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判 

例 

研 

究議
員
職
の
中
心
化
規
律
と
副
業
・
副
収
入
の
透
明
性
規
律
の
合
憲
性　

─
─
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
集
一
一
八
巻
二
七
七
頁
（BV

erfGE 118, 277

）
─
─

前　
　

硲　
　

大　
　

志

【
事
実
】

一
．
二
〇
〇
五
年
の
議
員
法
改
正

　

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
い
て
、
二
〇
〇
五
年
八
月
二
二
日
、
第
二
六
次
議
員
法
改
正
法
律
（BGBl. 2005  Ⅰ

, S. 2482

）
が
成
立
し
た
。
ま
た
、

こ
れ
に
先
立
っ
て
二
〇
〇
五
年
六
月
三
〇
日
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
議
事
規
則
の
附
則
一
と
し
て
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
議
員
の
た
め
の
行
為
規
範

（BGBl. 2005 I, S. 2512.

以
下
、「
行
為
規
範
」
と
い
う
）
が
可
決
さ
れ
た
。
同
法
律
と
行
為
規
範
は
、
第
一
六
立
法
期
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
最
初

の
会
議
日
で
あ
る
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
一
八
日
に
施
行
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
三
〇
日
に
、
行
為
規
範
一
条
四
項
に
基
づ
い
て
、
行

為
規
範
の
施
行
規
則
（BGBl. 2006 Ⅰ

, S. 10

）
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
法
改
正
は
、
Ｒ
Ｗ
Ｅ
社
事
件
を
は
じ
め
と
し
て
ド
イ
ツ
に
お
い
て

議
員
の
副
収
入
を
め
ぐ
る
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
相
次
い
だ
こ
と
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
議
員
の
副
業
は
原
則
と
し
て
許
容
さ
れ
る
も
の
の
、
議
員
職
〔M

andat
〕
の
行
使
を
議
員
の
活
動
の
中
心
と
す
る
旨
が
定
め
ら
れ
た
（
議

員
法
四
四
ａ
条
一
項
。
以
下
、「
中
心
化
規
律
」
と
い
う
）。
た
だ
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
中
心
化
規
律
へ
の
違
反
の
有
無
を
判
断
す
る
か
に
つ
い
て
は

特
に
定
め
は
な
い
。
ま
た
、
中
心
化
規
律
違
反
に
対
す
る
制
裁
も
予
定
さ
れ
て
い
な
い
。

　

次
に
、
議
員
職
を
引
き
受
け
る
前
の
活
動
な
ら
び
に
議
員
職
と
並
行
し
て
な
さ
れ
る
活
動
お
よ
び
所
得
の
う
ち
、
議
員
職
の
行
使
に
と
っ
て
重
要
な

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
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利
害
の
結
び
つ
き
を
示
し
う
る
も
の
が
、
行
為
規
範
の
基
準
に
従
っ
て
届
け
出
ら
れ
、
公
表
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
（
議
員
法
四
四
ａ
条

四
項
一
文
）。
ま
た
、
届
出
義
務
違
反
に
対
し
て
は
、
議
長
団
が
議
員
歳
費
の
年
額
の
半
額
に
至
る
ま
で
の
範
囲
で
過
料
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
（
同

項
二
文
）、
連
邦
議
会
議
長
が
行
政
行
為
に
よ
っ
て
こ
の
過
料
を
科
す
（
同
項
三
文
）。

　

届
出
義
務
に
か
か
る
活
動
や
契
約
に
つ
い
て
は
、
行
為
規
範
一
条
お
よ
び
二
条
に
定
め
が
置
か
れ
る
。
行
為
規
範
一
条
で
は
、
議
員
に
な
る
前
の
活

動
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
直
前
の
職
業
活
動
（
一
号
）
お
よ
び
団
体
役
員
と
し
て
の
活
動
（
二
号
、
三
号
）
が
届
出
義
務
の
対
象
と
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
行
為
規
範
二
条
で
は
、
議
員
在
職
中
の
活
動
や
契
約
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
有
償
の
活
動
（
一
号
）、
団
体
役
員
と
し
て
の
活
動

（
二
号
か
ら
四
号
）、
在
職
中
ま
た
は
退
職
後
に
一
定
の
活
動
を
議
員
に
委
託
し
若
し
く
は
財
産
上
の
利
益
を
出
捐
す
る
旨
の
合
意
の
存
在
ま
た
は
締

結
（
五
号
）、
そ
し
て
人
的
会
社
ま
た
は
物
的
会
社
に
対
す
る
重
要
な
経
済
的
影
響
力
を
基
礎
づ
け
る
出
資
（
六
号
）
が
、
届
出
義
務
の
対
象
と
さ
れ

て
い
る
。
行
為
規
範
二
条
一
号
か
ら
五
号
に
よ
り
届
出
義
務
の
対
象
と
さ
れ
る
活
動
・
契
約
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
・
契
約
か
ら
得
ら
れ
る
所

得
〔Einkünfte

〕
の
額
が
、
補
償
給
付
等
も
含
む
支
払
総
額
に
お
い
て
月
額
一
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
ま
た
は
年
額
一
〇
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
超
え
る
場
合
、

そ
の
所
得
額
も
届
出
義
務
の
対
象
と
さ
れ
る
（
行
為
規
範
一
条
三
項
）。
な
お
、
法
律
上
の
証
言
拒
否
権
ま
た
は
法
律
上
若
し
く
は
契
約
上
の
守
秘
義

務
を
主
張
で
き
る
場
合
に
は
、
各
契
約
関
係
や
委
任
関
係
に
お
け
る
活
動
の
種
類
を
届
け
出
れ
ば
足
り
る
と
さ
れ
る
（
施
行
規
則
八
号
）。

　

こ
の
届
出
義
務
に
か
か
る
活
動
・
契
約
は
公
式
議
員
要
覧
お
よ
び
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
に
お
い
て
公
開
さ
れ
る
。
ま
た
、

届
出
義
務
に
か
か
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
公
表
さ
れ
る
個
々
の
事
実
関
係
ご
と
に
、
三
つ
の
収
入
段
階
の
う
ち
い
ず
れ
で
あ
る
か
を
表
示
す
る
「
段
階

モ
デ
ル
」
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
る
（
行
為
規
範
三
条
。
以
上
の
届
出
お
よ
び
公
表
の
義
務
な
ら
び
に
届
出
義
務
違
反
へ
の
制
裁
に
つ
い
て
定
め
る
諸
規

律
を
総
称
し
て
、
以
下
で
は
「
透
明
性
規
律
」
と
い
う
）。

　

以
上
の
ほ
か
に
は
、
法
律
に
定
め
ら
れ
た
も
の
以
外
の
財
産
上
の
利
益
を
議
員
職
の
行
使
に
関
し
て
受
領
し
て
は
な
ら
ず
、
こ
れ
に
反
し
て
受
領
さ

れ
た
利
益
ま
た
は
そ
の
等
価
物
は
連
邦
の
国
庫
に
引
き
渡
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
や
（
議
員
法
四
四
ａ
条
二
項
、
三
項
）、
副
業
に
お
い
て
連

邦
議
会
議
員
た
る
身
分
を
表
示
す
る
こ
と
の
禁
止
（
行
為
規
範
五
条
）
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
5
）

（
6
）
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二
．
本
件
訴
訟
に
つ
い
て

　

上
記
の
中
心
化
規
律
お
よ
び
透
明
性
規
律
に
つ
い
て
、
四
件
の
機
関
争
訟
申
立
て
が
、
計
九
名
の
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
議
員
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
。

申
立
人
ら
は
、
こ
れ
ら
の
規
律
が
、
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
お
よ
び
同
四
八
条
二
項
に
基
づ
く
連
邦
議
会
議
員
の
権
利
な
ら
び
に
情
報
自
己
決
定
権

（
基
本
法
二
条
一
項
、
一
条
一
項
）
お
よ
び
職
業
の
自
由
（
基
本
法
一
二
条
）
を
侵
害
す
る
こ
と
な
ど
を
主
張
し
た
。

　

本
判
決
は
、
こ
れ
ら
の
申
立
て
を
併
合
し
た
も
の
で
あ
る
。

【
判
旨
（
判
決
文
中
の
判
例
等
の
参
照
指
示
は
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
を
除
き
省
略
し
た
。）】

申
立
棄
却
。

一
．
中
心
化
規
律
に
つ
い
て

　

八
名
の
裁
判
官
全
員
が
合
憲
判
断
を
下
し
て
い
る
。
た
だ
し
、H

assem
er, D

i Fabio, M
ellinghoff, Landau

の
四
裁
判
官
は
、
憲
法
適
合
的
に

限
定
さ
れ
た
解
釈
を
施
し
た
上
で
、
合
憲
と
い
う
結
論
に
至
っ
て
い
る
。

（
一
）Broß

裁
判
官
、O

sterloh

裁
判
官
、Lübbe-W

olff

裁
判
官
、G

erhardt

裁
判
官
の
見
解

　

ド
イ
ツ
連
邦
議
会
議
員
は
全
国
民
の
代
表
で
あ
り
、
委
任
お
よ
び
指
図
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
自
己
の
良
心
に
の
み
従
う
（
基
本
法
三
八
条

一
項
二
文
）。
何
人
も
議
員
の
職
務
を
引
き
受
け
、
か
つ
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
を
理
由
と
す
る
解
約
告
知
ま

た
は
免
職
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
定
め
る
基
本
法
四
八
条
二
項
か
ら
、
そ
し
て
ま
た
、
公
務
員
の
被
選
挙
権
の
制
限
に
つ
い
て
立
法
者
に
授
権
す
る
基

本
法
一
三
七
条
一
項
か
ら
も
、
基
本
法
が
議
員
と
し
て
の
職
務
と
並
ん
で
職
業
を
行
使
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
こ
と
が
推
論
で
き
る
。

ア
．
議
員
の
権
利
と
義
務

　

自
由
委
任
の
根
拠
は
基
本
法
三
八
条
一
項
で
あ
る
。
こ
の
規
範
は
、
議
員
職
の
存
続
だ
け
で
は
な
く
、
議
員
職
を
実
際
に
行
使
す
る
こ
と
を
も
保
障

し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
議
員
職
の
自
由
は
、
無
制
約
に
保
障
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
議
員
職
の
自
由
は
他
の
憲
法
ラ
ン
ク
の
法
益
に
よ
っ
て

限
界
づ
け
ら
れ
る
。
議
会
の
代
表
能
力
お
よ
び
機
能
性
は
、
そ
の
よ
う
な
法
益
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　

従
っ
て
、
基
本
法
三
八
条
一
項
に
よ
る
議
員
の
代
表
者
た
る
地
位
そ
の
も
の
に
は
、
権
利
だ
け
で
は
な
く
、
義
務
も
ま
た
結
び
つ
い
て
お
り
、
こ
の

（
7
）

（
8
）
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義
務
の
射
程
は
、
議
会
の
代
表
能
力
お
よ
び
機
能
性
を
維
持
す
る
と
い
う
要
請
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
ま
た
限
界
づ
け
ら
れ
る
。

　

こ
の
義
務
づ
け
に
よ
っ
て
、
議
員
の
地
位
が
、
官
吏
の
地
位
へ
と
憂
慮
す
べ
き
方
法
で
近
づ
く
わ
け
で
も
な
い
。
議
員
は
、
法
的
に
は
い
か
な
る
勤

務
〔D

ienste

〕
も
「
負
う
」
こ
と
は
な
く
、
そ
の
議
員
職
を
自
由
に
行
使
す
る
。BV

erfGE 40, 296 (312)

［
歳
費
判
決
］
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る

よ
う
に
、
議
員
は
、
本
会
議
、
会
派
お
よ
び
委
員
会
な
ら
び
に
選
挙
区
に
お
け
る
自
己
の
活
動
を
「
自
身
の
任
務
懈
怠
の
限
界
を
超
え
て
ま
で
抑
え

る
」
自
由
を
理
論
上
は
有
す
る
と
し
て
も
、
議
員
は
こ
れ
を
「
実
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
」。
と
は
い
え
、
議
員
は
な

お
も
次
の
よ
う
な
要
請
の
も
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
度
に
複
雑
化
し
た
経
済
・
産
業
社
会
に
お
け
る
議
会
民
主
制
は
、
議
員
に
つ
い
て
単
な
る
名

誉
職
的
な
副
次
的
活
動
以
上
の
も
の
を
求
め
、
そ
の
人
の
全
て
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
者
が
議
員
と
し
て
の
活
動
と
並
行
し
て
な
お
も
自

己
の
職
業
へ
の
従
事
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
恵
ま
れ
た
状
況
に
お
い
て
に
す
ぎ
な
い
（vgl. BV

erfGE 40, 296 

[313]

）。
議
員
の
自
由
が
保
障
す
る
の
は
、
義
務
か
ら
の
自
由
で
は
な
く
、
単
に
、
こ
れ
ら
の
義
務
を
内
容
上
実
施
す
る
な
か
で
の
自
由
に
す
ぎ
な
い
。

議
員
の
自
由
裁
量
に
属
す
る
の
は
、
代
表
「
す
る
か
否
か
」
で
は
な
く
、「
如
何
に
」
代
表
す
る
か
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

イ
．
議
員
像

　

申
立
人
ら
は
こ
れ
に
対
し
て
一
つ
の
議
員
像
を
提
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
議
員
は
、
現
実
の
生
活
に
お
い
て
自
ら
の

議
員
職
以
外
の
活
動
を
自
由
に
構
成
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
活
動
を
実
効
的
に
実
施
し
う
る
結
果
、
そ
れ
ら
の
活
動
か
ら
持
続
的
に
所
得
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
独
立
性
、
つ
ま
り
彼
ら
が
将
来
更
な
る
歳
費
を
受
け
取
る
こ
と
か
ら
の
独
立
性
、
ま
た
従
っ
て
政
党
お
よ
び
会

派
か
ら
の
独
立
性
を
手
に
す
る
、
と
い
う
議
員
像
で
あ
る
。
申
立
人
ら
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
議
員
像
は
、
基
本
法
の
自
由
な
体
制
か
ら
だ
け

で
な
く
、
機
能
性
あ
る
連
邦
議
会
へ
の
憲
法
上
の
要
請
か
ら
も
帰
結
さ
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
申
立
人
ら
の
こ
う
し
た
論
証
は
誤
っ
て
い
る
。

（
ア
）
議
員
の
権
利
お
よ
び
義
務
と
基
本
権

　

議
員
の
権
利
お
よ
び
義
務
を
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
か
ら
規
定
す
る
の
み
な
ら
ず
、
基
本
権
を
も
引
き
合
い
に
出
す
と
い
う
考
え
に
つ
い
て
、
連

邦
憲
法
裁
判
所
は
、
正
当
に
も
道
を
開
い
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
根
拠
は
、
基
本
法
三
八
条
お
よ
び
四
八
条
に
お
け
る
議
会
代
表
の
問
題
と
議
員
の
地

