基盤」整備の問題点
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進
む
な
か
で
、
当
事
者
の
周
囲
か
ら
そ
の
よ
う
な
「
第
三
者
」
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、
こ
の
役
割
が
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
期
待
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
比
較
的
に
軽
微
な
「
も
め
ご
と
」
に
つ
い
て
の
、
身
近
で
利
用
し
や
す
い
解
決
機

関
に
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
関
与
の
あ
り
方
で
あ
り
、
多
く
の
一
般
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
担
う
べ
き
関
与
の
あ
り
方
で
あ
る
と
言
っ
て
よ（
４３
）

い
。

�

専
門
家
的
関
与

医
療
紛
争
や
建
築
紛
争
、
特
許
紛
争
の
よ
う
に
、
紛
争
の
中
核
に
そ
の
領
域
の
専
門
家
に
し
か
分
か
ら
な
い
困
難
な
問
題
が
存
在
し

て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
な
お
か
つ
当
事
者
が
自
主
的
な
交
渉
を
通
じ
て
当
該
紛
争
の
「
解
決
」
を
模
索
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
と

り
わ
け
、
当
事
者
の
思
惑
と
し
て
、
専
門
知
識
が
集
積
さ
れ
て
い
な
い
通
常
の
裁
判
手
続
に
よ
っ
て
む
や
み
に
解
決
に
時
間
を
か
け
た

く
な
い
と
か
、
公
開
の
裁
判
手
続
で
最
先
端
の
知
識
が
外
部
に
漏
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
を
避
け
た
い
と
い
う
場
合
が
あ
る
が
、
そ

の
よ
う
な
場
合
に
、
当
該
領
域
の
専
門
家
で
あ
る
「
第
三
者
」
の
調
停
的
な
い
し
仲
裁
的
関
与
に
頼
り
な
が
ら
、
紛
争
解
決
の
糸
口
を

模
索
し
た
い
と
い
う
当
事
者
が
増
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
紛
争
解
決
を
実
践
す
る
場
合
に
は
、
事
実
関
係
さ
え
明
ら
か
に
な
れ
ば
、

当
該
事
案
に
つ
い
て
的
確
に
評
価
判
断
で
き
る
専
門
的
能
力
を
「
第
三
者
」
が
備
え
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
専
門
家
団
体
な
ど

が
設
け
る
「
専
門
Ａ
Ｄ
Ｒ
」
に
、
と
く
に
そ
の
よ
う
な
役
割
が
期
待
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
目
下
「
狭
義
の
司
法
」

の
枠
の
な
か
で
も
、
裁
判
所
の
専
門
部
等
が
専
門
的
判
断
を
担
い
う
る
体
制
を
整
え
て
き
て
い（
４４
）

る
。
し
か
し
、
裁
判
に
よ
ら
ず
に
専
門

家
の
知
見
を
利
用
し
て
紛
争
解
決
を
図
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
利
用
し
た
い
と
い
う
需
要
も
な
お
大
き
い
と
思
わ
れ
、
そ
の
意
味

で
、
専
門
家
的
関
与
を
行
う
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
存
在
意
義
は
大
き
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な（
４５
）

い
。

�五

小
括：

Ａ
Ｄ
Ｒ
の
機
能
分
化
と
そ
の
連
携
の
あ
り
方

Ａ
Ｄ
Ｒ
に
期
待
さ
れ
る
紛
争
へ
の
関
与
の
あ
り
方
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
か
を
概
観
し
て
き
た
。
す
で
に
明
ら
か
な
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と
お
り
、
紛
争
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
多
様
な
関
わ
り
方
、
し
か
も
こ
う
し
た
関
与
の
あ
り
方
を
臨
機
応
変
に
組
み
合
わ
せ
て
用
い
る

よ
う
な
紛
争
へ
の
関
わ
り
方
は
、「
狭
義
の
司
法
」（
つ
ま
り
裁
判
制
度
）
の
枠
の
な
か
、
あ
る
い
は
そ
の
延
長
上
で
実
現
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
狭
義
の
司
法
」
の
枠
を
い
く
ら
拡
張
し
て
も
、
そ
こ
で
の
紛
争
解
決
は
「
法
規
の
整
合
的
な
解
釈
適

用
」
の
要
請
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
紛
争
へ
の
柔
軟
か
つ
き
め
の
細
か
い
多
様
な
関
わ
り
は
、
当
事

者
の
自
主
性
（
私
的
自
治
）
を
背
景
に
、
こ
こ
に
挙
げ
た
よ
う
な
様
々
な
手
法
を
組
み
合
わ
せ
て
用
い
、
当
事
者
に
よ
る
自
主
的
な
課

題
の
引
き
受
け
を
手
助
け
で
き
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
紛
争
の
特
性
に
応
じ
て
機
能
分
化
し
て
い
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
よ
っ
て
こ
そ
担
わ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
役
割
は
、「
狭
義
の
司
法
」
な
い
し
は
そ
の
延
長
上
に
あ
る
紛
争
解
決
方
式
が
担
っ
て
い
く
こ
と
は
困

難
だ
と
い
う
こ
と
が
、
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
狭
義
の
司
法
」
に
柔
軟
で
多
様
な
紛
争
解
決
の
役
割
を
無
理
や

り
担
わ
せ
て
手
続
を
曖
昧
で
不
透
明
な
も
の
に
す
る
こ
と
は
「
法
の
支
配
」
に
逆
行
す
る
の
で
望
ま
し
く
は
な
い
。
他
方
、
強
引
に

「
法
規
の
整
合
的
な
解
釈
適
用
」
の
要
請
を
優
先
し
て
、
柔
軟
で
多
様
な
紛
争
解
決
へ
の
当
事
者
の
ニ
ー
ズ
を
封
殺
し
て
し
ま
う
こ
と

は
さ
ら
に
望
ま
し
く
な
い
。「
狭
義
の
司
法
」
を
担
う
裁
判
制
度
と
「
広
義
の
司
法
」
を
担
う
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
き
ち
ん
と

区
別
し
た
う
え
で
、
役
割
分
担
を
明
確
に
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
で
き
て
は
じ
め
て
、
い
わ
ば
「
狭
義
の
法
の
支
配
」
と
は

異
な
る
、
ト
ー
タ
ル
な
正
義
の
実
現
と
し
て
の
「
広
義
の
法
の
支
配
」
が
実
現
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、「
狭
義

の
司
法
」
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
の
連
携
は
、
相
異
な
る
ア
ク
タ
ー
間
の
連
携
と
し
て
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
（
４６
）

い
。

繰
り
返
す
が
、
多
様
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
も
と
で
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
「
法
規
の
整
合
的
解
釈
適
用
」
の
枠
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

様
々
な
手
法
で
紛
争
に
対
処
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
当
事
者
に
よ
る
自
主
的
な
課
題
の
引
き
受
け
に
ふ
さ
わ
し
い
手

助
け
が
可
能
で
あ
る
。
実
際
に
、
社
会
の
な
か
の
紛
争
の
多
く
が
、
様
々
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
よ
っ
て
対
処
さ
れ
、「
適
切
な
紛
争
解
決
」
が

実
現
さ
れ
て
い
る
。
し
ば
し
ば
否
定
的
に
語
ら
れ
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
「
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
」（
４７
）

は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
生
命
の
核
心
で
あ
る
。
こ

ＡＤＲの「共通的な制度基盤」整備の問題点
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の
点
、
身
近
な
日
常
生
活
上
の
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
（
た
と
え
ば
、
弁
護
士
会
仲
裁
セ
ン
タ

ー
）
が
設
け
ら
れ
て
、
十
分
な
ノ
ウ
ハ
ウ
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
交
通
事
故
紛
争
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
Ａ
Ｄ
Ｒ
機

関
（
た
と
え
ば
、
交
通
事
故
紛
争
処
理
セ
ン
タ
ー
）
が
実
績
を
上
げ
て
い
る
。
消
費
者
事
件
で
あ
れ
ば
消
費
者
事
件
に
ふ
さ
わ
し
い
Ａ

Ｄ
Ｒ
機
関
（
た
と
え
ば
、
消
費
者
セ
ン
タ
ー
）
が
頻
繁
に
利
用
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
建
築
紛
争
な
ら
ば
建
築
紛
争
に
ふ
さ
わ
し
い
Ａ
Ｄ

Ｒ
機
関
（
た
と
え
ば
、
住
宅
紛
争
処
理
支
援
セ
ン
タ
ー
）、
さ
ら
に
国
際
商
事
紛
争
で
あ
れ
ば
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
（
た

と
え
ば
、
国
際
商
事
仲
裁
協
会
）
が
大
き
な
実
績
を
上
げ
て
い（
４８
）

る
。
二
一
世
紀
の
日
本
社
会
で
は
、
現
在
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
紛

争
が
、「
私
的
自
治
」
に
も
と
づ
い
て
、
様
々
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
と
予
想
さ
れ
る
。
少
な
く

と
も
、
現
時
点
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
か
ら
す
れ
ば
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
共
通
的
な
制
度
基
盤
を
整
え
、「
狭
義
の
司
法
」
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
の
連
携
を
図
り
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ

の
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
同
士
の
連
携
を
図
っ
て
い
く
際
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
同
士
の
連
携
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
、
Ａ
Ｄ
Ｒ

の
柔
軟
で
多
様
な
あ
り
方
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
最
大
限
の
配
慮
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な（
４９
）

る
。
あ
え
て
誤
解
を
恐
れ

ず
に
言
え
ば
、
今
般
の
司
法
制
度
改
革
の
目
指
す
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
関
す
る
共
通
的
な
制
度
基
盤
」
の
整（
５０
）

備
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
課
題
は
、

Ａ
Ｄ
Ｒ
の
柔
軟
性
と
多
様
性
へ
の
配
慮
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

五

Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
の
「
認
証
制
度
」
の
問
題
性

�一

Ａ
Ｄ
Ｒ
に
関
す
る
共
通
的
な
制
度
基
盤

本
章
で
は
、
前
章
ま
で
の
議
論
を
も
と
に
し
て
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
関
す
る
よ
り
現
実
的
な
問
題
の
検
討
に
入
る
。「
司
法
制
度
改
革
審
議

論 説
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会
意
見
書
」
に
よ
れ
ば
、
複
雑
化
し
た
二
一
世
紀
の
日
本
社
会
に
お
け
る
多
様
な
紛
争
へ
の
対
処
に
つ
い
て
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
「
国
民
に

と
っ
て
裁
判
と
並
ぶ
魅
力
的
な
選
択
肢
と
な
る
」
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い（
５１
）

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
態
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
利
用
は

十
分
に
進
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ（
５２
）

る
。
そ
こ
で
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
検

討
会
が
、「
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
」
を
含
む
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
関
す
る
共
通
的
な
制
度
基
盤
の
整
備
」
の
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
検
討
会