位
の
問
題
と
が
国
家
組
織
上
の
規
律
に
服
し
て
き
た
点
、
そ
し
て
、
基
本
権
に
よ
る
論
拠
づ
け
の
構
成
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
応
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答
か
ら
免
れ
て
し
ま
う
点
の
み
に
あ
る
の
で
は
な
い
（
そ
れ
ゆ
え
本
法
廷
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
私
的
領
域
へ
の
介

入
〔Eingriff

〕
に
つ
い
て
、
議
員
の
権
利
と
並
ん
で
基
本
権
を
顧
慮
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
）。
そ
の
背
後
に
は
さ
ら
に
、
議
員
の
憲
法
上

の
権
利
お
よ
び
義
務
を
規
定
す
る
際
、
個
人
権
的
観
点
よ
り
も
議
会
法
的
・
機
能
的
観
点
が
機
能
性
お
よ
び
代
表
能
力
を
備
え
た
議
会
の
必
要
性
に
従

っ
て
原
理
的
に
優
位
に
あ
る
と
い
う
理
解
も
存
在
す
る
。
議
員
の
諸
権
利
は
、
民
主
的
代
表
に
と
っ
て
の
必
要
性
に
従
い
、
ま
た
、
公
共
の
福
祉
と
い

う
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
任
務
を
果
た
す
た
め
に
働
く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
自
由
委
任
は
確
か
に
社
会
の
中
に
根
づ
い
た
職
務
で
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
国
家
組
織
の
内
部
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
職
務
な
の
で
あ
る
。

（
イ
）
議
員
の
独
立
性

　

基
本
法
四
八
条
三
項
一
文
に
よ
れ
ば
、
議
員
は
、
そ
の
独
立
性
を
保
障
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
報
酬
〔Entschädigung

〕
を
請
求
す
る
権
利
を
有
し

て
い
る
。
従
っ
て
基
本
法
は
、
議
員
の
独
立
性
は
議
員
に
与
え
ら
れ
る
報
酬
に
よ
っ
て
十
分
に
保
障
さ
れ
る
、
と
い
う
点
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

　

基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
の
憲
法
規
範
は
、
利
益
集
団
か
ら
の
独
立
性
を
も
目
標
と
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
問
題
と
な
る
の
は
、
議
員
の
経
済
的
な

利
害
関
係
を
刺
激
す
る
こ
と
で
自
己
の
特
殊
利
益
を
議
会
に
お
い
て
貫
徹
す
る
こ
と
を
試
み
る
利
害
関
係
者
か
ら
の
独
立
性
で
あ
る
。
こ
う
し
た
側
面

に
向
け
ら
れ
た
議
員
の
独
立
性
の
保
障
は
特
に
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
独
立
性
は
、
政
治
的
意
思
形
成
プ
ロ
セ
ス

に
お
け
る
政
党
や
会
派
の
影
響
と
は
異
な
っ
て
、
選
挙
人
に
よ
る
決
定
に
よ
ら
ず
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
影
響
か
ら
の
独
立
性
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
ウ
）
議
会
構
成
の
問
題

　

基
本
法
四
八
条
が
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
と
と
も
に
保
障
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
住
民
階
層
の
代
表
者
に
議
会
へ
の
道
が
開
か
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
同
条
は
、
議
会
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
職
業
が
横
断
的
に
代
表
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
。
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
は
、

住
民
の
身
分
的
鏡
像
で
は
な
い
。

　

フ
ル
タ
イ
ム
議
員
と
い
う
モ
デ
ル
に
定
位
し
た
立
法
に
よ
っ
て
、
自
営
業
お
よ
び
自
由
業
を
営
む
者
が
、
他
の
職
業
グ
ル
ー
プ
以
上
に
議
会
へ
の
進

出
を
妨
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
す
る
申
立
人
ら
の
主
張
は
、
自
由
業
者
や
自
営
業
者
が
諸
々
の
議
会
に
お
い
て
過
少
代
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で

は
な
い
こ
と
か
ら
し
て
既
に
、
説
得
的
と
は
言
い
難
い
。
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ウ
．
基
本
法
四
八
条
と
三
八
条
の
関
係

　

基
本
法
四
八
条
は
被
選
挙
権
お
よ
び
自
由
委
任
の
保
障
の
た
め
の
補
足
的
な
規
定
で
あ
り
、
自
由
委
任
に
つ
い
て
の
規
範
的
言
明
を
含
ま
な
い
。

エ
．
中
心
化
規
律
と
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文

　

議
員
法
四
四
ａ
条
一
項
の
規
定
は
、
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
と
相
容
れ
う
る
。
立
法
者
は
、
基
本
法
三
八
条
三
項
に
よ
る
自
身
の
権
限
を
行
使
し

て
、
憲
法
上
の
議
員
像
を
、
議
員
職
の
行
使
は
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
議
員
の
活
動
の
中
心
に
在
り
（
議
員
法
四
四
ａ
条
一
項
一
文
）、
こ
う
し
た
義
務
づ

け
に
も
か
か
わ
ら
ず
議
員
職
と
並
ん
で
な
さ
れ
る
自
由
業
そ
の
他
の
種
類
の
活
動
は
許
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
（
議
員
法
四
四
ａ
条
一
項
二
文
）
と
い
う

意
味
に
お
い
て
、
描
き
出
し
て
よ
い
。

（
二
）H

assem
er

裁
判
官
、D

i Fabio

裁
判
官
、 M

ellinghoff

裁
判
官
、 Landau

裁
判
官
の
見
解

　

議
員
法
四
四
ａ
条
一
項
は
、
必
要
な
憲
法
適
合
的
解
釈
に
お
い
て
の
み
、
基
本
法
と
相
容
れ
う
る
。

ア
．
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
お
よ
び
四
八
条
二
項

（
ア
）
議
員
職
の
性
格

　

議
員
法
は
、
自
由
委
任
と
い
う
憲
法
上
の
原
則
（
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
）
を
具
体
化
す
る
が
、
自
由
委
任
の
原
則
と
い
う
基
準
は
立
法
者
の
形

成
余
地
を
限
定
す
る
。

　

自
由
委
任
は
代
表
民
主
制
と
直
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
結
び
つ
き
か
ら
、
国
家
と
社
会
の
は
ざ
ま
に
立
つ
議
員
の
特
別
な
地
位
が
帰
結
さ
れ

る
。
連
邦
議
会
に
お
い
て
議
席
を
引
き
受
け
た
者
は
、
特
別
な
方
法
で
社
会
に
根
づ
い
た
ま
ま
で
あ
り
、
そ
の
際
、
そ
の
者
は
自
身
の
選
挙
区
や
政
党

に
つ
い
て
、
市
民
や
政
党
構
成
員
の
意
見
を
受
け
止
め
、
自
身
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
決
定
に
つ
い
て
伝
え
、
説
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し

た
恒
常
的
な
媒
介
任
務
や
選
挙
人
へ
の
責
任
、
な
ら
び
に
通
常
で
あ
れ
ば
政
党
内
部
に
お
い
て
追
及
さ
れ
る
責
任
に
よ
っ
て
、
議
員
職
は
、
他
の
公
職

者
と
は
区
別
さ
れ
る
特
別
な
政
治
的
特
徴
を
獲
得
す
る
。

　

全
体
と
し
て
、
そ
し
て
歴
史
的
視
角
か
ら
み
れ
ば
、
社
会
か
ら
の
利
益
操
縦
と
い
う
限
ら
れ
た
試
み
に
よ
っ
て
活
気
あ
る
議
会
主
義
が
阻
害
さ
れ
る

こ
と
は
僅
か
で
あ
り
、
む
し
ろ
こ
れ
は
政
治
プ
ロ
セ
ス
の
諸
条
件
に
基
づ
い
て
阻
害
さ
れ
る
。
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国
家
と
社
会
の
連
結
環
と
し
て
の
議
員
の
こ
う
し
た
特
別
な
機
能
か
ら
帰
結
さ
れ
る
の
は
、
基
本
権
に
よ
る
自
由
保
障
の
妥
当
す
る
領
域
が
、
議
員

の
場
合
に
は
、
官
吏
の
場
合
と
同
程
度
に
厳
格
に
限
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
当
該
基
本

権
を
保
障
す
る
思
想
や
、
そ
れ
ら
の
基
本
権
の
価
値
は
、
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
の
枠
内
に
お
い
て
、
引
き
出
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

（
イ
）
議
員
の
職
業
活
動

　

任
期
中
に
職
業
活
動
を
開
始
、
行
使
、
継
続
す
る
自
由
も
、
議
員
の
社
会
へ
の
根
付
き
の
ひ
と
つ
と
み
な
さ
れ
る
。
議
員
が
自
己
の
任
期
前
や
任
期

後
の
み
な
ら
ず
、
相
応
の
制
約
を
伴
い
つ
つ
任
期
中
に
も
職
業
活
動
を
す
る
こ
と
は
、
国
民
代
表
の
伝
統
的
な
現
象
像
に
属
す
る
。

　

歴
史
上
の
制
憲
者
も
ま
た
、
議
員
が
自
己
の
生
活
費
を
原
則
と
し
て
議
会
外
に
お
い
て
稼
得
し
あ
る
い
は
他
に
確
保
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
議
員
報

酬
が
議
員
職
行
使
と
結
び
つ
い
た
費
用
な
ら
び
に
場
合
に
よ
っ
て
は
議
員
職
行
使
を
原
因
と
す
る
収
入
欠
落
に
つ
い
て
の
概
括
的
な
補
償
〔Entschä-

digung

〕
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
、
出
発
点
と
し
て
い
る
。

（
ウ
）
歳
費
判
決

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
一
九
七
五
年
の
歳
費
判
決
に
お
い
て
、
議
員
が
議
員
職
の
行
使
に
よ
っ
て
膨
大
な
時
間
的
要
求
に
晒
さ
れ
る
と
い
う
所
見
を
示

し
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
、
憲
法
に
基
づ
い
て
議
員
職
の
行
使
に
活
動
の
時
間
的
重
点
が
置
か
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
議
員
職
以
外
の
稼
得

活
動
が
強
制
的
に
後
景
に
退
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
的
な
帰
結
を
引
き
出
す
こ
と
を
、
明
確
に
行
わ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が

報
酬
の
算
定
に
つ
い
て
詳
述
す
る
中
で
強
調
し
た
の
は
、
議
員
の
自
由
と
、
議
員
が
職
業
収
入
を
全
部
ま
た
は
一
部
失
う
と
い
う
犠
牲
を
払
っ
て
で
も

議
会
に
お
け
る
活
動
の
た
め
に
自
己
を
さ
さ
げ
う
る
と
い
う
現
実
の
可
能
性
と
が
危
殆
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
報
酬
が
構
築
さ
れ
な
く
て
は

な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
こ
の
基
本
的
判
断
に
お
い
て
は
、
職
業
活
動
を
行
う
議
員
を
徐
々
に
議
員

像
の
周
縁
部
に
追
い
や
る
方
向
に
舵
が
切
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
職
業
を
持
た
な
い
議
員
ま
た
は
稼
得
可
能
性
を
著
し
く
制
限
さ
れ
た
議
員
に

つ
い
て
そ
の
独
立
性
を
同
様
に
強
化
し
、
そ
し
て
任
期
中
に
職
業
活
動
を
営
む
か
否
か
と
そ
の
範
囲
を
議
員
自
身
の
責
任
と
す
る
方
向
に
舵
が
切
ら
れ

た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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（
エ
）
副
業
を
許
す
こ
と
に
よ
る
実
際
上
の
独
立
性
の
保
障

　

議
員
職
を
引
き
受
け
て
も
な
お
自
己
の
職
業
や
そ
の
他
の
稼
得
活
動
に
原
則
と
し
て
制
限
な
く
従
事
す
る
可
能
性
が
あ
っ
て
初
め
て
、
個
々
の
議
員

に
対
し
て
、
そ
の
議
員
職
を
自
己
の
良
心
に
従
っ
て
の
み
行
使
す
る
自
由
、
す
な
わ
ち
、
再
選
の
可
能
性
や
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
収
入
保
障
に
鑑
み
て
、

所
属
政
党
や
そ
の
他
の
影
響
力
の
大
き
な
利
益
団
体
あ
る
い
は
メ
デ
ィ
ア
の
抱
く
何
ら
か
の
期
待
を
過
度
に
顧
慮
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
自
由
が
、

実
際
に
も
与
え
ら
れ
る
。

（
オ
）
議
員
の
義
務
の
政
治
的
性
格

　

公
の
職
務
と
し
て
の
議
員
職
は
、
義
務
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
議
員
は
特
に
、
引
き
受
け
た
議
員
職
を
実
際
に
行
使
す
る
義
務
を
負
う
。
こ

れ
に
対
し
て
、
議
員
が
議
員
職
を
秩
序
に
即
し
て
行
使
し
て
い
る
か
否
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
行
使
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
行
政
の
形
式
で
構
築

さ
れ
た
よ
り
広
範
な
統
制
を
及
ぼ
す
こ
と
は
、
指
図
か
ら
自
由
な
国
民
代
表
と
い
う
モ
デ
ル
に
適
合
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
議
員

職
の
広
範
な
自
由
か
ら
次
の
こ
と
を
導
き
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
議
会
、
会
派
、
政
党
お
よ
び
選
挙
区
に
お
け
る
活
動
を
「
任
務
懈
怠
の
限
界
を
超
え

て
ま
で
自
己
の
裁
量
に
よ
っ
て
抑
え
る
」（BV

erfGE 40, 296 [312]

）
こ
と
は
憲
法
上
議
員
の
自
由
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

議
会
に
お
け
る
審
議
お
よ
び
決
定
の
各
対
象
に
自
身
が
取
り
組
む
か
否
か
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
い
か
な
る
密
度
で
取
り
組
む
の
か
を
決
定
す
る

こ
と
は
、
選
挙
人
に
対
し
て
の
み
正
当
化
さ
れ
る
べ
き
、
自
由
な
議
員
の
決
定
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

（
カ
）
基
本
法
四
八
条
二
項
に
よ
る
妨
害
禁
止

　

基
本
法
四
八
条
二
項
の
妨
害
の
禁
止
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
可
能
な
限
り
で
、
議
員
に
、
議
員
職
と
職
業
と
を
相
互
に
結
び
つ
け
る
機
会
を
与
え

る
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
基
本
法
四
八
条
は
、
議
員
活
動
と
職
業
と
の
両
立
を
ま
さ
し
く
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

イ
．
憲
法
適
合
的
解
釈

　

こ
う
し
た
基
準
に
よ
れ
ば
、
議
員
法
四
四
ａ
条
一
項
一
文
が
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
、
四
八
条
二
項
に
違
反
し
な
い
の
は
、
そ
れ
が
憲
法
適
合
的

に
解
釈
さ
れ
る
場
合
の
み
で
あ
る
。

　

議
員
職
の
行
使
が
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
議
員
の
活
動
の
中
心
に
置
か
れ
る
こ
と
へ
の
期
待
を
法
律
上
に
書
き
留
め
る
こ
と
は
、
立
法
者
の
自
由
で
あ
る
。
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自
由
委
任
と
い
う
憲
法
上
の
地
位
が
侵
害
さ
れ
る
の
は
、
立
法
者
お
よ
び
議
会
の
自
己
統
制
が
、
全
面
的
な
統
制
お
よ
び
公
表
制
度
を
導
入
す
る
場

合
で
あ
る
。
ま
た
、
義
務
違
反
を
法
的
に
非
難
し
、
制
裁
を
課
し
、
裁
判
に
お
い
て
審
査
さ
れ
る
可
能
性
を
伴
っ
て
な
さ
れ
る
議
員
の
行
動
へ
の
法
的

統
制
は
、
議
員
職
の
自
由
へ
の
許
さ
れ
な
い
侵
害
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
議
員
が
一
定
の
労
働
時
間
を
議
員
職
行
使
に
費
や
す
義
務
を
負
い
、
そ
し
て
こ
の
時
間
を
連
邦
議
会
議
長
ま
た
は
事
務
局
に
対
し
証
明

せ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
に
制
裁
が
結
び
つ
け
ら
れ
う
る
と
い
う
帰
結
を
伴
う
、
と
い
う
趣
旨
に
中
心
化
規
律
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、
議
員
職
の
自
由
と

相
容
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
議
長
団
に
よ
る
真
に
量
的
な
統
制
は
、
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
に
よ
る
議
員
職
の
自
由
と
矛
盾
す
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
議
員
職
の
行
使
を
議
員
活
動
の
中
心
に
置
く
こ
と
を
定
め
る
議
員
法
四
四
ａ
条
一
項
一
文
の
規
律
は
、
憲
法
適
合
的
解
釈
に
お
い
て
は
、

「
秩
序
に
即
し
た
」
議
員
職
行
使
の
一
切
を
統
制
す
る
こ
と
や
副
業
の
時
間
的
制
約
の
た
め
の
根
拠
と
し
て
は
理
解
さ
れ
え
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
規
定

は
単
に
、
連
邦
議
会
と
い
う
代
表
機
関
の
一
部
た
る
議
員
に
つ
い
て
、
代
表
さ
れ
る
国
民
の
側
に
存
在
す
る
─
─
も
っ
と
も
で
は
あ
る
が
政
治
的
な

─
─
期
待
を
採
り
あ
げ
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
議
員
職
を
自
由
に
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い
責
任
に
お
い
て
、
公

共
体
の
た
め
に
用
い
る
と
い
う
期
待
で
あ
る
。

二
．
透
明
性
規
律
に
つ
い
て

　

Broß, O
sterloh, Lübbe-W

olff, Gerhardt

の
四
裁
判
官
は
合
憲
と
判
断
し
、H

assem
er, D

i Fabio, M
ellinghoff, Landau

の
四
裁
判
官
は
違

憲
と
判
断
し
て
い
る
。
可
否
同
数
の
た
め
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
一
五
条
四
項
三
文
に
よ
り
、
基
本
法
違
反
は
確
定
さ
れ
え
な
い
。

（
一
）Broß

裁
判
官
、O

sterloh

裁
判
官
、Lübbe-W

olff

裁
判
官
、G

erhardt

裁
判
官
の
見
解

ア
．
透
明
性
規
律
に
関
す
る
利
益
調
整

　

開
示
義
務
の
対
象
と
射
程
に
つ
い
て
、
立
法
者
は
基
本
法
三
八
条
三
項
に
基
づ
く
自
身
の
権
限
を
行
使
し
て
決
定
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
際
、

関
係
す
る
法
益
を
適
切
に
調
整
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
は
、
同
条
三
項
に
基
づ
く
立
法
に
際
し
て
、
私
人
と
し
て
の
議
員
の
正
当
な
利
益
を
適
切
に
顧
慮
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

同
条
一
項
二
文
は
、
議
員
職
担
当
者
と
私
人
と
い
う
議
員
の
二
重
の
地
位
を
基
礎
に
お
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
領
域
は
厳
格
に
は
区
別
さ
れ
え
な
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い
。
け
れ
ど
も
、
私
人
と
し
て
の
議
員
に
関
係
す
る
規
律
は
、
そ
も
そ
も
憲
法
上
の
他
の
法
益
に
お
い
て
正
当
化
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
け
で
な

く
、
議
員
の
個
人
的
生
活
領
域
へ
の
影
響
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
対
蹠
す
る
利
害
は
互
い
に
衡
量
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
適
切
に
調
整
さ

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

利
害
の
結
び
つ
き
や
経
済
的
従
属
性
を
示
し
う
る
副
業
に
つ
い
て
報
告
す
る
と
い
う
議
員
の
義
務
は
、
職
業
活
動
ま
た
は
そ
の
他
の
活
動
と
い
う
、

外
部
に
向
け
ら
れ
た
領
域
に
あ
る
。
こ
の
領
域
か
ら
生
ず
る
情
報
を
秘
密
に
し
て
お
く
議
員
の
利
益
は
、
連
邦
議
会
議
員
の
あ
り
う
べ
き
利
害
の
結
び

つ
き
を
認
識
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
の
公
的
な
利
益
に
比
し
て
、
原
則
的
に
劣
後
す
る
。
従
っ
て
、
透
明
性
規
律
は
、
副
業
の
情
報
面
で
の
保
護
に
つ

い
て
議
員
が
有
す
る
私
的
利
益
に
比
し
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
代
表
能
力
お
よ
び
機
能
性
が
優
位
す
る
点
に
お
い
て
、
原
則
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
。

イ
．
報
告
義
務

　

行
為
規
範
（
一
条
）
な
ら
び
に
施
行
規
則
三
号
お
よ
び
八
号
と
関
連
す
る
議
員
法
四
四
ａ
条
四
項
一
文
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
構
成
員
に
課

せ
ら
れ
た
届
出
義
務
に
は
、
前
記
の
基
準
に
従
え
ば
、
異
議
は
唱
え
ら
れ
な
い
。

（
ア
）
届
出
義
務
の
広
範
性

　

個
別
事
例
に
お
い
て
実
際
に
衝
突
状
況
が
存
在
す
る
か
否
か
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
、
立
法
者
が
、
議
員
職
の
行
使
に
と
っ
て
重
要
な
利
害
の
結

び
つ
き
を
示
し
う
る
（
参
照
、
議
員
法
四
四
ａ
条
四
項
一
文
）
議
員
職
以
外
の
活
動
と
所
得
に
つ
い
て
、
一
般
的
な
届
出
義
務
を
基
礎
づ
け
た
こ
と
に

対
し
て
は
、
憲
法
上
の
疑
義
は
な
い
。
議
員
職
の
独
立
性
を
阻
害
す
る
抽
象
的
な
危
険
で
十
分
な
の
で
あ
る
。
任
期
前
お
よ
び
任
期
中
に
行
わ
れ
る
活

動
な
ら
び
に
議
員
職
と
並
ん
で
得
ら
れ
る
所
得
が
議
員
職
行
使
に
ま
で
遡
っ
て
影
響
し
う
る
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。

　

如
何
な
る
議
会
外
活
動
が
議
員
職
の
行
使
に
と
っ
て
重
要
な
利
害
の
結
び
つ
き
を
示
し
う
る
か
、
そ
し
て
如
何
な
る
議
会
外
活
動
が
そ
う
し
た
示
唆

の
ゆ
え
に
そ
の
都
度
の
所
得
額
も
含
め
て
届
け
出
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
（
参
照
、
行
為
規
範
一
条
二
項
お
よ
び
三
項
）
を
評
価
す
る
際
、
ド

イ
ツ
連
邦
議
会
は
広
範
な
裁
量
を
有
す
る
。

　

行
為
規
範
（
一
条
二
項
お
よ
び
三
項
、
三
条
）
が
広
い
範
囲
の
活
動
と
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
所
得
と
を
届
出
義
務
に
含
め
る
こ
と
に
は
、
異
議
を
唱

え
ら
れ
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
義
務
は
、
把
握
さ
れ
る
活
動
の
大
部
分
お
よ
び
全
て
の
所
得
に
つ
い
て
、
高
く
設
定
さ
れ
た
非
重
大
性
の
限
界
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に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
イ
）
目
的
適
合
性
〔G

eeignetheit

〕、
相
当
性
〔Angem

essenheit

〕

　

さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
に
よ
っ
て
規
範
化
さ
れ
た
届
出
義
務
に
は
、
目
的
適
合
性
お
よ
び
相
当
性
の
観
点
か
ら
も
、
憲
法
上
の
疑
義
は
な
い
。

（
ａ
）
継
続
的
活
動
と
新
規
活
動

　

議
員
と
な
る
以
前
か
ら
継
続
さ
れ
る
職
業
活
動
も
、
利
害
の
結
び
つ
き
を
生
じ
さ
せ
う
る
内
容
上
の
変
動
に
屈
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

継
続
さ
れ
る
活
動
と
新
規
に
受
任
さ
れ
た
活
動
と
の
間
の
区
別
は
、
全
議
員
の
形
式
化
さ
れ
た
平
等
取
扱
い
の
原
理
と
の
衝
突
に
陥
る
で
あ
ろ
う
。

（
ｂ
）
出
資

　

施
行
規
則
七
号
に
お
け
る
具
体
化
に
よ
れ
ば
、
議
決
権
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
出
資
で
、
利
益
獲
得
を
目
的
と
し
て
財
の
提
供
ま
た
は
サ
ー
ビ

ス
の
供
給
に
携
わ
る
企
業
の
経
営
に
携
わ
る
こ
と
に
そ
の
目
的
が
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
け
が
、
届
出
義
務
の
対
象
と
さ
れ
る
。
こ
の
規
模
の
出
資

が
議
員
職
に
と
っ
て
重
大
な
利
害
の
結
び
つ
き
を
示
し
う
る
と
い
う
評
価
に
は
、
憲
法
上
の
異
議
は
唱
え
ら
れ
な
い
。

（
ｃ
）
所
得
〔Einkünfte

〕

　

ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
議
員
た
る
時
期
に
お
け
る
届
出
義
務
の
対
象
と
な
る
活
動
や
契
約
に
つ
い
て
、
届
出
義
務
が
、
規
定
額
を
超
え
る
そ
の
都
度
の

所
得
額
を
基
礎
と
し
、
か
つ
そ
の
際
に
、
補
償
給
付
、
調
整
給
付
お
よ
び
現
物
給
付
も
含
め
て
、
あ
る
活
動
に
つ
い
て
支
払
わ
れ
る
総
額
を
基
礎
と
す

る
こ
と
は
、
申
立
人
ら
の
意
見
と
は
異
な
り
、
不
適
合
で
も
不
相
当
で
も
な
い
。

　

所
得
の
届
出
に
際
し
て
は
、
議
員
の
経
済
的
な
給
付
能
力
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
り
う
べ
き
利
害
の
結
び
つ
き
を
認
識
す
る
可
能

性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
利
害
の
結
び
つ
き
の
認
識
可
能
性
に
と
っ
て
は
、
議
員
職
と
並
行
し
て
な
さ
れ
る
活
動
や
契
約
か
ら
の
、

手
取
り
の
収
益
と
は
異
な
る
、
私
生
活
の
実
践
の
た
め
に
自
由
に
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
収
受
〔Zuflüsse

〕
に
も
意
義
が
あ
る
。

　

申
立
人
ら
の
危
惧
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
一
般
に
所
得
は
手
取
り
の
収
入
と
し
て
理
解
さ
れ
る
た
め
、
市
民
は
、
届
出
義
務
に
か
か
る
収
受
の
公

開
に
よ
っ
て
誤
導
さ
れ
、
当
該
議
員
は
自
身
の
誤
解
さ
れ
た
（
実
質
）
所
得
額
の
ゆ
え
に
、
無
理
な
正
当
化
圧
力
に
晒
さ
れ
る
、
と
い
う
。

　

危
惧
さ
れ
る
誤
解
に
は
、
そ
れ
が
実
際
に
現
れ
た
と
し
て
も
、
容
易
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
仮
に
個
別
の
事
案
に
お
い
て
誤
解
が
生
じ
た
と
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し
て
も
、
訂
正
は
要
求
不
可
能
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
市
民
は
総
所
得
と
手
取
り
所
得
と
を
区
別
す
る
能
力
に
欠
け
て
お
り
、
時
に
生
じ
う
る

誤
っ
た
評
価
は
公
の
議
論
に
よ
っ
て
取
り
除
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
な
ど
と
仮
定
す
る
こ
と
は
、
非
現
実
的
で
あ
り
、
民
主
制
に
も
悖
る
。

（
ｄ
）
個
別
報
告
の
負
担

　

ま
た
、
申
立
人
ら
は
、
彼
ら
が
非
重
大
性
の
限
界
を
超
え
る
事
案
に
お
い
て
、
個
別
の
活
動
お
よ
び
契
約
関
係
を
全
て
届
け
出
な
く
て
は
な
ら
な
い

こ
と
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
が
、
少
な
く
と
も
現
在
の
時
点
で
は
、
彼
ら
に
過
度
の
負
担
が
課
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
明
ら
か
で
な
い
。

　

施
行
規
則
は
届
出
義
務
を
、
活
動
の
種
類
を
超
え
て
、
個
々
の
契
約
関
係
や
委
託
関
係
に
お
け
る
そ
の
都
度
の
相
手
方
の
名
称
と
所
在
地
に
ま
で
拡

大
し
て
お
り
、
結
果
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
個
々
の
所
得
が
開
示
さ
れ
う
る
（
参
照
、
施
行
規
則
三
号
お
よ
び
八
号
）。

　

施
行
規
則
は
明
ら
か
に
、
議
員
職
に
と
っ
て
重
大
な
利
害
の
結
び
つ
き
を
明
る
み
に
す
る
と
い
う
議
員
法
四
四
ａ
条
四
項
一
文
の
意
図
に
よ
っ
て
導

か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
利
害
の
結
び
つ
き
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
普
通
、
議
員
が
営
む
活
動
の
種
類
、
そ
の
都
度
の
契
約
相
手
方
お
よ
び
所
得
の

規
模
が
明
ら
か
と
な
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。

ウ
．
公
開
義
務

　

議
員
に
よ
る
議
員
職
行
使
の
評
価
は
選
挙
人
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
選
挙
人
は
そ
の
評
価
の
た
め
に
重
要
な
情
報
を
自
由
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る

べ
き
だ
と
い
う
点
に
お
い
て
、
こ
の
届
出
義
務
に
か
か
る
活
動
お
よ
び
所
得
の
公
開
は
原
則
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
。

エ
．
段
階
モ
デ
ル

　

単
な
る
段
階
別
の
概
括
的
な
所
得
額
の
報
告
も
ま
た
、
と
り
わ
け
契
約
相
手
方
、
企
業
ま
た
は
組
織
も
含
め
た
活
動
の
種
類
に
つ
い
て
の
報
告
の
公