は
、
各
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
、
と
り
わ
け
、
多
く
の
市
民
の
手
で
自
主
的
に
立
ち
上
げ
ら
れ
て
き
た
民
間
型
Ａ
Ｄ（
５３
）

Ｒ
を
、
共
通
の
法
的
制
度
枠

組
の
な
か
に
位
置
づ
け
な
お
す
こ
と
で
、
国
民
が
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
安
心
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
こ
う
と
目
論
ん
で
い
る
。
ま
た
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
狭
義
の
司
法
」
と
各
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
と
の
連
携
を
容
易
に
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
同
士
の

連
携
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い（
５４
）

る
。
だ
が
、
そ
こ
で
の
検
討
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
活
性
化
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
「
Ａ
Ｄ
Ｒ

の
柔
軟
性
と
多
様
性
」
に
十
分
配
慮
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
各
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
に
積
み
上
げ
て
き
た
営
為
に
対
す
る
理
解

も
不
十
分
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
り
わ
け
、
そ
う
し
た
検
討
の
う
ち
で
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
の
は
、「
民
間
紛
争
解
決

業
務
の
認
証
制（
５５
）

度
」
の
導
入
で
あ
る
。
こ
の
「
認
証
制
度
」
に
つ
い
て
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
検
討
会
の
内
外
か
ら
様
々
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
、

Ａ
Ｄ
Ｒ
の
柔
軟
で
多
様
な
活
動
の
あ
り
方
を
損
な
い
、
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
「
息
の
根
を
止
め
て
し
ま
う
」
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
さ
れ

て
さ
え
い（
５６
）

る
。
以
下
で
は
、
こ
の
「
認
証
制
度
」
に
含
ま
れ
る
問
題
点
に
焦
点
を
絞
っ
て
検
討
を
進
め
る
。

�二

「
認
証
制
度
」
の
概
要
と
そ
の
問
題
点

こ
こ
に
い
う
「
認
証
制
度
」
と
は
、
一
般
国
民
に
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
選
択
す
る
た
め
の
目
安
を
提
供
し
、
ま
た
、
事
前
認
証
が
あ
る

こ
と
を
前
提
と
し
て
、
当
該
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
の
手
続
に
時
効
中
断
等
の
特
別
の
法
的
効
果
を
付
与
す
る
た
め
の
制
度
と
さ
れ
て
い
る
。
Ａ

Ｄ
Ｒ
検
討
会
で
は
、
認
証
の
対
象
と
な
る
業
務
、
認
証
の
申
請
手
続
、
認
証
事
業
者
の
義
務
お
よ
び
監
督
、
そ
し
て
時
効
中
断
等
の
法

ＡＤＲの「共通的な制度基盤」整備の問題点
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的
効
果
付
与
と
い
っ
た
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
現
時
点
（
平
成
一
六
年
七
月
二
〇
日
現
在
）
で
最
新
の
検
討
資
料
で

あ
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
検
討
会
第
三
五
回
会
合
（
平
成
一
六
年
六
月
一
四
日
開
催
）
配
布
資
料
「
裁
判
外
の
紛
争
解
決
手
続
の
拡
充
・
活
性
化
を

図
る
た
め
の
諸
方
策
（
案
）」（
以
下
「
諸
方
策
」
と
す（
５７
）

る
）
を
手
が
か
り
に
「
認
証
制
度
」
の
概
要
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を

前
提
と
し
て
「
認
証
制
度
」
の
問
題
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

�

認
証
の
対
象
業
務
に
つ
い
て

ま
ず
、
認
証
の
対
象
業
務
に
関
わ
る
問
題
を
検
討
す
る
。
こ
の
点
「
諸
方
策
」
に
よ
れ
ば
、
認
証
の
対
象
と
な
る
業
務
は
「
民
間
が

行
う
裁
判
外
の
紛
争
解
決
手
続
の
う
ち
調
停
・
斡
旋
の
手
続
に
か
か
る
業
務
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
一
見
す
る
と
そ
の
対
象
を
限

定
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
こ
の
「
対
象
規
定
」
は
、
実
は
、
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
の
生
命
を
損
な
い
か
ね
な
い
問
題
性
を
は
ら

ん
で
い
る
。

本
来
、
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
は
、
そ
の
多
く
が
市
民
の
自
主
的
な
活
動
を
通
じ
て
、
ま
さ
に
利
用
者
で
あ
る
市
民
の
自
主
的
紛
争
解

決
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
く
た
め
に
、
市
民
た
ち
自
身
の
手
で
立
ち
上
げ
ら
れ
て
き
た
裁
判
外
紛
争
解
決
機
関
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行

政
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
や
民
事
調
停
（
司
法
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
と
は
異
な
り
、
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
の
多
く
は
、
利
用
者
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
て

い
く
た
め
に
、
市
民
の
自
主
的
な
活
動
を
通
じ
て
立
ち
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
的
関
与
、
相
談

・
情
報
提
供
的
関
与
を
含
む
様
々
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
紛
争
解
決
手
法
が
柔
軟
に
用
い
ら
れ
、
最
終
的
に
は
調
停
・
斡
旋
、
仲
裁
と

い
っ
た
利
用
者
の
合
意
に
も
と
づ
く
方
法
で
「
適
切
な
紛
争
解
決
」
が
実
現
さ
れ
る
。
各
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
は
、
そ
の
た
め
に
独
自
の
ノ
ウ

ハ
ウ
を
蓄
積
し
な
が
ら
こ
こ
ま
で
育
っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
独
自
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
の
個
性
を
形
成
し
て
お
り
、

利
用
者
は
そ
う
し
た
個
性
に
応
じ
て
適
切
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
を
選
び
取
り
、
満
足
の
い
く
紛
争
解
決
を
模
索
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、
多
か
れ
少
な
か
れ
一
律
的
な
認
証
基
準
に
依
拠
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
前
認
証
が
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
に
な
じ
む
も
の
で
な
い

論 説
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こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
一
律
的
な
基
準
が
導
入
さ
れ
る
や
い
な
や
、
各
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
の
そ
う
し
た
持
ち
味
は
大
き

く
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
な
規
制
を
設
け
る
に
あ
た
っ
て
は
、
各
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
が
依
っ
て
立
つ

根
拠
と
な
る
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
に
最
大
限
の
配
慮
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
り
に
認
証
の
対
象
業
務
が
、
仲
裁
法
等
に
よ
る
規
律
を
受
け
ず
、
か
つ
当
事
者
の
権
利
義
務
に
直
接
的
に
関
わ
る
場
面
の
多
い
調

停
・
斡
旋
手
続
に
か
か
る
業
務
に
限
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
紛
争
解
決
業
務
は
、
実
際
上
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
的
関
与
、
相

談
・
情
報
提
供
的
関
与
か
ら
調
停
・
斡
旋
、
さ
ら
に
は
仲
裁
の
手
法
を
縦
横
無
尽
に
駆
使
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

業
務
過
程
か
ら
調
停
・
斡
旋
だ
け
を
取
り
出
し
て
き
て
事
前
認
証
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、「
公
的
お
墨
付
き
」
を

得
よ
う
と
思
え
ば
、
事
実
上
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
あ
ら
ゆ
る
業
務
が
認
証
の
対
象
に
な
っ
て
し
ま
う
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
民

間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
の
業
務
の
柔
軟
性
と
多
様
性
と
が
大
き
く
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
活
力
の
源
泉
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
。

�

認
証
の
申
請
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て

も
っ
と
も
、「
諸
方
策
」
は
、
認
証
を
申
請
す
る
か
否
か
は
、
紛
争
解
決
業
者
の
任
意
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
民
間
型
Ａ

Ｄ
Ｒ
機
関
の
自
主
性
に
配
慮
す
る
趣
旨
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
認
証
の
申
請
が
い
か
な
る
意
味
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
の
任
意

だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
弊
害
は
少
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
認
証
を
受
け
た
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
と
認
証
を
受
け
な

い
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
と
の
区
別
が
生
ず
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
一
般
の
利
用
者
に
対
し
て
後
者
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
は
あ
た
か
も
公
正
・
的
確
な
手

続
を
実
施
す
る
機
関
で
は
な
い
と
い
う
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
結
局
は
事
実
上
認
証
の
申
請
を
強
制
さ
れ
る
結
果
に
な
る
。

ま
た
「
諸
方
策
」
は
、
認
証
の
要
件
と
し
て
、「
暴
力
団
員
等
の
反
社
会
的
勢
力
が
関
係
し
て
い
る
等
一
定
の
事
由
が
な
い
こ
と
」

等
を
例
示
的
に
列
挙
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
内
容
は
、
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
が
ま
と
も
に
活
動
で
き
る
た
め
に
は
当
然
の
内
容
で
あ
り
、

あ
え
て
事
前
認
証
の
要
件
と
し
て
規
定
す
る
必
要
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
は
す
ぐ
に
淘
汰
さ
れ
る
で
あ
ろ
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う
し
、
そ
う
で
な
い
に
し
て
も
、
個
別
に
事
後
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
対
処
す
れ
ば
十
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ

そ
の
よ
う
な
悪
質
な
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
と
く
に
登
場
し
て
い
な
い
以
上
、
そ
の
よ
う
な
要
件
を
明
示
的
に
設
け
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

主
務
官
庁
に
よ
る
介
入
の
口
実
を
設
け
る
た
め
で
あ
る
と
の
疑
い
を
ぬ
ぐ
い
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
、
さ
ら
に
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
の
は
、「
諸
方
策
」
が
認
証
の
要
件
の
ひ
と
つ
と
し
て
求
め
て
い
る
「
適
切
な
手
続
実
施

者
が
選
任
さ
れ
、
か
つ
、
公
正
・
的
確
な
手
続
の
進
行
が
確
保
さ
れ
る
た
め
の
適
当
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
と
見
込
ま
れ
る
こ

と
」
の
内
容
で
あ
る
。
同
要
件
に
付
さ
れ
た
注
記
に
よ
れ
ば
、「
適
切
な
措
置
」
と
は
、
�
手
続
実
施
者
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
名
は

弁
護
士
と
す
る
こ
と
、
ま
た
、
�
手
続
実
施
者
の
う
ち
に
弁
護
士
が
含
ま
れ
な
い
場
合
に
は
、
手
続
段
階
で
弁
護
士
の
助
言
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
、
公
正
・
的
確
な
手
続
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、

民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
が
認
証
を
受
け
る
た
め
に
は
、
紛
争
解
決
手
続
に
な
ん
ら
か
の
形
で
弁
護
士
が
関
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
紛
争
解
決
手
続
へ
の
弁
護
士
の
関
与
に
よ
っ
て
、
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
が
こ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た
紛
争
へ
の
柔

軟
で
多
様
な
関
与
の
あ
り
方
に
特
定
の
方
向
へ
の
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
し
ま
う
危
険
性
は
大
き
い
。
さ
き
ほ
ど
検
討
し
た
よ
う
に
、

Ａ
Ｄ
Ｒ
に
お
け
る
紛
争
解
決
は
、「
狭
義
の
司
法
」
の
延
長
上
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
異
な
る
原
理
に
も
と
づ
い
て
行
わ

れ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
弁
護
士
の
関
与
を
認
証
の
要
件
に
組
み
込
む
こ
と
は
、
異
な
る
原
理
を
無
理
矢
理
に

「
狭
義
の
司
法
」
の
延
長
上
に
置
く
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
こ
の
要
件
は
、
弁
護
士
法
七
二
条
（
非
弁
活
動
の
禁
止
）
の
規
制
を
緩
和

す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
逆
に
、
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
に
対
す
る
弁
護
士
会
の
介
入
を
容
易
に
し
、
民
間

型
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
の
業
務
の
柔
軟
性
と
多
様
性
と
を
損
な
う
お
そ
れ
が
大
き
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
（
５８
）

。

�

「
認
証
事
業
者
」
の
義
務
の
問
題
に
つ
い
て

さ
ら
に
「
諸
方
策
」
は
、
認
証
を
受
け
た
紛
争
解
決
事
業
者
（
以
下
「
認
証
事
業
者
」）
に
対
し
て
、
�
「
認
証
業
務
」（
認
証
に
か
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か
る
紛
争
解
決
業
務
）
の
実
施
方
法
に
関
す
る
一
定
の
事
項
の
公
表
、
�
「
認
証
手
続
」（
利
用
者
に
対
す
る
「
認
証
業
務
」
に
か
か

る
紛
争
解
決
手
続
）
の
内
容
の
説
明
、
�
手
続
準
則
の
遵
守
、
�
暴
力
団
員
等
の
業
務
従
事
者
ま
た
は
補
助
者
と
し
て
の
使
用
の
禁
止
、

�
業
務
上
知
る
こ
と
が
で
き
た
秘
密
の
保
持
、
�
利
用
者
等
か
ら
の
苦
情
の
適
切
な
処
理
と
い
っ
た
義
務
を
課
す
と
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
義
務
は
、
こ
れ
ま
で
適
正
に
実
績
を
積
み
上
げ
て
き
た
多
く
の
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
が
自
主
的
に
遵
守
し
て
き
た
義
務
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
義
務
を
あ
え
て
明
示
的
に
列
挙
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
主
務
官
庁
が
と
く
に
重
点
的
に

監
督
を
行
い
、
逐
一
介
入
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
今
後
新
た
に
参
入
し
て
く
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
の
業
務
が
適
切
で
あ

る
と
い
う
保
証
が
な
い
以
上
、
認
証
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
に
な
ん
ら
か
の
義
務
を
課
さ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
理
解
で
き
な
く
は
な
い
が
、
あ

え
て
こ
の
よ
う
な
義
務
を
明
示
的
に
列
挙
す
る
こ
と
が
な
く
と
も
、
問
題
が
発
生
し
た
場
合
に
、
個
別
に
事
後
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行

う
こ
と
で
十
分
に
対
処
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
外
か
ら
の
義
務
づ
け
は
、
慎
重
を
期
さ
な
い

か
ぎ
り
、
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
の
業
務
内
容
の
柔
軟
性
と
多
様
性
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
お
そ
れ
が
大
き
い
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ

る
。

�

「
認
証
事
業
者
」
の
監
督
の
問
題
に
つ
い
て

「
諸
方
策
」
は
、「
認
証
制
度
の
実
効
性
お
よ
び
認
証
業
務
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
で
、
主
務
大
臣
に
よ
る
監

督
に
関
す
る
制
度
を
設
け
る
も
の
と
す
る
」
と
し
、
そ
う
し
た
監
督
の
一
環
と
し
て
、
�
「
認
証
事
業
者
」
に
よ
る
「
認
証
業
務
」
に

関
す
る
帳
簿
書
類
の
作
成
保
存
、
事
業
報
告
書
の
作
成
提
出
・
備
置
お
よ
び
報
告
等
、
�
主
務
大
臣
に
よ
る
報
告
徴
収
等
、
�
主
務
大

臣
に
よ
る
業
務
の
改
善
命
令
、
認
証
の
取
消
等
、
と
い
っ
た
制
度
を
設
け
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。
主
務
大
臣
と
し
て
は
、
認
証
を

与
え
る
以
上
、「
認
証
制
度
の
実
効
性
」
と
「
認
証
業
務
の
適
正
性
」
に
関
心
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
逐
一
事
業
報
告

書
等
を
作
成
し
て
主
務
大
臣
の
審
査
を
受
け
る
た
め
に
要
す
る
事
務
的
コ
ス
ト
は
想
像
以
上
に
大
き
く
、
本
来
的
業
務
に
お
よ
ぼ
す
影
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響
は
小
さ
く
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
主
務
大
臣
の
報
告
徴
収
」
に
つ
い
て
は
、
注
記
に
お
い
て
、「
認
証
業
務
」
に
つ
い
て
の
認
証
要

件
の
不
適
合
や
法
令
違
反
の
疑
い
の
あ
る
場
合
に
の
み
実
施
さ
れ
、
個
々
の
事
案
処
理
に
お
け
る
和
解
案
の
内
容
等
の
当
否
を
問
う
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
留
保
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
や
は
り
認
証
を
受
け
た
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
の
業
務
の
柔

軟
性
と
多
様
性
と
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
調
停
・
斡
旋
に
よ
る
紛
争
解
決
は
、
手
続
を
主
催
す
る
「
第
三

者
」
と
当
事
者
と
の
デ
リ
ケ
ー
ト
な
信
頼
関
係
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
主
務
大
臣
に
よ
る
監
督
が
見
え
隠
れ
す
る
だ
け
で
も
、

現
場
に
は
大
き
な
萎
縮
的
効
果
を
も
た
ら
す
。「
柔
軟
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
「
萎
縮
し
や
す
い
」
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
う
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

�

「
認
証
民
間
紛
争
解
決
業
務
に
か
か
る
特
例
」
は
必
要
か

最
後
に
、「
諸
方
策
」
は
、
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
が
認
証
を
受
け
る
場
合
に
は
、
そ
こ
で
の
「
認
証
手
続
」
に
「
時
効
中
断
」
や

「
訴
訟
手
続
の
中
止
」、
そ
し
て
「
調
停
前
置
の
例
外
」
と
い
っ
た
特
別
の
法
的
効
果
を
認
め
、
さ
ら
に
「
認
証
手
続
」
で
成
立
し
た

和
解
に
執
行
力
を
付
与
す
る
こ
と
で
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
利
用
者
に
と
っ
て
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
裁
判
制
度
と
の
連

携
を
容
易
に
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
（
５９
）

る
。
こ
れ
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
裁
判
と
の
あ
い
だ
で
手
続
の
空
白
や
重
複
が
な
く
な
り
、
さ
ら
に
、

Ａ
Ｄ
Ｒ
で
の
和
解
に
執
行
力
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、
手
軽
で
便
利
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
利
用
が
促
進
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
に
依
拠
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
に
持
ち
込
ま
れ
る
事
案
の
多
く
は
、
必
ず
し
も
訴
訟
と
同
様
の
厳
格
な
法
的
効
果
を
志
向
す
る
も
の
で

は
な
い
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
に
持
ち
込
ま
れ
る
事
案
の
多
く
は
「
苦
情
相
談
」
の
延
長
上
に
あ
り
、
往
々
に
し
て
合
意
の
成
立
へ
の
要
求
も

「
実
現
す
れ
ば
そ
れ
に
超
し
た
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
程
度
に
留
ま
る
こ
と
が
多
い
。
少
な
く
と
も
、
訴
訟
類
似
の
厳
格
な
法
的
効
果

が
求
め
ら
れ
る
場
合
が
多
い
商
事
仲
裁
等
の
場
合
と
、
苦
情
相
談
等
の
延
長
に
あ
る
身
近
な
「
も
め
ご
と
」
調
停
の
場
合
と
を
区
別
し

て
検
討
す
る
こ
と
は
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
調
停
・
斡
旋
の
手
続
は
、
当
事
者
の
自
主
的
な
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参
加
が
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
。
そ
う
し
た
手
続
に
厳
格
な
法
的
効
果
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
相
手
方
当
事
者
の
手
続
参
加
へ
の
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
を
損
な
い
、
か
え
っ
て
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
利
用
を
阻
害
す
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
に
お
け
る
「
認
証
手

続
」
に
厳
格
な
法
的
効
果
を
付
与
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
の
調
停
・
斡
旋
手
続
は
訴
訟
手
続
に
類
似
し
た
厳
格
な
も
の
と
な
ら
ざ

る
を
え
ず
、
そ
う
な
れ
ば
、
柔
軟
で
き
め
の
細
か
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
紛
争
の
個
別
具
体
性
に
十
分
に
配
慮
し
た
、「
オ
ー
ダ
ー
メ
ー

ド
」
の
紛
争
解
決
を
実
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
の
メ
リ
ッ
ト
を
失
わ
せ
、
か
え
っ
て

利
用
の
促
進
を
阻
害
す
る
可
能
性
が
あ
る
以
上
、「
認
証
手
続
」
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
特
例
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
慎
重
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

�三

小
括：

Ａ
Ｄ
Ｒ
の
柔
軟
性
と
多
様
性
へ
の
配
慮
の
難
し
さ

以
上
の
検
討
を
通
じ
て
、
目
下
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
検
討
会
で
法
制
化
の
検
討
が
進
ん
で
い
る
「
民
間
紛
争
解
決
業

務
の
認
証
制
度
」
の
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
機
能
を
「
狭
義
の
司
法
」
の
延
長
上
に
置
き
、
た
ん
に
「
狭
義
の
司

法
」
の
機
能
を
補
完
す
る
だ
け
の
存
在
と
み
て
、
そ
の
紛
争
解
決
業
務
の
内
容
を
も
っ
ぱ
ら
訴
訟
手
続
に
近
づ
け
る
方
向
で
の
み
検
討

を
進
め
る
「
認
証
制
度
」
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
柔
軟
で
多
様
な
あ
り
方
に
対
す
る
配
慮
が
不
十
分
で
あ
り
、
弊
害
ば
か

り
が
目
立
つ
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
関
わ
る
共
通
的
な
制
度
基
盤
」
の
整
備
は
、
と
り
わ
け
「
狭
義
の
司
法
」

と
の
密
接
な
連
携
に
重
心
を
置
く
場
合
に
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
手
続
内
容
を
訴
訟
手
続
に
類
似
し
た
厳
格
な
も
の
に
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の

結
果
、
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
生
命
の
源
泉
で
あ
る
紛
争
解
決
の
柔
軟
性
と
多
様
性
と
を
損
な
い
、
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
存
在
を
危
う
い
も
の

に
し
て
し
ま
う
。
か
り
に
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
「
国
民
に
と
っ
て
裁
判
と
並
ぶ
魅
力
的
な
選
択
肢
」
に
し
よ
う
と
欲
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ａ
Ｄ
Ｒ