開
と
関
連
し
て
（
参
照
、
行
為
規
範
三
条
お
よ
び
施
行
規
則
三
号
と
結
び
つ
く
行
為
規
範
一
条
二
項
お
よ
び
三
項
）、
あ
り
う
べ
き
議
員
職
の
独
立
性

を
阻
害
す
る
利
害
の
結
び
つ
き
と
そ
の
範
囲
を
示
す
の
に
有
用
な
手
段
の
一
つ
で
あ
る
。
議
員
が
副
業
か
ら
一
月
に
稼
ぐ
所
得
が
、
自
身
の
議
員
歳
費

の
半
額
に
至
る
ま
で
（Stufe 1

）、
歳
費
額
に
至
る
ま
で
（Stufe 2

）、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
（Stufe 3

）
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
報
告
を
選
挙
人

が
受
け
る
場
合
に
は
、
規
律
目
的
に
資
す
る
程
度
の
透
明
性
が
打
ち
立
て
ら
れ
る
。
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オ
．
報
告
義
務
違
反
に
対
す
る
制
裁

　

届
出
義
務
は
、
政
治
プ
ロ
セ
ス
が
機
能
す
る
条
件
で
あ
る
。
こ
の
種
の
義
務
は
法
的
に
構
成
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
制
裁

を
手
段
と
し
て
も
貫
徹
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

組
織
規
律
や
手
続
規
律
の
多
く
は
、
そ
れ
ら
が
協
働
す
る
こ
と
で
初
め
て
代
表
原
理
を
妥
当
せ
し
め
、
議
会
の
決
定
の
正
統
性
を
基
礎
づ
け
る
も
の

で
あ
る
が
、
自
由
委
任
の
代
表
性
は
、
こ
う
し
た
多
数
の
組
織
規
律
や
手
続
規
律
の
遵
守
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
続
規
律
が
議
員
自

身
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
も
、
規
律
の
実
効
性
に
つ
い
て
配
慮
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
由
委
任
は
、
自
身
の
制
度

上
の
発
展
の
た
め
に
必
要
な
制
裁
を
課
す
る
可
能
性
を
、
排
除
す
る
ど
こ
ろ
か
、
含
ん
で
さ
え
い
る
。

　

特
別
に
構
築
さ
れ
た
制
裁
を
導
入
し
て
も
、
議
員
を
、
雇
用
主
の
懲
戒
権
に
服
す
る
官
吏
に
接
近
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
官
吏
は
、
勤
務
内
外
に
お

け
る
そ
の
全
体
と
し
て
の
行
態
に
つ
い
て
、
懲
戒
権
に
服
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
議
員
が
甘
受
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
義
務
違
反
か
ら
の

個
々
的
な
結
果
に
す
ぎ
ず
、
そ
し
て
ま
た
憲
法
ラ
ン
ク
に
あ
る
法
益
を
貫
徹
す
る
た
め
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
。

（
二
）H

assem
er

裁
判
官
、D

i Fabio

裁
判
官
、 M

ellinghoff

裁
判
官
、 Landau

裁
判
官
の
見
解

　

行
為
規
範
と
結
び
つ
い
た
議
員
法
四
四
ａ
条
四
項
一
文
、
四
四
ｂ
条
一
号
二
号
お
よ
び
四
号
は
、
議
員
の
稼
い
だ
収
入
を
、
十
分
な
法
治
国
家
的
保

障
な
く
し
て
広
い
範
囲
で
公
衆
に
開
示
す
る
限
り
に
お
い
て
、
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
と
相
容
れ
え
な
い
。

ア
．
議
員
職
の
自
由
と
副
業
に
つ
い
て

（
ア
）
自
由
委
任
と
社
会
へ
の
根
づ
き

　

自
由
委
任
は
、
議
員
の
独
立
性
を
包
括
的
な
意
味
で
保
障
す
る
た
め
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
任
期
中
に
行
使
さ
れ
る
職
業
こ
そ
が
、
議
員

の
政
治
的
独
立
性
を
支
え
る
。
議
員
職
と
並
ん
で
保
障
さ
れ
る
可
能
な
限
り
広
範
な
議
員
の
自
由
は
、
議
員
職
の
自
由
そ
の
も
の
の
本
質
的
な
構
成
部

分
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
議
員
に
よ
る
議
員
職
と
並
行
し
て
な
さ
れ
る
職
業
の
行
使
へ
の
国
家
に
よ
る
介
入
は
す
べ
て
、
同
時
に
、
議
員
職
の
自
由
へ

の
介
入
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
根
拠
か
ら
し
て
、
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
に
よ
る
議
員
職
の
自
由
の
枠
内
で
、
基
本
権
的
視
角
も
補
完
と
し
て
意
義
を
有
し
う
る
。
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そ
れ
ぞ
れ
の
議
員
が
人
的
お
よ
び
社
会
的
に
み
て
様
々
に
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
議
会
に
お
い
て
、
民
主
制
原
理
に
適
う
形
で
、
能
力
、

利
害
関
心
お
よ
び
価
値
観
に
つ
い
て
の
広
範
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
多
元
的
な
ス
ペ
ク
ト
ル
が
、
全
体
と
し
て
生
じ
る
。
個
々
の
議
員
が
社
会
の
領
域
に
根

を
張
る
こ
と
は
政
治
的
要
請
で
あ
り
、
ま
た
憲
法
上
の
想
定
で
も
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
基
本
法
の
代
表
制
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
も
国
民
が
基

本
法
二
〇
条
二
項
一
文
の
意
味
で
の
国
家
権
力
の
担
い
手
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
、
活
き
活
き
と
し
た
も
の
に
保
た
れ
る
。

（
イ
）
官
吏
と
の
相
違

　

国
家
と
社
会
の
連
結
環
と
し
て
の
議
員
の
地
位
に
お
い
て
、
議
員
は
、
他
の
公
職
担
当
者
た
ち
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
議
員
の
自
由
は
、「
そ

の
職
務
上
の
義
務
を
行
使
す
る
中
で
の
自
由
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
職
務
を
行
使
す
る
中
で
の
自
由
こ
そ
が
、
議
員
を
官
吏
と
明

確
に
区
別
す
る
。
議
員
職
を
行
使
す
る
中
で
、
議
員
は
ま
さ
に
指
図
に
服
せ
し
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
基
本
法
三
八
条
一
項
に
よ
っ
て
そ

の
自
由
と
平
等
に
お
い
て
特
別
に
保
障
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
議
員
は
職
務
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
へ
と
組
み
入
れ
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
自
身
の
選
挙
区

や
政
党
の
政
治
的
業
務
に
お
い
て
も
、
彼
が
継
続
し
て
行
う
職
業
に
お
い
て
も
、
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
ウ
）
議
会
外
に
お
け
る
行
態
に
か
か
る
規
律

　

副
業
と
そ
の
活
動
か
ら
得
ら
れ
る
所
得
の
公
開
義
務
は
、
立
法
者
の
意
図
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
議
員
職
の
行
使
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
公

開
の
対
象
が
ま
さ
に
副
業
で
あ
る
か
ら
、
議
会
外
に
お
け
る
議
員
の
行
態
を
目
標
と
す
る
規
律
が
こ
こ
で
は
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
、

議
員
に
対
し
て
、
基
本
権
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
彼
の
法
的
地
位
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
を
お
よ
そ
禁
止
す
る
こ
と
は
、
議
員
職
の
引
受
け
に
よ
っ

て
市
民
を
完
全
に
陪
臣
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
陪
臣
化
は
、
基
本
法
に
お
け
る
議
員
の
地
位
の
輪
郭
に
適
さ
な
い
も
の
で
あ
ろ

う
。

イ
．
公
表
義
務
に
よ
る
自
由
委
任
へ
の
介
入

　

副
業
お
よ
び
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
所
得
の
包
括
的
な
公
表
義
務
に
は
、
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
に
よ
る
自
由
委
任
へ
の
介
入
が
存
在
す
る
。
個
々

の
議
員
は
、
そ
の
公
表
義
務
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
包
括
的
な
公
表
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
議
員
は
、
特
定
の
活
動
ま
た
は
そ
れ
ど
こ
ろ
か
全

て
の
活
動
を
諦
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
員
職
行
使
の
外
で
の
自
身
の
活
動
を
変
更
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
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公
表
義
務
は
、
将
来
─
─
改
め
て
ま
た
は
初
め
て
─
─
議
員
職
に
立
候
補
す
る
決
断
へ
の
影
響
を
も
有
し
う
る
。

　

よ
り
詳
細
な
説
明
や
重
み
づ
け
が
な
け
れ
ば
、
財
産
収
受
に
つ
い
て
の
裸
の
情
報
は
、
多
様
な
観
点
に
お
い
て
誤
っ
た
帰
結
を
導
く
お
そ
れ
が
あ
り
、

そ
う
し
た
誤
っ
た
帰
結
は
、
職
業
的
に
よ
り
広
く
根
づ
い
た
議
員
に
著
し
く
重
大
で
不
当
な
公
的
圧
力
を
か
け
る
。
そ
の
よ
う
な
容
易
に
は
測
る
こ
と

の
で
き
な
い
効
果
は
、
比
例
性
に
よ
る
統
制
に
際
し
て
、
許
容
さ
れ
う
る
追
求
目
標
と
の
関
係
に
お
い
て
介
入
の
適
合
性
を
精
確
に
定
め
る
こ
と
、
そ

し
て
、
達
成
し
よ
う
と
努
め
る
目
的
と
の
関
連
に
お
け
る
必
要
性
を
審
査
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

ウ
．
憲
法
に
適
合
し
た
調
整
の
必
要
性

　

憲
法
に
意
図
さ
れ
た
公
開
の
方
法
と
程
度
は
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
民
主
制
原
理
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
基
本
法
が
個
別

に
規
定
す
る
具
体
的
な
公
開
の
要
請
か
ら
生
ず
る
。
他
方
で
、
複
数
の
原
理
が
衝
突
に
陥
り
う
る
と
こ
ろ
で
は
、
一
つ
の
原
理
が
他
の
原
理
を
犠
牲
に

し
て
図
式
的
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
絶
対
的
に
妥
当
せ
し
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

基
本
法
の
文
言
上
、
個
々
の
議
員
は
、
特
殊
な
透
明
性
要
請
の
対
象
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
時
折
、「
議
員
の
公
共
性
の
地
位
」
か
ら
直
接
に

義
務
や
禁
止
が
導
か
れ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
見
解
は
、
憲
法
制
定
者
が
基
本
法
二
一
条
一
項
四
文
の
公
の
報
告
義
務
を
特
に
政
党
に
つ

い
て
規
律
し
な
が
ら
も
、
議
員
に
つ
い
て
は
相
応
の
規
律
を
ま
さ
し
く
思
い
と
ど
ま
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
既
に
、
短
絡
的
な
誤
解
で
あ
る
。

　

加
え
て
、
透
明
性
は
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
概
念
で
あ
る
。
絶
対
的
な
透
明
性
の
要
請
は
、
法
治
国
的
民
主
制
の
し
っ
か
り
と
し
た
保
障
に
欠
け
る
な

ら
ば
、
却
っ
て
救
い
の
無
さ
を
示
す
。
基
本
法
の
法
治
国
シ
ス
テ
ム
は
、「
真
実
の
」
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
私
的
お
よ
び
職
業
的
防
御
権
の

覆
い
を
切
り
裂
く
恐
れ
の
あ
る
ジ
ャ
コ
バ
ン
の
剣
を
必
要
と
せ
ず
、
ま
た
許
容
も
し
な
い
。

　

議
会
の
機
能
性
お
よ
び
議
会
が
政
治
的
信
任
に
値
す
べ
き
こ
と
を
も
っ
て
す
る
論
拠
づ
け
も
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
ド
イ
ツ
連
邦

議
会
が
代
表
民
主
制
の
観
念
に
従
っ
て
機
能
し
う
る
状
態
で
あ
り
続
け
、
市
民
が
そ
の
廉
潔
性
へ
の
信
頼
を
維
持
す
る
こ
と
に
寄
与
し
う
る
の
は
、
基

本
法
三
八
条
一
項
二
文
の
基
準
に
よ
る
自
由
委
任
だ
け
で
あ
る
。
他
方
で
は
、
こ
う
し
た
目
標
か
ら
は
、
議
員
が
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
自
由
を
制
約

さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
議
員
職
行
使
に
つ
い
て
の
基
準
も
引
き
出
さ
れ
う
る
。

　

以
上
か
ら
帰
結
さ
れ
る
こ
と
は
、
議
員
職
行
使
と
並
行
し
て
な
さ
れ
る
活
動
お
よ
び
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
所
得
を
公
表
す
る
議
員
の
義
務
の
目
標
設
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定
と
し
て
の
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
機
能
性
お
よ
び
廉
潔
性
へ
の
信
頼
も
、
こ
う
し
た
目
標
設
定
と
議
員
職
の
自
由
へ
の
影
響
と
の
間
で
、
関
係
す
る
基

本
権
を
補
完
的
に
顧
慮
し
て
、
憲
法
に
適
合
し
た
調
整
が
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
何
ら
変
わ
り
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

エ
．
公
表
義
務
の
正
当
性
─
─
憲
法
に
適
合
し
た
調
整
の
欠
缺

（
ア
）
目
的
の
正
当
性

　

立
法
者
が
、
利
害
の
結
び
つ
き
や
従
属
関
係
の
発
生
に
対
抗
し
て
、
そ
し
て
狙
い
と
さ
れ
る
議
員
へ
の
影
響
力
行
使
に
対
抗
し
て
措
置
を
講
じ
る
こ

と
を
目
標
に
置
く
限
り
、
そ
れ
は
憲
法
上
正
当
な
目
的
で
あ
る
。

（
イ
）
目
的
適
合
性

　

議
員
職
行
使
と
並
行
し
て
な
さ
れ
る
活
動
お
よ
び
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
所
得
の
公
表
が
、
ま
さ
し
く
当
該
規
律
の
形
で
、
議
員
の
従
属
性
に
よ
っ
て

基
礎
づ
け
ら
れ
る
危
険
に
実
効
的
に
対
処
す
る
に
適
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
既
に
疑
問
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
所
得
は
常
に
従
属
関
係
の
指
標
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
属
性
は
、
多
様
な
観
点
に
お
い
て
存
在
し
う
る
の
で
あ
り
、
様
々
な
形
で
影
響

を
及
ぼ
し
う
る
。
他
方
、
こ
の
種
の
広
範
な
届
出
・
公
開
義
務
が
こ
れ
ら
を
も
っ
て
追
求
さ
れ
る
透
明
性
と
い
う
関
心
事
に
そ
も
そ
も
役
立
つ
か
否
か

が
、
疑
問
視
さ
れ
る
。
有
償
の
活
動
全
て
に
つ
い
て
の
届
出
と
公
開
は
、
許
さ
れ
な
い
利
害
の
結
び
つ
き
が
存
在
し
う
る
活
動
と
、
こ
う
し
た
抽
象
的

な
危
険
が
懸
念
さ
れ
な
い
活
動
と
を
混
同
す
る
。

（
ウ
）
調
整

　

立
法
者
が
議
員
の
経
済
的
な
生
活
状
況
を
、
個
別
事
案
に
お
け
る
選
別
な
く
し
て
、
広
く
公
衆
に
ア
ク
セ
ス
可
能
な
も
の
と
す
る
と
き
、
立
法
者
は

セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
領
域
へ
と
侵
入
す
る
。
次
の
理
由
か
ら
も
、
国
家
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
る
情
報
の
公
開
は
、
特
別
な
法
治
国
的
な
必
要
性
審
査
〔Er-

forderlichkeitsprüfungen

〕
に
服
せ
し
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
格
に
関
連
す
る
情
報
に
つ
い
て
の
自
己
決
定
は
、
市
民
の
活
動
能
力
お
よ
び

協
働
能
力
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
自
由
な
民
主
的
公
共
体
の
本
質
的
な
機
能
条
件
の
一
つ
で
あ
る
、
と
い
う
理
由
で
あ
る
。

（
ａ
）「
生
デ
ー
タ
」
の
公
開
が
も
た
ら
す
不
当
な
正
当
化
圧
力

　

追
加
の
説
明
や
重
み
づ
け
が
な
け
れ
ば
、
財
産
収
受
に
つ
い
て
の
裸
の
情
報
は
多
様
な
観
点
に
お
い
て
誤
っ
た
推
論
を
導
き
か
ね
ず
、
こ
の
誤
っ
た
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推
論
は
職
業
的
に
広
く
根
づ
い
た
議
員
を
不
当
な
公
的
圧
力
の
下
に
置
く
。
現
在
の
規
律
が
も
た
ら
す
の
は
、
多
く
の
事
案
に
お
い
て
、
経
済
的
内
実

を
不
適
当
に
再
現
す
る
収
入
あ
る
い
は
現
物
収
入
が
、
所
得
と
し
て
指
し
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

立
法
者
が
議
員
法
段
階
で
自
ら
予
防
す
べ
き
で
あ
っ
た
こ
う
し
た
歪
み
は
、
議
員
に
と
っ
て
、
永
久
的
な
正
当
化
圧
力
を
生
む
。

（
ｂ
）
介
入
の
不
当
性

　

従
っ
て
、
当
該
公
表
義
務
は
議
員
の
法
的
地
位
に
深
く
介
入
す
る
。
こ
の
規
制
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
の
は
議
員
職
の
自
由
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
す

な
わ
ち
、
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
の
枠
内
で
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
補
完
的
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
議
員
の
基
本
権
上
の
法
的
地
位
、
特
に
職

業
の
自
由
と
情
報
自
己
決
定
の
基
本
権
に
も
抵
触
す
る
。

　

継
続
的
な
職
業
活
動
に
お
け
る
個
々
の
契
約
関
係
お
よ
び
契
約
相
手
方
の
全
て
を
伝
え
る
こ
の
種
の
広
範
な
公
表
義
務
が
も
た
ら
す
の
は
、
議
員
の

全
体
的
な
職
業
活
動
が
全
て
個
別
に
伝
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
議
員
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
自
身
の
活

動
を
詳
細
に
区
分
し
、
記
載
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。
議
員
は
こ
れ
に
よ
っ
て
「
ガ
ラ
ス
張
り
の
」
人
間
と
な
る
。

　

公
表
の
対
象
は
以
上
の
よ
う
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
れ
ば
個
人
に
法
的
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
デ
ー
タ
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
公
表

の
義
務
は
あ
ら
ゆ
る
市
民
に
と
っ
て
、
原
則
と
し
て
情
報
自
己
決
定
権
へ
の
介
入
、
そ
し
て
こ
こ
で
の
文
脈
で
は
職
業
の
自
由
へ
の
介
入
で
も
あ
ろ
う
。

　

公
表
が
正
当
と
さ
れ
る
の
は
、
議
員
に
お
け
る
利
害
の
結
び
つ
き
や
従
属
性
の
危
険
を
指
し
示
す
傾
向
が
実
際
に
も
あ
る
情
報
が
公
表
の
対
象
と
な

る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
利
益
衝
突
の
存
在
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
取
っ
掛
か
り
が
存
在
し
な
い
場
合
に
ま
で
、
議
員
が
そ
の
活
動
お
よ
び
所
得
に
つ
い

て
公
の
議
論
の
対
象
と
さ
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
立
法
者
に
与
え
ら
れ
た
広
い
余
地
は
踏
み
越
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
帰
結
を
有
し
、
ま
た
そ
う
し

た
帰
結
を
受
け
容
れ
も
す
る
公
表
制
度
は
、
議
員
の
法
的
地
位
を
、
そ
れ
が
保
障
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
以
上
に
損
な
う
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に

基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
と
相
容
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
制
度
は
、
基
本
法
四
八
条
二
項
一
文
と
も
相
容
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
制
度
は
、
自

由
業
の
従
事
者
が
多
く
の
事
案
に
お
い
て
議
員
職
を
め
ぐ
る
競
争
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
を
も
た
ら
す
に
相
違
な
い
か
ら
で
あ
る
。

オ
．
違
憲
の
範
囲
─
─
議
員
法
の
違
憲

　

従
っ
て
、
基
本
法
違
反
が
存
在
す
る
の
は
、
行
為
規
範
に
お
け
る
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
議
員
に
つ
い
て
の
公
表
義
務
の
具
体
的
構
築
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
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そ
れ
ど
こ
ろ
か
個
々
に
詳
細
に
叙
述
さ
れ
た
憲
法
上
の
法
的
地
位
を
守
る
と
い
う
議
員
の
正
当
な
利
益
を
議
員
法
そ
れ
自
体
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
考
慮

す
る
こ
と
な
く
、
議
員
の
活
動
お
よ
び
所
得
が
議
員
職
の
行
使
に
と
っ
て
重
要
な
利
害
の
結
び
つ
き
を
示
し
う
る
こ
と
と
い
う
さ
ほ
ど
詳
細
に
は
具
体

化
さ
れ
て
い
な
い
要
件
の
下
で
は
、
立
法
者
が
、
議
員
法
四
四
ｂ
条
四
号
と
結
び
つ
く
四
四
ａ
条
四
項
一
文
に
お
い
て
、
議
員
の
活
動
と
所
得
の
公
開

に
つ
い
て
の
原
則
的
な
義
務
を
命
じ
る
こ
と
は
違
憲
で
あ
る
。

カ
．
制
裁
シ
ス
テ
ム
の
違
憲
性

　

届
出
義
務
違
反
に
制
裁
を
科
す
規
律
は
、
届
出
義
務
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
規
律
と
同
様
に
、
憲
法
に
適
合
す
る
場
合
に
の
み
、
そ
し
て
そ
の
限
り

で
、
基
本
法
と
相
容
れ
う
る
。
行
為
規
範
と
関
連
す
る
議
員
法
四
四
ａ
条
四
項
一
文
、
四
四
ｂ
条
一
号
、
二
号
お
よ
び
四
号
は
、
基
本
法
三
八
条
一
項

二
文
と
相
容
れ
な
い
た
め
、
か
か
る
届
出
義
務
違
反
に
は
制
裁
も
ま
た
結
び
つ
け
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
行
為
規
範
八
条
と
結
び
つ
く
議

員
法
四
四
ａ
条
四
項
二
号
か
ら
五
号
、
四
四
ｂ
条
五
号
は
、
当
時
の
規
定
に
お
い
て
、
同
様
に
違
憲
で
あ
る
。

【
評
釈
（
以
下
、
単
に
頁
数
の
み
を
記
載
す
る
場
合
、BVerfG

E 118

に
お
け
る
頁
数
を
指
す
）】

一
．
本
判
決
に
つ
い
て

　

本
件
は
、
二
〇
〇
五
年
の
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
議
員
法
改
正
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
「
中
心
化
規
律
」
お
よ
び
「
透
明
性
規
律
」
が
、
基
本
法
三
八
条

一
項
二
文
お
よ
び
同
四
八
条
二
項
に
基
づ
く
連
邦
議
会
議
員
の
権
利
な
ら
び
に
情
報
自
己
決
定
権
（
基
本
法
二
条
一
項
、
一
条
一
項
）
お
よ
び
職
業
の

自
由
（
基
本
法
一
二
条
）
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
違
憲
か
否
か
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
い
て
争
わ
れ
た
機
関
争
訟
で
あ
る
。

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
は
、
結
論
に
お
い
て
、
中
心
化
規
律
・
透
明
性
規
律
と
も
に
違
憲
で
な
い
と
し
て
、
申
立
て
を
棄
却
し
た
。
も
っ
と
も
、

法
廷
内
部
に
お
い
て
意
見
の
一
致
は
見
ら
れ
ず
、Broß, O

sterloh, Lübbe-W
olff, Gerhardt

の
四
裁
判
官
と
、H

assem
er, D

i Fabio, M
elling-

hoff, Landau

の
四
裁
判
官
と
の
間
で
見
解
の
相
違
が
あ
る
（
以
下
、
前
者
の
見
解
を
「
法
廷
意
見
」、
後
者
の
見
解
を
「
個
別
意
見
」
と
い
う
）。
中

心
化
規
律
に
関
し
て
は
、
法
廷
意
見
は
特
段
の
解
釈
を
行
う
こ
と
な
く
合
憲
と
判
断
し
た
が
、
個
別
意
見
は
憲
法
適
合
的
解
釈
を
施
し
た
上
で
合
憲
と

判
断
し
て
い
る
。
ま
た
透
明
性
規
律
に
関
し
て
は
、
法
廷
意
見
が
合
憲
と
判
断
し
、
個
別
意
見
が
違
憲
と
判
断
し
た
。

　

本
判
決
は
形
式
面
に
お
い
て
既
に
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
三
〇
条
二
項
一
文
後
段
に
よ
れ
ば
、
少
数
意
見
は
判
決
に
付
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記
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
本
判
決
と
同
様
に
機
関
争
訟
に
て
四
対
四
で
立
場
が
分
か
れ
た
Ｐ
Ｄ
Ｓ
／
左
派
名
簿
事
件
（BV

erfGE 

84, 304

）
で
も
、
判
決
を
支
え
な
か
っ
た
側
の
意
見
は
、
判
決
書
全
体
の
最
後
に
添
え
る
形
で
（C. Ⅳ

. 2

）
付
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

本
判
決
で
は
、
判
決
を
支
え
たBroß

裁
判
官
ら
の
法
廷
意
見
（C. Ⅰ

.

お
よ
びD

. Ⅰ
.

）
と
、H

assem
er

裁
判
官
ら
の
個
別
意
見
（C. Ⅱ

.

お
よ
び

D
. Ⅱ

.
）
と
が
交
互
に
独
立
し
て
併
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
判
決
書
に
お
け
る
特
徴
か
ら
は
、
法
廷
内
部
の
対
立
の
深
さ
が
う
か
が
い
知
れ
よ
う
。

実
際
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
、
法
廷
意
見
と
個
別
意
見
は
内
容
面
に
お
い
て
対
照
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

二
．
法
廷
意
見
と
個
別
意
見
と
の
異
同

（
一
）
法
廷
意
見
と
個
別
意
見
と
の
共
通
点

　

法
廷
意
見
・
個
別
意
見
と
も
に
、
基
本
法
三
八
条
二
項
一
文
に
基
づ
く
議
員
職
の
自
由
に
は
、
議
会
の
機
能
性
と
い
う
観
点
か
ら
限
界
が
あ
り
、
議

員
に
は
議
員
職
を
実
際
に
行
使
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
を
肯
定
す
る
（vgl. S. 325, 345

）。
そ
し
て
、
議
員
職
行
使
の
態
様
や
範
囲
に
つ
い
て
は
、
専

ら
選
挙
人
に
対
す
る
責
任
に
お
い
て
政
治
の
領
域
に
委
ね
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
、
と
す
る
点
も
共
通
す
る
（vgl. S. 336 f., 345 f.

）。
ま
た
、
議
員
に

つ
い
て
、
議
員
職
担
当
者
と
し
て
の
地
位
と
私
人
と
し
て
の
地
位
と
が
峻
別
さ
れ
ず
、
そ
の
意
味
で
二
重
の
地
位
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
、
両
意
見
に

共
通
す
る
（vgl. S. 354, 379

）。

（
二
）
法
廷
意
見
と
個
別
意
見
と
の
相
違
点

　

こ
れ
ら
の
共
通
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
廷
意
見
と
個
別
意
見
と
で
は
、
議
会
観
、
議
員
観
が
異
な
っ
て
お
り
（
ア
．、
イ
．）、
そ
れ
が
私
人
と
し

て
の
地
位
に
お
け
る
議
員
の
法
益
に
つ
い
て
の
評
価
に
も
違
い
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
ウ
．）。

ア
．
議
会
観
の
相
違

　

法
廷
意
見
は
、
従
来
の
判
例
を
参
照
し
な
が
ら
、「
議
員
が
自
ら
に
委
ね
ら
れ
た
職
務
〔A

m
t

〕
を
実
際
に
も
行
使
す
る
こ
と
…
…
で
の
み
、
議
会

は
可
能
な
限
り
完
全
に
、
す
な
わ
ち
全
議
員
の
積
極
的
な
関
与
の
下
で
自
身
の
任
務
を
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
」（S. 324

）
と
い
う
前
提
に
立
つ
。

そ
の
上
で
、「
自
由
委
任
〔D

as freie M
andat

〕
は
、
確
か
に
社
会
の
中
に
根
づ
い
た
職
務
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
国
家
組
織
の
内
部
に
お
い
て
実
現

さ
れ
る
職
務
」（S. 328

）
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
基
本
法
四
八
条
二
項
に
照
ら
し
て
、
経
済
的
強
制
か
ら
の
議
員
の
独
立
性
が
「
議
員
に
与
え

（
9
）

（
10
）

（
11
）
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ら
れ
る
歳
費
に
よ
っ
て
十
分
に
保
障
さ
れ
る
」（S. 328

）
こ
と
が
基
本
法
の
出
発
点
で
あ
る
と
解
す
る
。
そ
し
て
、
基
本
法
三
八
条
二
項
一
文
に
つ

い
て
、「
議
員
の
経
済
的
な
利
害
関
係
を
刺
激
す
る
こ
と
で
自
己
の
特
殊
利
益
を
議
会
に
お
い
て
貫
徹
す
る
こ
と
を
試
み
る
利
害
関
係
者
か
ら
の
独
立

性
」（S. 330

）
を
と
り
わ
け
問
題
視
し
て
い
る
。
法
廷
意
見
の
こ
れ
ら
の
説
示
か
ら
は
、
議
員
が
議
会
に
お
い
て
、
選
挙
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
い
な
い

社
会
的
利
益
集
団
の
経
済
的
影
響
か
ら
独
立
し
て
、
公
の
職
務
と
し
て
の
性
格
を
備
え
る
議
員
職
を
実
際
に
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
会
の
代
表

能
力
お
よ
び
機
能
性
が
確
保
さ
れ
る
、
と
い
う
議
会
観
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
個
別
意
見
は
、「
歴
史
的
視
角
に
お
い
て
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
活
気
あ
る
議
会
主
義
が
社
会
か
ら
の
利
益
操
縦
と
い
う
限
定
的

な
試
み
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ
る
こ
と
は
僅
か
で
あ
り
、
む
し
ろ
こ
れ
は
政
治
プ
ロ
セ
ス
の
諸
条
件
に
基
づ
い
て
阻
害
さ
れ
る
」（S. 339

）
と
し
て
、

経
済
的
強
制
よ
り
も
政
治
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
束
縛
が
増
え
る
こ
と
に
警
戒
感
を
示
す
。
そ
し
て
、
国
家
と
社
会
を
媒
介
す
る
議
員
の
機
能
を
強
調
し

（
副
業
も
社
会
へ
の
根
づ
き
の
一
つ
と
さ
れ
る
。V
gl. S. 340 f.