の
役
割
の
固
有
性
を
認
め
、「
狭
義
の
司
法
」
と
の
連
携
を
過
度
に
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
で
き
る
か
ぎ
り
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
柔
軟
で
多
様
な

ＡＤＲの「共通的な制度基盤」整備の問題点
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あ
り
方
を
容
認
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
認
め
た
と
し
て
も
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
よ

る
調
停
・
斡
旋
に
よ
る
合
意
の
成
果
を
こ
れ
ま
で
ど
お
り
民
事
上
の
和
解
と
と
ら
え
、
訴
訟
上
援
用
す
る
方
法
を
広
く
認
め
る
こ
と
で
、

民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
「
狭
義
の
司
法
」
と
の
連
携
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
柔
軟
で
多

様
な
あ
り
方
を
最
大
限
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
ト
ー
タ
ル
な
正
義
の
実
現
と
し
て
の
「
広
義
の
法
の
支
配
」
が
実
現
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

結
び
に
代
え
て

本
稿
で
は
、
ま
ず
「
狭
義
の
司
法
」
に
よ
る
紛
争
解
決
を
、
法
社
会
学
的
紛
争
モ
デ
ル
を
用
い
て
分
析
し
た
。
そ
こ
で
は
、「
狭
義

の
司
法
」
は
「
法
規
の
整
合
的
な
解
釈
適
用
」
の
要
請
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
以
上
、「
適
切
な
紛
争
解
決
」（
な
い
し
「
適
切
な
コ
ン
フ

リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」）
の
要
請
を
必
ず
し
も
十
分
に
満
た
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
つ

ぎ
に
、「
適
切
な
紛
争
解
決
」
の
要
請
を
十
分
に
満
た
す
た
め
に
は
、
紛
争
解
決
の
機
能
の
多
く
を
「
狭
義
の
司
法
」
枠
に
と
ら
わ
れ

な
い
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
ゆ
だ
ね
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
狭
義
の
司
法
」
は
、
実
際
に
は
「
適
切
な
紛

争
解
決
」
の
う
ち
の
か
な
り
限
定
さ
れ
た
役
割
し
か
果
た
さ
ず
、
そ
れ
以
外
の
役
割
は
む
し
ろ
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
よ
っ
て
こ
そ
担
わ
れ
る
べ
き

だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、「
狭
義
の
司
法
」
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
は
異
な
る
機
能
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
者
の
連

携
を
図
っ
て
い
く
場
合
に
も
、
前
者
の
延
長
線
上
に
後
者
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
論
証
し
た
。
そ
の
際
、

「
狭
義
の
司
法
」
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
の
連
携
を
考
え
る
場
合
に
は
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
同
士
の
連
携
を
考
え
る
場
合
も
そ
う
だ
が
）、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の

柔
軟
性
と
多
様
性
に
対
す
る
配
慮
が
最
大
限
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
目
下
司

法
制
度
改
革
推
進
本
部
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
検
討
会
で
検
討
さ
れ
て
い
る
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
」
が
盛
り
込
も
う
と
し
て
い
る
「
民
間
紛
争
解
決
業
務
の

論 説
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認
証
制
度
」
が
そ
う
し
た
配
慮
と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
解
明
し
た
。

二
一
世
紀
の
日
本
社
会
に
お
い
て
は
、
社
会
の
複
雑
化
に
と
も
な
っ
て
、
ま
す
ま
す
多
様
な
紛
争
が
発
生
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
社
会
の
な
か
の
価
値
観
の
多
様
化
や
、
科
学
技
術
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
社
会
的
リ
ス
ク
の
増
大
、
そ
し
て
、
社
会
の
グ
ロ
ー

バ
ル
化
に
よ
る
紛
争
の
複
合
化
が
も
た
ら
す
、
こ
れ
ま
で
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
多
様
な
紛
争
に
、「
狭
義
の
司
法
」
と
、
そ
の

延
長
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
使
い
勝
手
の
悪
い
「
認
証
Ａ
Ｄ
Ｒ
」
と
に
よ
っ
て
対
処
し
て
い
く
こ
と
に
は
、
自
ず
と
限
界
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
多
様
な
紛
争
に
「
オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
」
の
解
決
を
与
え
る
こ
と
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
、
今
後
増
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

減
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
人
々
が
そ
う
し
た
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
よ
う
と
自
ら
動
き
出
し
て
い
る
と
き
に
、
そ
の
動
き
を
妨

げ
る
「
認
証
制
度
」
の
問
題
性
は
、
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
検
討
会
に
お

け
る
「
裁
判
外
の
紛
争
解
決
手
続
の
拡
充
・
活
性
化
を
図
る
た
め
の
諸
方
策
」
の
検
討
作
業
は
ほ
ぼ
終
わ
っ
て
い
る
。
も
は
や
「
認
証

制
度
」
の
存
在
を
一
応
の
前
提
と
し
た
う
え
で
、
次
善
の
策
と
し
て
、
そ
の
弊
害
を
で
き
る
か
ぎ
り
少
な
く
し
て
い
く
方
向
を
模
索
し

て
い
く
ほ
か
な
い
。

こ
の
点
、
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
「
認
証
制
度
」
の
弊
害
は
、
主
務
大
臣
の
監
督
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
が
と
り
わ
け
大
き
い
と

考
え
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
各
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
の
主
務
大
臣
と
し
て
は
、
認
証
を
与
え
る
か
ら
に
は
、
そ
の
業
務
の
効
率
性
や
手
続
の
適

正
性
に
つ
い
て
、
な
ん
ら
か
の
関
心
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
主
務
大
臣
が
特
別
の
意
図
を
も
っ
て
民
間
型
Ａ
Ｄ

Ｒ
の
業
務
に
介
入
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
ほ
ど
な
い
と
信
じ
た
い
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
業
務
の
柔
軟
性
と
多
様

性
が
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
生
命
の
核
心
部
分
に
属
し
て
い
る
以
上
、
主
務
大
臣
が
そ
の
監
督
権
限
を
通
じ
て
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
業
務
の
あ
り
方
に
口
出
し

し
て
く
る
こ
と
に
は
十
分
な
警
戒
が
必
要
で
あ
る
。
実
際
上
、
そ
う
し
た
「
介
入
」
に
対
抗
す
る
有
効
な
手
段
は
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関

の
側
に
は
用
意
さ
れ
て
い
な
い
。
可
能
な
方
策
と
し
て
は
、
市
民
団
体
や
業
界
団
体
が
主
体
と
な
っ
て
支
え
る
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
機
関
等

ＡＤＲの「共通的な制度基盤」整備の問題点
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が
、
主
務
大
臣
の
監
督
の
あ
り
方
つ
い
て
折
に
触
れ
て
異
議
申
立
し
て
い
く
と
い
っ
た
こ
と
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

と
は
い
え
、
主
務
大
臣
と
し
て
も
、
所
管
の
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
全
く
魅
力
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
望
む
わ
け
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
主
務
大
臣
も
そ
う
し
た
異
議
申
立
を
む
げ
に
退
け
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、

そ
う
し
た
異
議
申
立
等
の
努
力
を
通
じ
て
、
主
務
大
臣
等
に
よ
る
「
介
入
」
の
弊
害
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
し
、
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
今

後
ま
す
ま
す
増
大
す
る
多
様
な
紛
争
解
決
ニ
ー
ズ
に
応
え
、
さ
ら
に
発
展
し
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

（
１
）

本
稿
は
、
本
年
二
月
に
大
阪
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
の
欧
文
紀
要
に
執
筆
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
拙
稿
に
お
い
て
展
開
し
た
理
論
図
式

を
用
い
、
目
下
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
検
討
会
が
準
備
を
進
め
て
い
る
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
」（
仮
称
）
の
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
を

試
み
る
一
試
論
で
あ
る
。S

ee
m

y
article

:
Ju

stice
S

ystem
R

eform
in

Japan
.T

h
e

C
on

n
ection

betw
een

C
on

flict
M

an
age-

m
en

t
an

d
R

ealization
of

G
en

eral
R

u
les

of
L

aw
,

O
saka

U
n

iversity
L

aw
R

eview
,N

o.51,2004,pp.55

―76.

関
連
論
文
と

し
て
、
拙
稿
「
紛
争
処
理
と
法
の
一
般
性
の
両
立
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
―
司
法
制
度
を
考
え
る
視
点
―
」
法
哲
学
年
報
一
九
九
九
（
日
本
法

哲
学
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
三
一
―
一
四
一
頁
、
お
よ
び
、
拙
稿
「
紛
争
処
理
と
法
の
一
般
性
は
両
立
す
る
か
？
」
法
の
科
学
２８
号
（
民
主

主
義
科
学
者
協
会
法
律
部
会
、
一
九
九
九
年
）
一
五
七
―
一
七
二
頁
。
本
稿
で
は
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
設
置
前
後
に
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
関
す
る

議
論
の
流
れ
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
比
較
的
に
最
近
の
文
献
を
中
心
に
参
照
し
て
い
る
。
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
の
Ａ

Ｄ
Ｒ
検
討
会
に
お
け
る
検
討
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、
網
羅
的
な
文
献
の
検
討
は
で
き
な
か
っ
た
。

（
２
）

こ
う
し
た
検
討
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
当
時
の
経
済
団
体
連
合
会
（
現
・
日
本
経
済
団
体
連
合
会
）
の
影
響
の
も
と
に
設
立
さ

れ
た
二
一
世
紀
政
策
研
究
所
が
一
九
九
八
年
一
二
月
に
公
表
し
た
提
言
「
民
事
司
法
の
活
性
化
に
向
け
て
」
で
あ
ろ
う
。U

R
L

:h
ttp

://

w
w

w
.21ppi.org/japan

ese/th
esis/19981222/teigen

.pdf/
な
お
、
こ
れ
と
あ
わ
せ
て
、
同
研
究
所
が
二
〇
〇
一
年
一
月
に
公
表
し
た
提

言
「
民
事
司
法
改
革
へ
向
け
て
の
意
見
」
も
参
照
の
こ
と
。U

R
L

:h
ttp

://w
w

w
.21ppi.org/japan

ese/th
esis/200101/sh

ih
ou

.pdf/

（
３
）

九
〇
年
代
以
降
司
法
制
度
改
革
審
議
会
が
設
置
さ
れ
る
時
期
ま
で
の
わ
が
国
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
議
論
は
、
高
橋

裕
「
司
法
改
革
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
位
置
」
法
と
政
治
五
一
巻
一
号
（
関
西
学
院
大
学
法
政
学
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
三
六
三
―
四
一
六
頁

（
と
く
に
三
八
〇
頁
以
下
）
に
詳
し
い
。
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（
４
）

司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
審
議
概
要
等
は
、
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。U

R
L

:h
ttp

://w
w

w
.kan

tei.go.jp/jp/sih
ou

seido/in
dex.h

tm
l/

本
文
中
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
同
審
議
会
に
よ
る
「
司
法
制
度
改