）、「
議
員
職
と
並
ぶ
可
能
な
限
り
広
範
な
議
員
の
自
由
は
、
議
員
職
の
自
由
そ
の
も

の
の
本
質
的
な
構
成
部
分
」（S. 378
）
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
上
で
、「
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
議
員
が
人
的
お
よ
び
社
会
的
に
み
て
様
々
に
特
徴
づ
け
ら

れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
議
会
に
お
い
て
、
民
主
制
原
理
に
適
う
形
で
、
能
力
、
利
害
関
心
お
よ
び
価
値
観
に
つ
い
て
の
広
範
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
多
元
的

な
ス
ペ
ク
ト
ル
が
、
全
体
と
し
て
生
じ
る
」（S. 378
）
と
す
る
。
個
別
意
見
の
こ
れ
ら
の
説
示
か
ら
は
、
個
々
の
議
員
が
私
の
領
域
で
あ
る
社
会
に

根
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
選
挙
人
意
思
が
受
容
・
媒
介
さ
れ
る
と
と
も
に
、
議
会
に
お
け
る
広
く
多
元
的
な
構
成
が
確
保

さ
れ
、
ひ
い
て
は
議
会
の
代
表
能
力
お
よ
び
機
能
性
が
確
保
さ
れ
る
、
と
い
う
議
会
観
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

イ
．
議
員
観
の
相
違

（
ア
）
議
員
の
位
置
づ
け

　

以
上
の
議
会
観
の
相
違
を
議
員
の
位
置
づ
け
に
引
き
な
お
す
と
、
法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
、
議
員
は
議
会
の
〝
内
〟
で
活
動
す
る
こ
と
で
こ
そ
自
身
の

任
務
を
よ
り
良
く
果
た
し
う
る
と
さ
れ
よ
う
。
他
方
、
個
別
意
見
に
よ
れ
ば
、
議
員
は
議
会
の
〝
外
〟
で
活
動
す
る
こ
と
（
そ
し
て
〝
外
〟
で
得
た
知

見
を
〝
内
〟
に
お
い
て
活
か
す
こ
と
）
で
こ
そ
自
身
の
任
務
を
よ
り
良
く
果
た
し
う
る
と
さ
れ
よ
う
。
法
廷
意
見
は
、「
議
員
の
諸
権
利
は
…
…
公
共

の
福
祉
と
い
う
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
任
務
を
果
た
す
た
め
に
働
く
も
の
」
で
あ
っ
て
、
自
由
委
任
は
「
国
家
組
織
の
内
部
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
職

（
12
）
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務
」（S. 328

）
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
個
別
意
見
は
「
議
員
は
、
社
会
領
域
に
お
け
る
自
身
の
根
づ
き
を
議
会
プ
ロ
セ
ス
へ
と
よ
り
強

く
も
た
ら
せ
ば
も
た
ら
す
ほ
ど
、
基
本
法
に
よ
っ
て
自
身
に
与
え
ら
れ
た
代
表
の
任
務
を
よ
り
良
く
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
」（S. 379

）
と
述
べ
る
。

ま
さ
に
こ
の
点
に
、
こ
う
し
た
議
員
の
位
置
づ
け
の
違
い
が
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

こ
の
違
い
を
踏
ま
え
れ
ば
、
前
記
の
議
員
の
二
重
の
地
位
に
つ
い
て
も
、
両
意
見
の
間
に
は
や
は
り
相
違
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

法
廷
意
見
で
は
、
議
員
職
行
使
者
と
し
て
の
地
位
と
私
人
と
し
て
の
地
位
と
が
峻
別
さ
れ
な
い
と
い
う
も
の
の
、
議
員
職
は
そ
れ
自
体
と
し
て
、
私
人

と
し
て
の
議
会
外
で
の
活
動
が
な
く
と
も
、
い
わ
ば
完
結
的
に
行
使
さ
れ
う
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
個
別
意
見
で
は
、
私
人
と
し
て
の

議
会
外
で
の
活
動
も
議
員
職
行
使
の
構
成
要
素
で
あ
り
（vgl. S. 378

）、「
そ
の
職
務
の
中
に
お
い
て
市
民
で
あ
る
」（S. 379

）
と
さ
れ
、
二
重
の
地

位
が
よ
り
一
体
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

そ
し
て
、
議
員
職
の
引
受
け
・
行
使
に
対
す
る
妨
害
を
禁
止
す
る
基
本
法
四
八
条
二
項
一
文
の
解
釈
に
も
、
こ
う
し
た
違
い
が
表
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
法
廷
意
見
は
、「
基
本
法
四
八
条
は
被
選
挙
権
お
よ
び
自
由
委
任
保
障
の
た
め
の
補
足
的
な
規
定
で
あ
り
、
自
由
委
任
に
つ
い
て
の
規
範
的
言

明
を
含
む
も
の
で
は
な
い
」（S. 334

）
と
し
て
、
特
段
の
解
釈
上
の
帰
結
を
引
き
出
さ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
個
別
意
見
は
、
基
本
法
四
八
条
二

項
一
文
に
つ
い
て
、
自
由
委
任
の
保
障
お
よ
び
被
選
挙
権
と
の
体
系
的
連
関
を
顧
慮
す
べ
き
と
し
た
上
で
、
同
文
の
「
妨
害
の
禁
止
が
目
指
し
て
い
る

の
は
、
可
能
な
限
り
で
、
議
員
に
、
議
員
職
と
職
業
と
を
相
互
に
結
び
つ
け
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
」
で
あ
り
、「
基
本
法
四
八
条
は
、
議
員
活
動
と

職
業
と
の
両
立
を
ま
さ
し
く
前
提
と
し
て
い
る
」（S. 346 f.
）
と
し
て
、
積
極
的
に
解
釈
す
る
。
こ
の
個
別
意
見
の
解
釈
に
も
、
議
会
外
で
の
職
業
活

動
が
議
員
職
行
使
に
密
接
に
関
係
す
る
と
い
う
立
場
が
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

（
イ
）
議
員
の
独
立
性

　

ま
た
、
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
が
保
障
す
る
議
員
の
独
立
性
に
つ
い
て
も
、
前
記
の
議
員
の
位
置
づ
け
の
相
違
に
応
じ
た
違
い
が
両
意
見
の
間
に

見
受
け
ら
れ
る
。

　

法
廷
意
見
は
、
前
記
の
よ
う
に
、
議
員
が
歳
費
に
よ
っ
て
経
済
的
強
制
か
ら
免
れ
る
こ
と
を
、
基
本
法
の
出
発
点
と
み
な
し
て
い
る
（vgl. S. 328

）。

そ
し
て
、
選
挙
人
の
決
定
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
の
で
は
な
い
利
益
団
体
か
ら
の
影
響
を
特
に
問
題
視
し
、
ま
た
、
議
員
が
自
身
の
副
業
に
と
っ
て
有
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利
に
政
治
的
影
響
力
を
行
使
す
る
可
能
性
を
危
惧
す
る
（vgl. S. 330 ff.

）。
法
廷
意
見
に
お
け
る
議
員
の
独
立
性
理
解
は
、
国
庫
か
ら
支
払
わ
れ
る

歳
費
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
社
会
か
ら
の
経
済
的
独
立
性
を
中
心
と
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
個
別
意
見
は
、
副
業
に
よ
る
国
庫
か
ら
の
経
済
的
自
立
が
国
民
代
表
に
つ
い
て
伝
統
的
に
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
期
待
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
基
本
法
制
定
に
際
し
て
も
変
わ
り
が
な
く
、「
従
っ
て
、
歴
史
上
の
制
憲
者
も
、
議
員
が
自
己
の
生
活
費
を
原
則
と
し
て
議
会
外
に
お
い
て
稼

得
あ
る
い
は
確
保
す
る
こ
と
…
…
を
出
発
点
と
し
て
い
る
」（S. 343

）
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
議
会
外
に
お
け
る
「
稼
得
活
動
に
原
則
と
し
て
制

限
な
く
従
事
す
る
可
能
性
が
あ
っ
て
初
め
て
、
個
々
の
議
員
に
対
し
て
、
…
…
再
選
の
可
能
性
や
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
収
入
保
障
に
鑑
み
て
、
所
属
政

党
や
そ
の
他
の
影
響
力
の
大
き
な
利
益
団
体
あ
る
い
は
メ
デ
ィ
ア
の
抱
く
何
ら
か
の
期
待
を
過
度
に
顧
慮
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
自
由
が
、
実
際
に

も
与
え
ら
れ
る
」（S. 345

）
と
す
る
。
個
別
意
見
に
お
け
る
議
員
の
独
立
性
理
解
は
、
議
会
外
で
の
稼
得
活
動
を
中
心
と
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
法
廷
意
見
は
、
政
治
意
思
形
成
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
特
別
な
役
割
を
与
え
ら
れ
る
政
党
（
基
本
法
二
一
条
一
項
）
お
よ
び
議
会
内
で
欠
か
す

こ
と
の
で
き
な
い
協
働
任
務
を
果
た
す
会
派
に
つ
い
て
は
、「
議
員
が
政
党
お
よ
び
会
派
へ
と
政
治
的
に
包
含
さ
れ
る
こ
と
は
憲
法
上
許
容
さ
れ
、
ま

た
望
ま
れ
て
も
い
る
と
い
う
こ
と
が
想
起
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」（S. 328

）
と
述
べ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
個
別
意
見
は
、
役
職
手
当
判
決

（BV
erfGE 102, 224

）
や
、
議
会
評
議
会
に
お
け
る
議
論
を
参
照
し
て
（
前
者
はS. 340

、
後
者
はS. 344 f.

）、
政
党
や
会
派
へ
の
従
属
化
に
対
す

る
危
惧
感
を
に
じ
ま
せ
る
。
こ
の
違
い
は
、
議
会
に
お
け
る
（
選
挙
を
経
た
）
意
思
形
成
プ
ロ
セ
ス
内
で
の
活
動
に
議
員
が
集
中
し
て
取
り
組
む
こ
と

を
、
法
廷
意
見
が
個
別
意
見
よ
り
も
重
く
み
た
結
果
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ウ
．
議
員
の
権
利
・
義
務
の
構
築
に
お
け
る
議
員
の
私
的
法
益
の
評
価
の
相
違

　

基
本
法
三
八
条
三
項
に
基
づ
い
て
議
員
の
権
利
・
義
務
が
構
築
〔A

usgestaltung

〕
さ
れ
る
場
面
に
お
い
て
、
議
員
の
議
会
外
で
の
活
動
に
関
す

る
法
益
、
す
な
わ
ち
議
員
の
私
的
法
益
が
ど
の
程
度
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
両
意
見
の
違
い
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
議
員
の
位
置
づ
け
に
よ
る
も

の
と
み
う
る
。

　

議
員
が
議
会
内
に
お
い
て
活
動
す
る
こ
と
で
こ
そ
自
身
の
任
務
を
よ
り
良
く
果
た
し
う
る
と
い
う
法
廷
意
見
の
位
置
づ
け
か
ら
す
れ
ば
、
議
員
の
権

利
・
義
務
の
構
築
は
、
議
会
の
機
能
性
向
上
を
目
標
と
し
た
議
会
内
部
の
秩
序
形
成
の
一
環
と
し
て
把
握
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
議
員
の
議
会
外
に
お
け

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）
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る
活
動
如
何
へ
の
顧
慮
は
後
景
に
退
く
こ
と
と
な
ろ
う
。
法
廷
意
見
が
、「
議
員
の
憲
法
上
の
権
利
お
よ
び
義
務
を
定
め
る
に
際
し
て
、
個
人
権
的
観

点
よ
り
も
議
会
法
的
・
機
能
的
観
点
が
─
─
機
能
性
お
よ
び
代
表
能
力
あ
る
議
会
の
必
要
性
に
従
っ
て
─
─
原
理
的
に
優
位
に
あ
る
」（S. 328

）
と

述
べ
る
点
も
、
こ
う
し
た
理
解
に
基
づ
く
も
の
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
法
廷
意
見
は
、「
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
は
、
基
本
法
三
八
条
三
項
に
基
づ
く
立
法
に
際
し
て
、
私
人
と
し
て
の
議
員
の
正
当
な
利
益
を

適
切
に
顧
慮
す
る
こ
と
を
求
め
る
」（S. 354

）
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
が
議
員
の
二
重
の
地
位
を
基
礎
に
お
い
て
い
る
こ

と
か
ら
、
私
人
と
し
て
の
議
員
に
関
す
る
規
律
は
、
議
員
の
個
人
的
な
生
活
領
域
へ
の
影
響
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
る
（vgl. S. 354 

f.

）。
そ
の
上
で
、
法
廷
意
見
は
、
個
人
権
的
観
点
よ
り
も
議
会
法
的
・
機
能
的
観
点
が
原
理
的
に
優
位
す
る
と
い
う
上
述
の
評
価
に
加
え
て
、
職
業
活

動
が
外
部
に
向
け
ら
れ
た
領
域
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
副
業
や
副
収
入
に
つ
い
て
の
情
報
を
秘
し
て
お
く
議
員
の
私
的
利
益
が
「
原
則
と
し
て
劣
後
す

る
」（S. 355

）
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
議
員
の
個
人
的
生
活
領
域
へ
の
配
慮
の
根
拠
と
し
て
は
、
議
員
の
二
重
の
地
位
が
峻
別
さ
れ
な
い
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
、
よ
り
重
く
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
議
員
の
私
的
法
益
と
し
て
法
廷
意
見
が
考
え
て
い
る
の
は
、
閉
じ
ら
れ
た
私
的

な
生
活
実
践
の
領
域
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
配
慮
さ
れ
る
べ
き
議
会
外
に
お
け
る
議
員
の
私
的
法
益
は
、
議
会
内
に
お
け
る
議
員
の
活
動

の
確
保
と
い
う
主
た
る
目
標
と
の
間
に
密
接
な
関
連
を
も
た
ず
、
副
次
的
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
も
、
議
員

の
権
利
・
義
務
構
築
に
際
し
て
、
議
会
内
で
の
議
員
の
活
動
確
保
に
重
点
を
置
き
、
端
的
に
議
会
内
部
の
秩
序
形
成
の
問
題
と
し
て
把
握
す
る
立
場
か

ら
の
帰
結
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、「
議
員
職
と
並
ぶ
可
能
な
限
り
広
範
な
議
員
の
自
由
は
、
議
員
職
の
自
由
そ
の
も
の
の
本
質
的
な
構
成
要
素
で
あ
る
」（S. 378

）
と

し
て
、
議
員
の
議
会
外
で
の
活
動
を
（
も
）
重
視
す
る
個
別
意
見
の
位
置
づ
け
に
よ
れ
ば
、
議
員
の
権
利
・
義
務
の
構
築
は
、
議
会
外
に
お
け
る
議
員

の
活
動
可
能
性
ま
で
顧
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
問
題
と
し
て
把
握
さ
れ
よ
う
。
個
別
意
見
が
、
議
員
職
の
自
由
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
職
業
の
自

由
お
よ
び
情
報
自
己
決
定
権
を
も
引
き
合
い
に
出
す
（vgl. S. 393 ff.

）
な
ど
、
少
な
く
と
も
法
廷
意
見
の
述
べ
る
よ
う
な
議
会
法
的
・
機
能
的
観
点

の
原
理
的
優
位
性
を
認
め
て
い
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
把
握
す
る
が
ゆ
え
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
18
）

（
19
）
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三
．
判
断
枠
組
み

　

透
明
性
規
律
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
際
に
、
法
廷
意
見
は
目
的
適
合
性
と
相
当
性
の
観
点
か
ら
（vgl. S. 363 ff.

）、
個
別
意
見
は
目
的
適
合
性
と

（
法
治
国
家
的
）
必
要
性
の
観
点
か
ら
（vgl. S. 385 ff.

規
律
の
目
的
そ
の
も
の
の
正
当
性
に
つ
い
て
はvgl. S. 382

）、
審
査
を
行
っ
て
い
る
。
い

ず
れ
も
、
い
わ
ゆ
る
比
例
原
則
を
想
起
さ
せ
る
枠
組
み
で
あ
る
が
、
両
意
見
に
は
そ
の
位
置
づ
け
に
違
い
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

法
廷
意
見
は
、
本
件
の
透
明
性
規
律
が
「
原
則
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
」（S. 355 f.

）
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
申
立
人
ら
の
主
張
を
一
つ
一
つ
斥

け
る
形
で
論
を
進
め
る
。
目
的
適
合
性
・
相
当
性
に
つ
い
て
の
検
討
も
そ
う
し
た
形
で
進
め
ら
れ
て
お
り
、「
申
立
人
ら
が
当
該
諸
規
律
に
お
け
る
構

築
を
目
的
に
適
合
せ
ず
、
不
相
当
で
あ
る
と
み
な
す
…
…
非
難
は
失
当
で
あ
る
」（S. 352 f.

）
と
い
う
判
断
を
敷
衍
す
る
た
め
と
い
え
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
比
例
原
則
を
想
起
さ
せ
る
枠
組
み
に
よ
る
申
立
人
ら
の
主
張
は
、
議
員
の
自
由
な
地
位
や
、
職
業
の
自
由
お
よ
び
情
報
自
己
決
定
権
と
い
う

基
本
権
へ
の
透
明
性
規
律
に
よ
る
介
入
と
い
う
構
成
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
（vgl. S. 300 ff.

）。
と
す
れ
ば
、
基
本
権
を
引
き
合
い
に
出
す

こ
と
も
な
く
、「
議
会
外
部
に
お
け
る
議
員
と
し
て
の
彼
の
地
位
が
論
じ
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
も
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
基
本
法
三

八
条
三
項
に
基
づ
く
議
員
の
権
利
お
よ
び
義
務
の
構
築
で
あ
る
」（S. 359

）
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
法
廷
意
見
に
お
い
て
、
こ
の
目
的
適
合

性
・
相
当
性
と
い
う
判
断
枠
組
み
が
必
要
な
も
の
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
を
差
し
挟
む
余
地
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
法
廷

意
見
に
お
け
る
目
的
適
合
性
・
相
当
性
と
い
う
判
断
枠
組
み
は
、
申
立
人
ら
の
主
張
に
応
答
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
こ
う
し
た
枠
組
み
に
従
っ
て
判
断

す
る
必
然
性
は
な
い
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
。

　

他
方
、
個
別
意
見
は
、
透
明
性
規
律
の
包
括
的
な
公
表
義
務
が
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
に
よ
る
自
由
委
任
へ
の
介
入
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
介
入

の
適
合
性
と
必
要
性
と
の
審
査
が
要
求
さ
れ
る
と
す
る
（vgl. S. 380 ff.
）。
ま
た
、
透
明
性
規
律
の
目
標
と
「
議
員
職
の
自
由
へ
の
影
響
と
の
間
で
、

関
係
す
る
基
本
権
を
補
完
的
に
顧
慮
し
て
、
憲
法
に
適
合
し
た
調
整
が
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」（S. 385

）
と
述
べ
る
。
そ
う
し
て
、
透
明
性

規
律
の
目
的
の
正
当
性
、
目
的
適
合
性
の
審
査
に
引
き
続
い
て
、
職
業
の
自
由
や
情
報
自
己
決
定
権
と
い
っ
た
基
本
権
を
も
引
き
合
い
に
出
し
（vgl. 

S. 386, 388

）、
憲
法
に
適
合
し
た
調
整
が
な
さ
れ
て
い
る
か
否
か
の
審
査
を
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
透
明
性
規
律
の
公
表
義
務
が
、
議
員
の
法

的
地
位
に
深
く
介
入
し
、
議
員
職
の
自
由
の
み
な
ら
ず
、
職
業
の
自
由
と
情
報
自
己
決
定
権
と
い
う
基
本
権
に
も
抵
触
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ

（
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）

（
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て
い
る
（S. 393 f.

）。
こ
う
し
た
審
査
枠
組
み
は
、
議
員
の
権
利
へ
の
透
明
性
規
律
へ
の
介
入
と
い
う
構
成
か
ら
帰
結
さ
れ
る
、
比
例
原
則
的
枠
組
み

と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四
．
歳
費
判
決
と
の
関
係
に
つ
い
て

　

本
件
で
は
、
議
員
の
副
業
に
関
し
て
、
私
の
領
域
か
ら
の
収
入
の
意
義
が
問
題
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
歳
費
判
決
（BV

erfGE 40, 296

）
で

は
、
歳
費
と
い
う
国
庫
か
ら
の
収
入
の
意
義
が
問
題
と
さ
れ
た
。
議
員
職
担
当
者
と
し
て
の
地
位
と
私
人
と
し
て
の
地
位
と
い
う
議
員
の
二
重
の
地
位

に
鑑
み
れ
ば
、
本
判
決
と
歳
費
判
決
は
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。
実
際
、
本
判
決
の
法
廷
意
見
・
個
別
意
見
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
多
く
の

箇
所
で
歳
費
判
決
が
参
照
指
示
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
両
意
見
に
お
け
る
歳
費
判
決
の
用
い
方
は
対
照
的
で
あ
る
。

　

歳
費
判
決
は
、
議
員
が
議
会
、
政
党
・
会
派
お
よ
び
選
挙
区
に
お
け
る
自
身
の
活
動
を
「
自
身
の
任
務
懈
怠
の
限
界
を
超
え
て
ま
で
抑
え
る
自
由
を
、

理
論
上
は
有
し
て
い
る
」（BV

erfGE 40, 296 [312]

）
と
す
る
一
方
、
事
実
認
識
と
し
て
は
、
今
日
で
は
議
員
職
が
片
手
間
で
は
こ
な
せ
な
い
も
の

で
あ
り
、
高
度
に
複
雑
化
し
た
経
済
・
産
業
社
会
に
お
け
る
民
主
制
は
議
員
に
つ
い
て
「
そ
の
人
の
全
て
を
要
求
す
る
」（a. a. O

., S. 313

）
と
し
た
。

　

法
廷
意
見
は
、「
議
員
の
自
由
裁
量
に
属
す
る
の
は
、
代
表
『
す
る
か
否
か
』
で
は
な
く
、『
如
何
に
』
代
表
す
る
か
に
す
ぎ
な
い
」（S. 326

）
と

述
べ
る
際
に
、
歳
費
判
決
の
こ
う
し
た
理
論
上
の
指
摘
お
よ
び
事
実
認
識
を
参
照
す
る
。
法
廷
意
見
は
、
議
員
が
議
会
に
お
い
て
公
の
職
務
を
行
使
す

る
存
在
で
あ
る
こ
と
に
力
点
を
置
く
立
場
か
ら
、
歳
費
判
決
の
事
実
認
識
を
自
身
の
立
論
に
取
り
込
ん
だ
も
の
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
事

実
認
識
か
ら
議
員
へ
の
憲
法
規
範
上
の
要
求
を
引
き
出
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
問
題
も
残
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
個
別
意
見
は
、
法
廷
意
見
と
同
様
に
「
議
員
は
特
に
議
員
職
を
実
際
に
行
使
す
る
義
務
を
負
う
」（S. 345

）
と
述
べ
る
も
の
の
、

そ
の
際
、
歳
費
判
決
の
前
記
事
実
認
識
を
参
照
し
て
い
な
い
。
他
方
で
、
議
員
職
が
実
際
に
行
使
さ
れ
る
際
の
態
様
と
範
囲
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
法

的
規
律
か
ら
免
れ
て
い
る
点
を
強
調
す
る
文
脈
（vgl. S. 345 f.

）
に
お
い
て
、
歳
費
判
決
の
上
記
の
理
論
上
の
指
摘
を
引
用
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
個
別
意
見
は
、
歳
費
判
決
が
議
員
職
行
使
の
時
間
的
重
点
化
へ
の
法
的
帰
結
を
導
く
も
の
で
な
か
っ
た
点
を
強
調
し
た
上
で
、
副
業
の
な
い

議
員
や
稼
得
機
会
を
著
し
く
制
限
さ
れ
る
議
員
に
つ
い
て
副
業
を
営
む
議
員
と
「
同
様
に
」
そ
の
独
立
性
を
強
化
す
る
方
向
に
進
路
を
と
っ
た
も
の
と

し
て
、
歳
費
判
決
を
理
解
す
る
（vgl. S. 343 f.

）。
こ
こ
に
は
、
副
業
を
営
む
議
員
を
議
員
像
の
範
型
と
す
る
個
別
意
見
の
立
場
が
垣
間
見
え
よ
う
。 （
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以
上
か
ら
す
る
と
、
両
意
見
に
お
け
る
歳
費
判
決
の
用
い
方
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
議
員
の
位
置
づ
け
の
違
い
が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五
．
本
判
決
の
意
義

　

本
判
決
は
、
い
わ
ゆ
る
「
政
治
と
カ
ネ
」
に
関
す
る
規
律
を
は
じ
め
と
し
て
、
議
員
と
社
会
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
規
律
づ
け
る
べ
き
か
と
い
う

問
題
へ
の
回
答
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
背
後
に
置
か
れ
る
議
会
観
・
議
員
観
に
ど
の
よ
う
に
左
右
さ
れ
る
か
を
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
形
で
示
し
た
も
の
と
評

価
で
き
る
。
と
り
わ
け
、
本
判
決
で
は
議
会
観
・
議
員
観
の
違
い
に
よ
り
法
廷
が
二
分
さ
れ
て
お
り
、
議
会
制
全
体
の
構
想
に
つ
い
て
今
な
お
大
き
な

対
立
が
存
在
す
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

　

そ
し
て
、
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
と
同
様
に
議
員
が
「
全
国
民
を
代
表
す
る
」
と
定
め
る
日
本
国
憲
法
四
三
条
一
項
を
手
が
か
り
に
し
て
、
議
員

の
自
由
委
任
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
日
本
に
お
い
て
も
、
以
上
に
み
た
対
立
構
造
は
成
立
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
本
判
決
は
、
日
本

に
お
い
て
も
議
員
の
行
態
規
律
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
う
る
対
立
に
つ
い
て
、
そ
の
構
造
を
議
会
観
・
議
員
観
に
ま
で
遡
っ
て
把
握
し
よ
う
と
す

る
際
の
一
助
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
評
釈
で
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
具
体
的
な
規
律
内
容
へ
の
評
価
も
、
法
廷
意
見
と
個
別
意

見
と
で
分
か
れ
て
お
り
、
日
本
に
お
い
て
国
会
議
員
の
行
態
に
関
す
る
規
律
内
容
を
具
体
的
に
案
出
す
る
際
の
参
考
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

行
為
規
範
は
、
連
邦
議
会
議
事
規
則
の
附
則
で
あ
り
、
同
議
事
規
則
の
構
成
要
素
で
あ
る
（
同
議
事
規
則
一
八
条
）
が
、
そ
の
法
的
根
拠
は
、

連
邦
議
会
の
議
事
規
則
自
律
権
（
基
本
法
四
〇
条
一
項
二
文
）
で
は
な
く
、
議
員
法
四
四
ｂ
条
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
同
条
は
、
基
本
法
三

八
条
三
項
に
基
づ
く
詳
細
を
定
め
る
法
律
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。V

gl. 

§18, in: H
einrich G. Ritzel/Joseph Bücker/H

erm
ann J. 

Schreiner/H
elm

ut W
inkelm

ann (H
rsg.), H

andbuch für die Parlam
entarische Praxis: m

it K
om

m
entar zur Geschäftsordnung 

des D
eutschen Bundestages, Stand: A

ugust 2004, S. 3; H
ans-A

chim
 Roll, V

erhaltensregeln, in: H
ans-Peter Schneider/W

olf-
gang Zeh (H

rsg.), Parlam
entsrecht und Parlam

entspraxis in der Bundesrepublik D
eutschland, 1989, S. 615.