革
審
議
会
意
見
書
」
は
、
そ
れ
以
降
の
改
革
法
制
検
討
の
基
本
方
針
と
な
っ
て
い
る
。U

R
L

:h
ttp

://w
w

w
.kan

tei.go.jp/jp/

sih
ou

seido/report/iken
syo/in

dex.h
tm

l/

（
５
）

司
法
制
度
改
革
に
関
連
し
て
す
で
に
成
立
し
て
い
る
法
令
等
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照：

h
ttp

://w
w

w
.kan

tei.go.jp/jp/sin
gi/

sih
ou

/h
ou

rei/in
dex.h

tm
l/

さ
ら
に
、
平
成
一
六
年
度
（
第
一
五
九
回
国
会
）
に
提
出
さ
れ
た
法
案
に
つ
い
て
は
以
下
の
と
お
り:h

ttp
:

//w
w

w
.kan

tei.go.jp/jp/sin
gi/sih

ou
/h

ou
an

/16in
dex.h

tm
l/

（
６
）

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
に
お
け
る
検
討
会
の
開
催
は
平
成
一
三
年
一
二
月
一
七
日
（
知
的
財
産
訴
訟
検
討
会
に
つ
い
て
は
平
成
一
四

年
一
〇
月
二
日
）
に
決
定
さ
れ
、
具
体
的
な
法
制
化
等
の
検
討
は
、
一
一
の
検
討
会
に
分
か
れ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
検
討

会
も
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
検
討
会
の
議
事
概
要
、
配
付
資
料
等
も
、
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
る
。U

R
L

:h
ttp

://w
w

w
.kan

tei.go.jp/jp/sin
gi/sih

ou
/ken

tou
kai/03adr.h

tm
l/

（
７
）

こ
う
し
た
考
え
方
の
代
表
と
し
て
、
た
と
え
ば
佐
藤
幸
治
『
日
本
国
憲
法
と
「
法
の
支
配
」』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
二
年
）
六
四
頁
以
下
。

（
８
）

「
私
的
自
治
」
が
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
基
本
原
理
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
廣
田
尚
久
『
民
事
調
停
制
度
改
革
論
』
信
山
社
（
二
〇

〇
一
年
）
七
八
頁
以
下
。
関
連
す
る
論
文
と
し
て
、
同
「
紛
争
解
決
手
段
と
し
て
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
―
訴
訟
と
の
比
較
を
通
じ
て
―
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

一
二
〇
七
号
（
二
〇
〇
一
年
九
月
）
一
九
―
二
五
頁
、
お
よ
び
、
同
「『
和
解
仲
裁
所
』
の
構
想
に
つ
い
て
」
小
島
武
司
編
『
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
実

際
と
理
論
�
』
中
央
大
学
出
版
部
（
二
〇
〇
三
年
）
六
四
―
七
九
頁
（
と
く
に
六
四
―
七
〇
頁
）。
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
目
的
論
に
つ
い
て
は
、
山
田

文
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
―
裁
判
外
の
紛
争
処
理
機
関
―
」
和
田
仁
孝
／
太
田
勝
造
／
阿
部
昌
樹
編
『
交
渉
と
紛
争
処
理
』
日
本
評
論
社
（
二
〇
〇
二

年
）
六
二
―
八
五
頁
（
と
く
に
六
九
頁
以
下
）。

（
９
）

「
狭
義
の
司
法
」
の
抱
え
る
ア
ポ
リ
ア
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
機
能
拡
充
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
法
化
」、「
非
�
法
化
」、「
反
�
法
化
」
と
い
う

分
析
図
式
を
立
て
て
検
討
す
る
興
味
深
い
論
考
と
し
て
、
田
中
成
明
『
現
代
社
会
と
裁
判
―
民
事
訴
訟
の
位
置
と
役
割
―
』
弘
文
堂
（
一
九

九
六
年
）
九
八
―
一
六
三
頁
（
第
三
章
）。

（
１０
）

S
ee

m
y

article
:

Ju
stice

S
ystem

R
eform

in
Japan

,op.cit.,pp.58
―59.

も
っ
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
含
意
に
つ
い
て
は
、
問

題
意
識
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
、
若
干
の
修
正
が
施
さ
れ
て
い
る
。

ＡＤＲの「共通的な制度基盤」整備の問題点
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（
１１
）

V
gl.N

.L
u

h
m

an
n

,
A

u
sd

ifferen
zieru

n
g

d
es

R
ech

ts
:

B
eiträge

zu
r

R
ech

tssoziologie
u

n
d

R
ech

tsth
eorie,

F
ran

kfu
rt

am
M

ain
(S

u
h

rkam
p)

1981,S
.92ff.

（
１２
）

「
適
切
な
紛
争
解
決
」
と
「
法
規
の
整
合
的
な
解
釈
適
用
」
の
あ
い
だ
の
ア
ポ
リ
ア
に
つ
い
て
は
、
兼
子
一
「
民
事
訴
訟
の
出
発
点
に

立
返
つ
て
」
法
学
協
会
雑
誌
六
五
巻
二
号
（
一
九
四
七
年
）
以
来
、
一
貫
し
て
訴
訟
目
的
論
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

（
１３
）

た
と
え
ば
、
伊
藤
眞
『
民
事
訴
訟
法
〔
第
三
版
〕』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
四
年
）
四
六
三
頁
以
下
、
新
堂
幸
司
『
新
民
事
訴
訟
法
』
弘
文
堂

（
一
九
九
八
年
）
五
七
四
頁
以
下
や
、
高
橋
宏
志
『
重
点
講
義
民
事
訴
訟
法
（
新
版
）』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
〇
年
）
五
〇
二
頁
以
下
な
ど
を

参
照
。

（
１４
）

こ
の
点
、
ル
ー
マ
ン
は
『
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
』
の
な
か
で
コ
ン
フ
リ
ク
ト
概
念
に
つ
い
て
か
な
り
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
コ
ン
フ
リ
ク
ト
は
「
矛
盾
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
自
立
化
す
る
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
」（N

.L
u

h
m

an
n

,
S

oziale

S
ystem

e
:

G
ru

n
d

riss
ein

er
allgem

ein
en

T
h

eorie,F
ran

kfu
rt

am
M

ain
[S

u
h

rkam
p]

1984,S
.530f.

佐
藤
勉
監
訳
『
社
会

シ
ス
テ
ム
理
論
（
下
）』
恒
星
社
厚
生
閣
﹇
一
九
九
五
年
﹈
七
〇
八
頁
以
下
）
と
さ
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
動
態
の
中
で
常
に
変
化

す
る
ひ
と
つ
の
特
殊
な
「
社
会
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
コ
ン
フ
リ
ク
ト
は
、
期
待
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
相
手
に
よ
っ
て
拒
絶
さ
れ
、
そ
れ
が
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
く
る
場
合
、
と
り
わ
け
そ
う
し
た
「
拒
絶
」
の
や
り
取
り
が
複
合
化
し
て

い
く
場
合
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
拡
散
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
高
度
に
統
合
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
社

会
学
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト
概
念
が
、
法
学
が
関
心
を
も
つ
紛
争
に
そ
の
ま
ま
対
応
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
基
本
的
な
構
造
は
同
様
で
あ
る
。

た
だ
し
、
紛
争
の
拡
大
再
生
産
は
必
ず
し
も
「
矛
盾
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
よ
り
小
さ
な
「
す
れ
違
い
」
か
ら
生

ず
る
場
合
の
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
な
お
、「
社
会
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
の
紛
争
概
念
は
比
較
的
に
以
前
か
ら
見
い
だ
さ
れ
る
。
た
と

え
ば
川
島
武
宜
「
紛
争
解
決
と
法
的
制
御
」
同
編
集
『
法
社
会
学
講
座
５
』
岩
波
書
店
（
一
九
七
二
年
）
一
二
頁
以
下
、
同
「
争
い
と
そ
の

処
理
」『
川
島
武
宜
著
作
集
・
第
三
巻
』
岩
波
書
店
（
一
九
八
二
年
）
一
六
一
頁
以
下
な
ど
。

（
１５
）

以
上
に
つ
い
て
は
、
別
の
観
点
か
ら
の
説
明
で
あ
る
が
、
和
田
安
弘
「
ト
ラ
ブ
ル
の
展
開
―
紛
争
の
展
開
過
程
―
」
前
掲
『
交
渉
と
紛

争
処
理
』
二
七
―
四
二
頁
が
示
唆
に
富
む
。

（
１６
）

拙
稿
「『
秩
序
』
と
し
て
の
紛
争
」『
自
由
と
正
義
の
法
理
念
―
三
島
淑
臣
教
授
古
稀
祝
賀
』
成
文
堂
（
二
〇
〇
三
年
）
四
三
〇
頁
以
下

を
参
照
。

論 説
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（
１７
）

以
上
の
紛
争
解
決
観
に
つ
い
て
は
、
若
干
観
点
を
異
に
す
る
が
、
和
田
仁
孝
「
交
渉
と
合
意
」
前
掲
『
交
渉
と
紛
争
処
理
』
一
〇
―
二

六
頁
（
と
く
に
一
五
頁
以
下
）。

（
１８
）

「
狭
義
の
司
法
」
が
「
紛
争
を
判
決
に
よ
っ
て
終
結
さ
せ
る
」
と
い
う
意
味
で
の
「
紛
争
解
決
」
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
し
て
も
、

そ
れ
が
実
際
に
紛
争
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
紛
争
の
「
法
的
解
決
」
に
は
独
自
の
法
社
会
学
的

意
味
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「『
秩
序
』
と
し
て
の
紛
争
」
四
三
八
頁
を
参
照
。

（
１９
）

A
s

to
th

e
separate

treatm
en

t
of

con
flicts

by
th

e
Ju

stice
S

ystem
,see

m
y

article
:

Ju
stice

S
ystem

R
eform

in
Ja-

pan
,op.cit.,pp.68

―76.

（
２０
）

S
ieh

e
dazu

N
.L

u
h

m
an

n
,

S
oziale

S
ystem

e,a.a.O
.,S

.532
ff.

邦
訳
七
一
一
頁
以
下
。

（
２１
）

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ル
ー
マ
ン
は
「
矛
盾
の
機
能
」
と
い
う
形
で
論
じ
て
い
る
。S

ieh
e

dazu
N

.L
u

h
m

an
n

,
S

oziale
S

ystem
e,

eben
da,S

.501ff.

邦
訳
六
七
三
頁
以
下
。

（
２２
）

こ
の
よ
う
に
紛
争
を
肯
定
的
に
と
ら
え
る
見
方
は
、
社
会
学
の
領
域
で
は
か
な
り
古
く
か
ら
見
ら
れ
る
。S

ieh
e

dazu
G

eorg

S
im

m
el,

S
oziologie.

U
n

tersu
ch

u
n

gen
ü

ber
d

ie
F

orm
en

d
er

V
ergesellsch

aftu
n

g,
G

esam
tau

sgabe
B

an
d

II,
F

ran
kfu

rt

am
M

ain
(S

u
h

rkam
p)

1992,S
.284ff.

居
安
正
訳
『
社
会
学
―
社
会
化
の
諸
形
式
に
つ
い
て
の
研
究
（
上
巻
）』
白
水
社
（
一
九
九
四

年
）
二
六
二
頁
以
下
。

（
２３
）

A
s

to
th

e
con

flict
m

an
agem

en
t,see

m
y

article
:

Ju
stice

S
ystem

R
eform

in
Japan

,op.cit.,p.65.

（
２４
）

法
は
、
シ
ン
ボ
ル
に
よ
っ
て
一
般
化
さ
れ
た
メ
デ
ィ
ア
の
一
種
と
し
て
も
理
解
さ
れ
う
る
。S

ieh
e

dazu
N

.L
u

h
m

an
n

,
D

as

R
ech

t
d

er
G

esellsch
aft,F

ran
kfu

rt
am

M
ain

1993,S
.193f.,255f.

馬
場
靖
雄
／
上
村
隆
広
／
江
口
厚
仁
訳
『
社
会
の
法
１
』
法

政
大
学
出
版
局
（
二
〇
〇
三
年
）
二
〇
九
頁
お
よ
び
二
七
七
頁
以
下
。S

ieh
e

zu
der

sym
bolisch

gen
eralisierten

K
om

m
u

n
ika-

tion
sm

edien
,N

.L
u

h
m

an
n

,
S

oziale
S

ystem
e,a.a.O

.,S
.205f.

邦
訳
二
三
二
頁
以
下
。

（
２５
）

「
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
」
も
ま
た
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
多
様
性
を
前
提
と
し
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、「
意
見
書
」
�
―
第
一
―
８
「
裁
判
外
の
紛
争
解
決
手
段
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
の
拡
充
・
活
性
化
」
�
を
参
照
。U

R
L

:h
ttp

://w
w

w
.

kan
tei.go.jp/jp/sih

ou
seido/report/iken

syo/iken
-2.h

tm
l/

同
様
に
、
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
検
討
会
も
ま
た
、
理
念
と

し
て
は
こ
れ
を
前
提
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。U

R
L

:h
ttp

://w
w

w
.kan

tei.go.jp/jp/sin
gi/sih

ou
/pc/0729adr/1.pdf/

Ａ
Ｄ
Ｒ
の

ＡＤＲの「共通的な制度基盤」整備の問題点
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多
様
性
に
つ
い
て
は
、
山
田
文
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
可
能
性
―
正
義
の
多
元
化
・
豊
饒
化
の
契
機
と
し
て
―
月
刊
司
法
改
革
二
〇
〇
〇
年
四
月
号
二

六
頁
以
下
。

（
２６
）

Ａ
Ｄ
Ｒ
の
機
能
の
一
般
的
説
明
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
小
島
武
司
『
Ａ
Ｄ
Ｒ
・
仲
裁
法
教
室
』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
一
年
）
一
七
頁
以
下
。

（
２７
）

「
狭
義
の
司
法
」
に
よ
る
紛
争
解
決
と
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
よ
る
紛
争
解
決
の
関
係
を
図
示
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
裁
判
に

よ
る
紛
争
解
決
と
裁
判
外
紛
争
解
決
と
の
い
ず
れ
に
も
固
有
の
紛
争
解
決
領
域
が
あ
り
、
両
者
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
は
一
部
分
に
過
ぎ

な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
の
が
、
こ
の
図
式
の
特
色
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
と
異
な
る
図
式
と
し
て
、
小
島
武
司
教
授
の
「
正
義
の
総

合
シ
ス
テ
ム
」
が
あ
る
。「
正
義
の
総
合
シ
ス
テ
ム
」
は
、
裁
判
に
よ
る
紛
争
解
決
を
中
心
と
し
、
外
側
に
行
け
ば
行
く
ほ
ど
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ル
な
紛
争
解
決
方
式
に
広
が
っ
て
い
く
「
同
心
円
モ
デ
ル
」
と
し
て
、
両
者
の
関
係
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
小
島
教
授
の
関
心
は
、

中
心
で
あ
る
裁
判
が
周
辺
で
あ
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
対
し
て
も
た
ら
す
「
波
及
効
果
」
と
、
周
辺
に
あ
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
中
心
で
あ
る
裁
判
に
対
し
て
も

た
ら
す
「
汲
み
上
げ
効
果
」
の
分
析
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
紛
争
解
決
の
中
心
に
裁
判
に
よ
る
紛
争
解
決

が
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
裁
判
と
裁
判
外
紛
争
解
決
と
が
相
互
に
影
響
を
与
え
あ
う
と
い
う
言

い
方
を
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
正
義
の
総
合
シ
ス
テ
ム
」
の
図
式
は
、
裁
判
の
延
長
上
に
は
な
い
裁
判
外
紛
争

解
決
の
固
有
領
域
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
点
で
、
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
裁
判
外
紛
争
解
決
の
う
ち
で
、
裁
判

の
延
長
上
に
あ
る
と
い
え
る
の
は
、
拙
稿
本
文
中
の
分
類
に
し
た
が
え
ば
、
仲
裁
的
関
与
と
調
停
的
関
与
の
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
。「
正

義
の
総
合
シ
ス
テ
ム
」
に
つ
い
て
は
、
小
島
武
司
「
正
義
の
総
合
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る
―
マ
ク
ロ
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
試
論
―
」
民
商
法
雑
誌

七
八
巻
臨
時
増
刊
号
３
（
一
九
七
八
年
）
一
―
一
七
頁
。「
正
義
の
総
合
シ
ス
テ
ム
」
に
つ
い
て
の
最
近
の
議
論
は
、
た
と
え
ば
同
『
裁
判

外
紛
争
処
理
と
法
の
支
配
』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
〇
年
）
六
頁
以
下
お
よ
び
一
八
六
頁
以
下
。

（
２８
）

そ
の
ほ
か
の
分
類
の
視
点
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
前
掲
小
島
武
司
『
Ａ
Ｄ
Ｒ
・
仲
裁
法
教
室
』
四
六
頁
以
下
、
お
よ
び
、
前
掲
山
田
文

「
Ａ
Ｄ
Ｒ
―
裁
判
外
の
紛
争
処
理
機
関
―
」
六
六
頁
以
下
。

（
２９
）

紛
争
へ
の
予
防
的
関
与
は
、
こ
れ
ま
で
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
役
割
と
し
て
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
専
門
Ａ
Ｄ
Ｒ
な
ど
が
常
時
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
的
に
当
事
者
と
関
わ
り
を
持
つ
場
合
に
は
、
か
な
り
重
要
と
な
っ
て
く
る
関
与
の
あ
り
方
で
あ
る
。
実
際
、
社
団
法
人
国
際

商
事
仲
裁
協
会
な
ど
は
「
商
事
紛
争
の
処
理
お
よ
び
未
然
防
止
に
関
す
る
普
及
お
よ
び
啓
発
」
と
い
っ
た
こ
と
も
行
っ
て
お
り
、
表
に
現
れ

な
い
と
こ
ろ
で
そ
れ
は
す
で
に
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
重
要
な
機
能
と
な
り
始
め
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
小
林
正
浩
「（
社
）
国
際
商
事
仲
裁
協

論 説

（阪大法学）５４（３―９８）７４２〔２００４．９〕



会
に
お
け
る
実
情
と
課
題
」
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
〇
七
号
八
八
頁
。
さ
ら
に
、
各
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ

ト
等
を
利
用
し
て
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
紛
争
の
未
然
防
止
が
可
及
的
に
図
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
期
待
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
と
各
消
費
者
セ
ン
タ
ー
を
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
結
ん
で
、
消
費
者
行
政
に
関
す
る
情
報
や
全
国
レ
ベ
ル
の

消
費
生
活
相
談
情
報
な
ど
の
各
種
生
活
情
報
を
収
集
し
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
て
い
るP

IO
-N

E
T
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全
国
消
費
生
活
相
談
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ

ム)

に
は
、
紛
争
の
未
然
防
止
が
そ
の
役
割
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。
以
上
に
つ

い
て
、
佐
藤
鉄
男
／
吉
田
史
晴
／
橋
本
誠
志
「
司
法
制
度
改
革
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
」
前
掲

『
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
実
際
と
理
論
�
』
三
八
頁
以
下
。

（
３０
）

こ
の
よ
う
な
関
与
の
あ
り
方
は
、
実
際
上
「
苦
情
相
談
」
の
か
な
り
の
部
分
を

占
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の
場
合
に
つ
い
て
、

角
田
真
理
子
「
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
消
費
者
相
談
の
現
状
と
課
題
」
前
掲

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
〇
七
号
八
四
―
八
七
頁
、
ま
た
、
消
費
生
活
用
製
品
Ｐ
Ｌ
セ
ン
タ

ー
の
場
合
に
つ
い
て
、
三
枝
繁
雄
「
製
造
物
責
任
関
連
の
紛
争
処
理
の
現
状
と
課

題
」
前
掲
『
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
実
際
と
理
論
�
』
一
九
五
―
二
二
六
頁
（
と
く
に
二
〇
一
頁

以
下
）
を
参
照
。

（
３１
）

「
狭
義
の
司
法
」
は
「
事
後
収
拾
的
関
与
」
に
特
化
さ
れ
た
紛
争
解
決
の
あ
り

方
で
あ
り
、
そ
れ
が
か
な
り
の
程
度
実
効
的
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
う
余
地
は

な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
佐
藤
彰
一
「
裁
判
は
何
の
た
め
に
あ
る

か
」
前
掲
『
交
渉
と
紛
争
処
理
』
一
〇
五
―
一
三
五
頁
（
と
く
に
一
〇
六
頁
）。

（
３２
）

す
で
に
確
認
し
て
い
る
よ
う
に
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
「
狭
義
の
司
法
」
と
は
異
な
る
制

度
的
特
質
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
「
事
後
収
拾
的
関
与
」
の
場
合
に
も

Ａ
Ｄ
Ｒ
の
利
用
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
高
い
の
で
あ
る
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
制
度
的
特
質
に
つ

い
て
は
、
た
と
え
ば
前
掲
小
島
武
司
『
Ａ
Ｄ
Ｒ
・
仲
裁
法
教
室
』
七
頁
以
下
。

裁判外紛争解決の
固有領域

�
紛争の特性に応じ
た処理

裁判外紛争解決

裁判と裁判外紛争
解決との共通領域

裁判による紛争解決

裁判に固有の
紛争解決領域

�
法律上の争訟

ＡＤＲの「共通的な制度基盤」整備の問題点

（阪大法学）５４（３―９９）７４３〔２００４．９〕



（
３３
）

心
理
面
で
の
勘
所
を
押
さ
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
紛
争
そ
れ
自
体
が
解
決
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
廣
田
尚
久
『
紛
争
解
決
学

〔
新
版
〕』
信
山
社
（
二
〇
〇
二
年
）
六
二
頁
以
下
を
参
照
。

（
３４
）

本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
医
療
過
誤
紛
争
や
い
じ
め
に
よ
る
被
害
の
よ
う
な
事
案
が
持
ち
込
ま
れ
る
場
合
、
往
々
に
し
て
最
初
に
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
依
頼
人
の
心
理
面
で
の
安
定
を
回
復
さ
せ
、
冷
静
に
問
題
を
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
依
頼
人
の
個
性
に
も
よ
る
だ
ろ
う
が
、
倒
産
や
解
雇
の
よ
う
に
依
頼
人
の
人
格
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
関
わ
る
よ
う
な
案
件
の

場
合
に
も
、
心
理
な
い
し
社
会
生
活
面
で
の
ケ
ア
が
必
要
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
行
う
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
生
活
指
導
が
中
心
で
、

心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
は
業
務
内
容
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
よ
る
多
重
債
務
者
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
つ
い

て
、
坂
本
佶
三
「（
財
）
日
本
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
協
会
に
お
け
る
現
状
と
課
題
」
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
〇
七
号
、
九
五
―
九

九
頁
。

（
３５
）

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
苦
情
相
談
等
の
利
用
が
非
常
に
多
い
状
況
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
前
掲
小
島
武
司
『
裁
判
外
紛
争
処

理
と
法
の
支
配
』
一
二
二
頁
以
下
。
こ
の
点
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
のP

IO
-N

E
T

に
寄
せ
ら
れ
た
二
〇
〇
二
年
度
の
消
費
生
活
相
談
件
数

は
八
三
二
、
六
四
四
件
で
あ
っ
た
。
消
費
生
活
年
報
二
〇
〇
三
年
度
版
概
要
を
参
照
。U

R
L

:h
ttp

://w
w

w
.koku

sen
.go.jp/pdf/n

-

20031003_3.pdf/

（
３６
）

調
停
の
技
法
の
包
括
的
な
見
取
り
図
に
つ
い
て
は
、
井
上
治
典
／
佐
藤
彰
一
共
編
『
現
代
調
停
の
技
法
』
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
（
一
九
九

九
年
）。
と
く
に
同
書
三
―
八
二
頁
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
本
文
を
参
照
。

（
３７
）

民
事
調
停
の
新
受
件
数
は
、
平
成
一
四
年
度
の
も
の
で
四
八
九
、
九
五
五
件
と
大
変
に
多
い
。
こ
の
数
字
が
民
事
調
停
の
使
い
や
す
さ

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
か
、
日
本
人
特
有
の
「
お
上
」
意
識
に
よ
る
の
か
は
別
途
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
民
事
訴
訟
の

新
受
件
数
（
五
四
四
、
〇
〇
八
件
）
と
見
劣
り
し
な
い
数
字
で
あ
る
こ
と
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
状
況

で
あ
る
た
め
に
、
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
発
展
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
統
計
上
の
数
字
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
司
法
統
計
年
報
の
サ
イ
ト
を
参
照
。U

R
L

:h
ttp

://cou
rtdom

in
o2.cou

rts.go.jp/tokei_y.n
sf/view
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民
事
調
停
等
が
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
発
展
を
阻
害

し
て
い
る
と
い
う
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
廣
田
尚
久
「『
和
解
仲
裁
所
』
の
構
想
に
つ
い
て
」
六
七
頁
以
下
。

（
３８
）

Ａ
Ｄ
Ｒ
に
お
け
る
調
停
的
関
与
の
具
体
的
技
法
に
つ
い
て
は
、
レ
ビ
ン
小
林
久
子
『
調
停
者
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
―
調
停
の
理
念
と
技
法

論 説

（阪大法学）５４（３―１００）７４４〔２００４．９〕



―
』
信
山
社
（
一
九
九
八
年
）
が
興
味
深
い
。

（
３９
）

「
ア
ド
ホ
ッ
ク
仲
裁
」
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
前
掲
廣
田
尚
久
『
民
事
調
停
制
度
改
革
論
』
一
七
頁
な
ど
を
参
照
。

（
４０
）

た
と
え
ば
、
土
地
を
利
用
し
た
い
敷
地
所
有
者
と
、
当
該
借
地
上
に
建
物
を
所
有
す
る
借
地
人
と
の
利
害
が
深
刻
に
対
立
し
て
い
る
場

合
に
、
仲
裁
人
が
「
高
層
ビ
ル
を
建
て
て
借
地
人
も
そ
こ
に
入
居
す
る
こ
と
を
み
と
め
る
」
と
い
う
仲
裁
案
を
出
せ
ば
、
当
事
者
双
方
に
満

足
の
い
く
解
決
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
解
決
は
裁
判
で
は
実
現
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
「
ウ
ィ
ン
・
ウ
ィ
ン
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ

ン
」
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
太
田
勝
造
「
仲
裁
セ
ン
タ
ー
の
一
事
例
―
ウ
ィ
ン
・
ウ
ィ
ン
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
―
」
第
二
東
京
弁
護
士
会

編
『
弁
護
士
会
仲
裁
の
現
状
と
展
望
』
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
（
一
九
九
七
年
）
五
頁
以
下
、
お
よ
び
、
前
掲
小
島
武
司
『
Ａ
Ｄ
Ｒ
・
仲
裁
法
教

室
』
八
〇
頁
以
下
。

（
４１
）

仲
裁
を
規
律
す
る
法
規
は
、
こ
れ
ま
で
旧
民
事
訴
訟
法
の
一
部
が
残
さ
れ
た
「
公
示
催
告
手
続
及
ビ
仲
裁
手
続
ニ
関
ス
ル
法
律
」
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
の
仲
裁
検
討
会
に
お
い
て
新
法
制
の
検
討
が
進
め
ら
れ
、
す
で
に
昨
年
度
の
う
ち
に

新
「
仲
裁
法
」
が
制
定
さ
れ
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）、
今
年
三
月
一
日
に
施
行
さ
れ
て
い
る
。
仲
裁
検
討
会
で
の
議
論
の
概

要
等
も
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
。U

R
L

:h
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gi/sih
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（
４２
）

Ａ
Ｄ
Ｒ
に
お
け
る
仲
裁
と
調
停
の
手
続
は
実
際
上
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
（
い
わ
ゆ
る
「
ミ
ー
ダ
ブ
」）。
ま
た
、
当
事

者
の
一
方
の
み
「
第
三
者
」
と
仲
裁
契
約
を
交
わ
す
「
片
面
的
仲
裁
」
も
、
調
停
と
仲
裁
の
中
間
的
形
態
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
仲
裁
人
が
当
事
者
双
方
か
ら
提
示
さ
れ
た
和
解
案
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
と
い
う
「
フ
ァ
イ
ナ
ル
・
オ
フ
ァ
ー
・
ア
ー
ビ
ト
レ

ー
シ
ョ
ン
」
も
大
変
興
味
深
い
紛
争
解
決
手
法
と
評
価
で
き
る
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
柔
軟
な
手
続
設
計
が
可
能
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
当
事
者
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
「
オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
」
の
解
決
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
よ
う
な
工
夫
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
前
掲
小
島
武
司
「
司
法
制
度
改
革
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
」
一
五
頁
。
だ
が

他
方
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
よ
る
調
停
が
原
則
と
し
て
そ
れ
自
体
で
は
執
行
力
を
と
も
な
わ
な
い
「
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
」
な
紛
争
解
決
（
本
文
で
後
述

す
る
よ
う
に
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
調
停
手
続
に
よ
る
和
解
へ
の
執
行
力
の
付
与
も
検
討
さ
れ
て
お
り
注
意
を
要
す
る
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
仲
裁

は
そ
の
裁
定
に
は
執
行
力
が
と
も
な
う
、
裁
判
類
似
の
「
フ
ォ
ー
マ
ル
」
な
手
続
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
者
を
渾
然
一
体
と
し
て
扱
う
こ

と
に
対
し
て
は
、
批
判
的
な
見
解
も
あ
る
。
た
と
え
ば
早
川
吉
尚
「
わ
が
国
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
問
題
点
」
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
〇
七
号
三
五
―

ＡＤＲの「共通的な制度基盤」整備の問題点

（阪大法学）５４（３―１０１）７４５〔２００４．９〕



四
一
頁
を
参
照
。

（
４３
）

裁
判
官
や
弁
護
士
と
い
っ
た
法
律
専
門
家
以
外
の
関
与
を
認
め
て
い
く
こ
と
を
「
デ
ィ
プ
ロ
ッ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
」
と
い

う
。
こ
れ
は
、
仲
介
す
る
「
第
三
者
」
の
常
識
的
な
バ
ラ
ン
ス
感
覚
な
ど
が
紛
争
解
決
に
反
映
さ
れ
る
点
で
評
価
で
き
る
が
、
無
制
限
に
こ

れ
を
認
め
る
こ
と
に
は
批
判
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
は
、
紛
争
解
決
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
法
律
家
と
非
法
律
家
と
の
役
割
分
担
の

問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
前
掲
小
島
武
司
『
Ａ
Ｄ
Ｒ
・
仲
裁
法
教
室
』
八
―
九
頁
。

（
４４
）

た
と
え
ば
、
大
阪
地
裁
の
民
事
一
七
部
と
一
九
部
に
は
「
医
療
集
中
部
」
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
合
理
的
な
鑑
定
方
法
等
の
工
夫
を
通

じ
て
、
医
療
過
誤
訴
訟
の
迅
速
化
・
適
正
化
を
実
現
し
て
い
る
。
そ
こ
で
の
実
務
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
茂
美
『
医
事
関
係
訴
訟
の
実
務
』

新
日
本
法
規
出
版
（
二
〇
〇
二
年
）
に
詳
し
い
。
さ
ら
に
、
大
坂
地
裁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
「
医
療
集
中
部
」
の
業
務
の
一
端
を
垣
間

見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。U

R
L

:h
ttp

://cou
rtdom

in
o2.cou

rts.go.jp/K
_in

tro.n
sf/678119cba3b9dfd649256b13000c54bc/9

db07506f62513e049256c99000f6a2e?O
pen

D
ocu

m
en

t/

（
４５
）

目
下
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
化
の
背
景
に
あ
る
の
が
、
こ
の
よ
う
な
専
門
家
的
関
与
へ
の
社
会
的
ニ
ー
ズ
の
増
大
で
あ
る
と
す
る
見
解
と
し
て
、
前

掲
高
橋
裕
「
司
法
改
革
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
位
置
」
四
〇
二
頁
以
下
を
参
照
。

（
４６
）

こ
う
し
た
考
え
方
は
田
中
成
明
教
授
の
「
多
元
的
調
整
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
い
う
考
え
方
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
田
中
成
明
『
転
換
期
の
日
本
法
』
岩
波
書
店
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
二
五
―
一
五
二
頁
（
第
四
章
）
を
参
照
。

（
４７
）

た
と
え
ば
、
前
掲
小
島
武
司
『
裁
判
外
紛
争
処
理
と
法
の
支
配
』
七
五
―
七
六
頁
。
小
島
教
授
は
「
紛
争
処
理
機
関
は
、
い
た
ず
ら
に

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
リ
テ
ィ
の
方
向
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
事
件
の
特
性
に
応
じ
て
適
切
な
方
法
を
選
択
す
る
と
い
う
態
度
を
堅
持
し
て
紛
争

処
理
に
あ
た
る
べ
き
」
と
主
張
さ
れ
る
が
、
同
箇
所
で
自
ら
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、「
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
リ
テ
ィ
の
高
い
紛
争
解
決
方

法
ほ
ど
よ
く
用
い
ら
れ
て
」
い
る
と
い
う
こ
と
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。

（
４８
）

様
々
な
紛
争
と
そ
う
し
た
紛
争
に
あ
わ
せ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
各
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
守
屋
明
「
様
々
な
紛

争
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
」
前
掲
『
交
渉
と
紛
争
処
理
』
八
六
―
一
〇
四
頁
、
お
よ
び
、
大
川
宏
／
田
中
圭
子
／
本
山
信
二
郎
編
『
Ａ
Ｄ
Ｒ
活
用
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク：

相
談
・
紛
争
解
決
機
関
ガ
イ
ド
』
三
省
堂
（
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
４９
）

Ａ
Ｄ
Ｒ
の
多
様
な
あ
り
方
を
認
め
つ
つ
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
裁
判
制
度
と
の
有
機
的
な
結
び
つ
き
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
最
近
の
論
文
と
し

て
、
守
屋
明
「
多
元
化
す
る
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
権
利
の
生
成
に
つ
い
て
―
非
法
化
的
権
利
生
成
の
意
義
づ
け
に
関
す
る
試
論
的

論 説

（阪大法学）５４（３―１０２）７４６〔２００４．９〕



考
察
―
」
田
中
成
明
編
『
現
代
法
の
展
望：

自
己
決
定
の
諸
相
』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
四
年
）
二
一
三
―
二
五
二
頁
。
守
屋
教
授
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ

手
続
を
「
裁
判
補
完
的
Ａ
Ｄ
Ｒ
」
と
「
市
民
応
答
的
Ａ
Ｄ
Ｒ
」
と
に
区
分
し
、
さ
ら
に
、
正
当
性
基
準
へ
の
関
心
、
法
・
権
利
へ
の
関
心
、

第
三
者
へ
の
期
待
と
い
う
三
つ
の
軸
を
用
い
て
立
体
図
式
を
立
て
、
そ
の
図
式
の
な
か
で
濃
淡
様
々
な
権
利
が
生
成
し
て
く
る
あ
り
方
を
分

析
し
て
お
ら
れ
る
。
本
稿
の
議
論
は
、
守
屋
教
授
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
市
民
応
答
的
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
よ
り
適
合
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
の
趣
旨
は
、
そ
の
よ
う
な
区
別
を
も
含
め
て
多
様
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
一
律
に
取
り
扱
お
う
と
す
る
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
共
通

的
な
制
度
基
盤
」
の
議
論
を
批
判
的
に
検
討
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
り
、
と
く
に
「
市
民
応
答
的
Ａ
Ｄ
Ｒ
」
の
み
に
関
す
る
議
論
を
展

開
し
て
い
る
つ
も
り
で
は
な
い
。

（
５０
）

前
掲
「
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
」
�
―
第
一
―
８
「
裁
判
外
の
紛
争
解
決
手
段
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
の
拡
充
・
活
性
化
」
�
を
参
照
。

（
５１
）

同
前
「
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
」
�
―
第
一
―
８
「
裁
判
外
の
紛
争
解
決
手
段
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
の
拡
充
・
活
性
化
」
�
を
参
照
。

（
５２
）

諸
外
国
と
比
較
し
て
の
わ
が
国
で
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
利
用
状
況
に
つ
い
て
は
、
デ
ー
タ
が
若
干
古
い
が
、
た
と
え
ば
Ａ
Ｄ
Ｒ
検
討
会
第
一
回
会

合
配
付
資
料
一
―
二
―
�
「
主
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
利
用
状
況
（
諸
外
国
比
較
）」
を
参
照
。U

R
L

:
h

ttp
://w

w
w

.kan
tei.go.jp/jp/sin

gi/

sih
ou

/ken
tou

kai/adr/dai1/1siryou
1_2_08.h

tm
l/

（
５３
）

Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
は
、
設
立
主
体
に
応
じ
て
「
司
法
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
」、「
行
政
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
」、「
民
間
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
」
の
三
種
類
に
大
別
さ
れ
る
。
こ

の
点
に
つ
き
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
検
討
会
第
一
回
会
合
配
付
資
料
一
―
二
―
�
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
分
類
（
例
）」
な
ど
を
参
照
。
設
立
主
体
に
よ
る
さ
ら
に

詳
細
な
分
類
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
小
島
武
司
／
伊
藤
眞
編
『
裁
判
外
紛
争
処
理
法
』
有
斐
閣
（
一
九
九
八
年
）
一
二
頁
、
お
よ
び
、

前
掲
小
島
『
Ａ
Ｄ
Ｒ
・
仲
裁
法
教
室
』
四
七
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

（
５４
）

た
と
え
ば
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
拡
充
・
活
性
化
関
係
省
庁
等
連
絡
会
議
に
お
い
て
検
討
さ
れ
、
平
成
一
五
年
四
月
一
四
日
に
司
法
制
度
改
革
推

進
本
部
顧
問
会
議
で
報
告
さ
れ
た
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
拡
充
・
活
性
化
の
た
め
の
関
係
機
関
等
の
連
携
強
化
に
関
す
る
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
」
を

参
照
。U

R
L

:
h

ttp
://w

w
w

.kan
tei.go.jp/jp/sin

gi/sih
ou

/ken
tou

kai/adr/h
14action

plan
/h

on
tai.h

tm
l/

（
５５
）

Ａ
Ｄ
Ｒ
検
討
会
第
二
九
回
会
合
配
付
資
料
三
（「
民
間
紛
争
解
決
業
務
の
認
証
制
度
」﹇
仮
称
﹈
の
導
入
等
に
関
す
る
主
要
な
論
点
）
な

ど
を
参
照
。U

R
L

:
h

ttp
://w

w
w

.kan
tei.go.jp/jp/sin

gi/sih
ou

/ken
tou

kai/adr/dai29/29siryou
3.pdf/

（
５６
）

た
と
え
ば
、
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
が
平
成
一
五
年
七
月
二
九
日
に
提
出
し
た
「
総
合
的
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
制
度
基
盤
の
整
備
に
つ
い
て

―
Ａ
Ｄ
Ｒ
検
討
会
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
検
討
状
況
等
―
」(U

R
L

:
h

ttp
://w

w
w

.kan
tei.go.jp/jp/sin

gi/sih
ou

/pc/0729adr/5.pdf/)

ＡＤＲの「共通的な制度基盤」整備の問題点
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に
つ
い
て
募
集
し
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
の
「
９

特
例
的
事
項
の
適
用
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
適
格
性
の
確
認
方
法
【
論
点
三
五
―
四

〇
】」（
Ａ
Ｄ
Ｒ
検
討
会
第
二
三
回
会
合
配
布
資
料
四)

を
参
照
。U

R
L

:h
ttp

://w
w

w
.kan

tei.go.jp/jp/sin
gi/sih

ou
/ken

tou
kai/adr/

dai23/23siryou
4.pdf/

（
５７
）

以
下
に
つ
い
て
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
検
討
会
第
三
五
回
会
合
配
付
資
料
一(U

R
L

:
h

ttp
://w

w
w

.kan
tei.go.jp/jp/sin

gi/sih
ou

/

ken
tou

kai/adr/dai35/35siryou
1.pdf/)

を
参
照
。

（
５８
）

前
掲
『
Ａ
Ｄ
Ｒ
活
用
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
七
一
機
関
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
う
ち
、
担
当
者
の
資
格
と
し
て
弁
護
士
を
明
示
し

て
い
な
い
も
の
は
三
八
機
関
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
う
ち
の
一
四
機
関
が
「
和
解
斡
旋
・
調
停
」
を
そ
の
業
務
と
し
て
行
っ
て
お
り
、
う
ち

四
機
関
が
仲
裁
を
行
っ
て
い
る
。
弁
護
士
を
「
担
当
者
の
資
格
」
と
謳
っ
て
い
な
い
そ
れ
以
外
の
機
関
の
主
な
業
務
は
「
説
明
」「
助
言
」

「
相
談
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
、
さ
ら
に
検
討
を
必
要
と
し
よ
う
が
、
調
停
や
仲
裁
だ
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
弁
護
士
が
担
当
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
適
否
は
業
務
の
内
容
を
具
体
的
に
見
て
み
な
い
こ
と
に
は
判
断
で
き
な
い
。「
説
明
」「
助
言
」

「
相
談
」
を
主
な
業
務
に
す
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
弁
護
士
の
関
与
が
必
要
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
以
上
に
つ
い
て
、
前

掲
佐
藤
鉄
男
／
吉
田
史
晴
／
橋
本
誠
志
「
司
法
制
度
改
革
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
」
三
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
５９
）

「
認
証
制
度
」
と
こ
う
し
た
特
例
と
を
リ
ン
ク
さ
せ
る
こ
と
を
早
い
段
階
か
ら
検
討
し
て
い
た
論
考
と
し
て
、
山
本
和
彦
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
基

本
法
に
関
す
る
一
試
論
―
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
紛
争
解
決
機
能
の
強
化
に
向
け
て
―
」
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
〇
七
号
二
六
―
三
四
頁
。

【
付
記
】
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
日
本
学
術
振
興
会
の
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ｂ
）（
２
）「
紛
争
回
避
と
法
化
の
法
理
論

的
・
実
証
的
検
討
」(

平
成
一
六
―
一
八
年
度
・
研
究
代
表
者
福
井
康
太
・
課
題
番
号16330003)

か
ら
助
成
を
受
け
て
い
る
。

【
付
記
２
】
本
稿
脱
稿
後
の
七
月
三
〇
日
に
、
早
川
吉
尚
／
山
田
文
／
濱
野
亮
編
著
『
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
基
本
的
視
座
』
が
公
刊
さ
れ
た
。
同
書
に
は

重
要
な
論
文
が
い
く
つ
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
校
正
段
階
で
の
大
幅
な
補
充
は
困
難
な
た
め
、
同
書
所
掲
の
論
文
の
検
討
は
割
愛
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
。

（
二
〇
〇
四
年
七
月
二
〇
日
脱
稿
）

論 説

（阪大法学）５４（３―１０４）７４８〔２００４．９〕