V
gl. H

ans H
erbert von A

rnim
, D

er gekaufte A
bgeordnete - N

ebeneinkünfte und K
orruptionsproblem

atik, N
V

w
Z 

2006, S. 251;

「
ド
イ
ツ
最
大
野
党
幹
事
長 

金
銭
問
題
で
辞
任
」
朝
日
新
聞
二
〇
〇
四
年
一
二
月
二
三
日
。

V
gl. V

olksvertreter: D
iener Zw

eier H
errn, D

ie Spiegel 3/2005, S. 22 f.;
「
独
Ｖ
Ｗ
、
政
治
家
6
人
に
給
与
」
日
本
経
済
新
聞
二

（
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〇
〇
五
年
一
月
一
四
日
夕
刊
。

二
〇
〇
五
年
改
正
ま
で
の
経
緯
お
よ
び
新
制
度
に
つ
い
て
参
照
、
古
賀
豪
「
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
議
員
の
た
め
の
行
為
規
範
の
改
正
」
外
国
の

立
法
二
二
九
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
一
四
頁
（
第
二
六
次
議
員
法
改
正
法
律
、
行
為
規
範
お
よ
び
施
行
規
則
の
邦
訳
は
同
一
二
六
頁
以
下
）。

第
一
段
階
（Stufe 1

）
は
、
一
時
の
所
得
も
し
く
は
定
期
的
な
月
収
が
一
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
以
上
三
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
以
下
の
場
合
、
第
二
段

階
（Stufe 2

）
は
、
七
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
以
下
の
場
合
、
第
三
段
階
（Stufe 3

）
は
七
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
超
の
場
合
を
指
す
。
な
お
、
二
〇
一
三
年

の
行
為
規
範
改
正
に
よ
り
、
現
在
で
は
十
段
階
と
な
っ
て
い
る
（BGBl. Ⅰ

 2013, S. 1644

）。

こ
の
利
益
受
領
の
禁
止
は
、
本
判
決
で
は
争
点
化
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
議
員
に
よ
る
反
対
給
付
な
き
利
益
受
領
の
禁
止
に
つ
い
て
、
本
判

決
と
の
関
連
で
検
討
す
る
も
の
と
し
て
参
照
、Robert K
äß, D

as V
erbot gegenleistungsloser Zahlungen an A

bgeordnete (

§ 44a 
A

bs. 2 A
bgG) nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, V

erw
A

rch 2010, S. 457.

申
立
人
一
か
ら
三
は
Ｆ
Ｄ
Ｐ
会
派
、
申
立
人
四
は
Ｓ
Ｐ
Ｄ
会
派
、
申
立
人
五
か
ら
九
は
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
会
派
に
そ
れ
ぞ
れ
所
属
し
て
い
る
。

申
立
人
七
か
ら
九
は
、
二
〇
〇
六
年
四
月
一
二
日
に
申
立
て
を
提
起
し
た
が
、
本
件
で
争
わ
れ
た
第
二
六
次
議
員
法
改
正
法
律
が
二
〇
〇
五

年
八
月
二
六
日
に
公
布
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
六
ヶ
月
の
出
訴
期
間
（
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
六
四
条
三
項
）
を
経
過
し
て
い
る
か
否
か
が
問
題

と
な
っ
た
。
本
判
決
は
、
ヴ
ュ
ッ
ペ
ザ
ー
ル
事
件
（BV

erfGE 80, 188

）
に
お
け
る
判
示
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
申
立
人
七
か
ら
九
に
つ
い

て
異
な
る
起
算
点
を
認
め
、
出
訴
期
間
は
遵
守
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
同
事
件
に
お
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
連
邦
議
会
議

事
規
則
の
規
定
に
つ
き
、
そ
れ
が
申
立
人
に
対
し
て
実
際
に
法
的
侵
害
を
引
き
起
こ
し
う
る
時
点
を
起
算
点
と
し
た
（BV

erfGE 80, 188 
[209]

）。
こ
の
判
示
を
踏
ま
え
て
、
少
な
く
と
も
本
件
に
お
い
て
は
、
同
法
律
と
行
為
規
範
（
連
邦
議
会
議
事
規
則
附
則
一
）
と
が
同
日
に
施
行

す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
同
法
律
に
つ
い
て
も
、
ヴ
ュ
ッ
ペ
ザ
ー
ル
事
件
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
起
算
点
設
定
の
原
則
が
妥
当

す
る
と
さ
れ
た
。
よ
っ
て
、
起
算
点
は
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
一
八
日
に
置
か
れ
た
た
め
、
申
立
人
七
か
ら
九
の
申
立
て
は
出
訴
期
間
を
経
過
し
て

い
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
た
（vgl. S. 321 f.

）。

Ｐ
Ｄ
Ｓ
／
左
派
名
簿
事
件
に
つ
い
て
は
参
照
、
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅱ
（
第
二
版
）』（
信
山
社
、
二
〇
〇
六

年
）
四
〇
一
頁
以
下
〔
六
三
事
件
、
山
本
悦
夫
解
説
〕。

V
gl. Sebastian Roßner, O

ffenlegungspflichten für die N
ebeneinkünfte von Bundestagsabgeordneten, M

IP 2007, S. 
55.

ま
た
、H

ans H
erbert von A

rnim
, N

ebeneinkünfte von Bundestagsabgeordneten, D
Ö

V
 2007, S. 902

は
、
こ
う
し
た
両
論
併

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
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）
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記
に
よ
っ
て
、
法
的
効
力
を
も
つ
法
廷
意
見
と
そ
う
で
な
い
個
別
意
見
と
が
等
価
で
あ
る
か
の
よ
う
な
不
適
当
な
印
象
が
喚
起
さ
れ
る
と
す
る
。

BV
erfGE 56, 396 (405).

以
上
と
は
異
な
り
、
両
意
見
の
基
本
対
立
は
、「
社
会
に
お
け
る
利
害
を
政
治
的
決
定
へ
と
変
換
し
、
ま
た
変
換
す
る
べ
き
な
の
は
、
第
一

に
政
党
か
議
員
か
」
と
い
う
点
に
あ
る
と
評
価
す
る
も
の
と
し
て
、Roßner, A

nm
. 10, S. 67.

議
員
の
独
立
性
と
歳
費
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
沿
っ
て
検
討
す
る
も
の
と
し
て
参
照
、
本
秀
紀
『
現
代

政
党
国
家
の
危
機
と
再
生
─
─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
政
治
の
国
庫
負
担
」
の
憲
法
論
を
手
が
か
り
に
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
六
年
）
第
三
章
、

特
に
同
章
第
四
節
。

歳
費
判
決
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
「
今
日
に
お
い
て
、
議
員
の
独
立
性
を
損
な
う
危
険
は
、
も
は
や
国
家
か
ら
で
は
な
く
、
む
し

ろ
所
属
政
党
、
そ
し
て
と
り
わ
け
、
影
響
力
の
大
き
い
社
会
集
団
か
ら
差
し
迫
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
」（BV

erfGE 40, 296 [313]

）
と
し
て

お
り
、
本
判
決
の
法
廷
意
見
は
こ
の
評
価
の
理
由
を
敷
衍
し
た
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

A
nne van A

aken, Regulierung durch T
ransparenz: V

erhaltensregeln für Parlam
entarier und ihre Realfolgen, D

er Sta-
at 49 (2010), S. 380

は
、「
多
数
意
見
が
経
済
的
利
害
か
ら
の
独
立
性
を
強
調
す
る
一
方
で
、
少
数
意
見
は
政
党
お
よ
び
会
派
へ
の
従
属
性
、
す

な
わ
ち
政
治
的
利
害
へ
の
従
属
性
を
危
惧
す
る
」
と
整
理
す
る
。
な
お
、
個
別
意
見
の
述
べ
る
と
お
り
（vgl. S. 345

）、
政
党
・
会
派
へ
の
従
属

は
、
議
員
の
収
入
が
再
選
可
能
性
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
が
ゆ
え
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
経
済
的
な
利
害
の
問
題
と
い
う
こ
と
も
で
き

る
。
他
方
で
、
特
定
の
利
益
団
体
と
の
経
済
的
な
結
び
つ
き
も
、
往
々
に
し
て
政
治
の
場
に
お
け
る
影
響
力
行
使
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
政

策
判
断
や
議
会
に
お
け
る
発
言
力
・
多
数
派
形
成
に
つ
い
て
の
利
害
を
共
有
す
る
関
係
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
政
治
的
な
利
害
の
問
題
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
両
意
見
の
相
違
は
、
利
害
関
係
の
内
容
の
違
い
と
い
う
よ
り
も
、
重
視
さ
れ
る
独
立
・
従
属
の
相
手
方
の
性
格

の
違
い
（
利
益
団
体
か
政
党
・
会
派
か
）
と
し
て
把
握
す
べ
き
も
の
と
い
え
る
。

個
別
意
見
（S. 345

）
と
同
様
に
、
法
廷
意
見
も
「
過
度
に
」（S. 329
）
政
党
に
従
属
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
否
定
的
で
あ
る
が
、
ど
の
程

度
に
至
れ
ば
「
過
度
」
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
両
意
見
と
も
に
述
べ
て
い
な
い
。
政
党
お
よ
び
会
派
へ
の
従
属
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ

ば
正
当
と
い
え
る
の
か
に
つ
い
て
、
両
意
見
の
異
同
は
明
ら
か
で
な
い
。

Christoph M
öllers, D

as freie M
andat in der dem

okratischen Repräsentation, Jura 2008, S. 941

は
、
基
本
法
三
八
条
一
項
二

文
の
自
由
は
、
他
な
ら
ぬ
民
主
的
代
表
の
実
現
の
た
め
に
仕
え
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
民
主
的
代
表
の
機
能
性
を
正
当
化
根
拠
と
す
る
規
律
が
そ

（
11
）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）
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も
そ
も
制
約
な
の
か
構
築
な
の
か
が
、
解
釈
理
論
上
問
わ
れ
う
る
旨
を
指
摘
す
る
。

以
降
、
法
廷
意
見
に
お
い
て
は
、
職
業
の
自
由
や
情
報
自
己
決
定
権
へ
の
基
本
権
侵
害
（vgl. S. 315 f.

）
に
関
し
て
は
、
そ
も
そ
も
言
及

が
な
い
。
な
お
、S. 373

に
お
い
て
、
透
明
性
規
律
に
よ
る
副
業
・
副
収
入
の
公
開
が
「
申
立
人
ら
の
諸
権
利
」
を
侵
害
し
な
い
と
い
う
判
示
が

な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
「
諸
権
利
」
の
内
容
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

本
件
は
機
関
争
訟
で
あ
る
た
め
、
基
本
権
を
持
ち
出
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
憲
法
異
議
と
の
住
み
分
け
の
問
題
も
あ
ろ
う
。V

gl. K
laus 

Schlaich/Stefan K
orioth, D

as Bundesverfassungsgericht, 9. A
ufl. 2012, Rn. 91.

行
為
規
範
を
法
律
上
の
規
律
任
務
の
具
体
化
と
評
価
す
る
こ
と
で
、
議
員
の
諸
権
利
の
内
容
規
定
が
透
明
性
と
い
う
目
標
の
原
則
的
に
優
位

す
る
衡
量
お
よ
び
調
整
へ
と
追
い
や
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
衡
量
お
よ
び
調
整
と
い
う
枠
組
み
の
も
と
で
は
、
論
証
が
比
例
原
則
や
過
剰
禁

止
原
則
の
厳
格
さ
か
ら
解
放
さ
れ
る
旨
を
、
法
廷
意
見
を
引
き
つ
つ
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
参
照
、Peter Badura, D

ie »Gem
einpflichtig-

keit« des freien M
andats des A

bgeordneten und der »Status der Ö
ffentlichkeit des A

bgeordneten«, in: Friedhelm
 H

ufen 
(H

rsg.), V
erfassungen zw

ischen Recht und Politik, FS zum
 70. Geburtstag für H

ans-Peter Schneider, 2008, S. 162 f.

あ
る
い
は
、
目
的
適
合
性
を
、
当
該
規
律
が
目
標
達
成
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
と
い
う
最
低
限
の
客
観
的
合
理
性
を
示
す
指
標
と
し
て
、
相

当
性
を
、「
対
蹠
す
る
諸
利
益
が
互
い
に
衡
量
さ
れ
、
適
切
に
調
整
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」（S. 355

）
と
い
う
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
か

ら
の
要
請
を
示
す
指
標
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
当
該
規
律
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

申
立
人
ら
に
対
す
る
応
答
と
は
無
関
係
に
、
目
的
適
合
性
・
相
当
性
の
枠
組
み
に
従
っ
て
審
査
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
場
合
、
議
員

の
権
利
・
義
務
の
構
築
と
い
う
議
会
内
部
の
秩
序
形
成
の
領
域
に
お
い
て
も
、
議
員
の
二
重
の
地
位
に
鑑
み
、
私
人
と
し
て
の
議
員
に
関
係
す
る

規
律
に
は
、
規
律
目
標
と
議
員
個
人
へ
の
負
担
と
の
衡
量
と
い
う
比
例
原
則
類
似
の
審
査
手
法
が
妥
当
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

Badura, A
nm

. 20, S. 163

は
、
個
別
意
見
を
、
副
収
入
の
区
分
な
き
公
表
義
務
が
目
的
不
適
合
で
、
か
つ
比
例
性
に
欠
け
る
旨
を
判
示
し

た
も
の
と
す
る
。

参
照
、
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
（
第
二
版
）』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
五
一
六
頁
以
下
〔
八
七
事
件
、
岡
田

俊
幸
解
説
〕、
本
・
前
掲
註
（
13
）
第
三
章
第
三
節
第
二
款
。

V
gl. K

äß, A
nm

. 6, S. 460; v. A
rnim

, A
nm

. 10, S. 899.

こ
の
説
示
の
違
い
か
ら
、
本
判
決
が
歳
費
判
決
か
ら
の
「
逸
脱
」（Roßner, A

nm
. 10, S. 57

）・「
転
向
」（v. A

rnim
, A

nm
. 10, S. 

（
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）
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900

）
だ
と
す
る
評
価
も
あ
る
。
な
お
、
そ
も
そ
も
歳
費
判
決
の
理
論
上
の
指
摘
が
「
誤
解
を
招
く
」
も
の
で
あ
る
旨
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て

参
照
、H

ans H
ugo K

lein, A
rt. 48, Rn. 33 f., in: T

heodor M
aunz/Günter D

ürig, Grundgesetz-K
om

m
entar, Stand: 74. Ergän-

zungslieferung 2015.
Joachim

 Linck, V
erfestigung des Leitbilds vom

 Berufsabgeordneten durch das BV
erfG, N

JW
 2008, S. 24 f.

は
、
議
員
に

つ
い
て
の
事
実
上
の
著
し
い
時
間
的
要
求
か
ら
「
憲
法
規
範
上
の
モ
デ
ル
像
」
を
推
論
す
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
す
る
。
ま
た
、Christian W

ald-
hoff, D

as m
issverstandene M

andat: V
erfassugsrechtliche M

aßstäbe zur N
orm

ierung der erw
eiterten O

ffenlegungspflich-
ten der A

bgeordneten des D
eutschen Bundestags, Zparl 2006, S. 254

は
、
歳
費
判
決
が
議
員
の
活
動
に
よ
る
時
間
面
で
の
負
担
に
つ

い
て
純
粋
に
事
実
の
確
認
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
法
的
な
言
明
を
行
う
も
の
で
な
か
っ
た
と
指
摘
し
、
議
会
の
現
実
が
事
実
レ
ベ
ル
で
強
い
る
事

柄
（
議
員
と
し
て
の
活
動
の
中
心
化
）
は
憲
法
上
の
要
請
へ
と
格
上
げ
さ
れ
え
な
い
と
す
る
（W

aldhoff

に
よ
る
同
旨
の
内
容
を
含
む
講
演
の

翻
訳
と
し
て
参
照
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ヴ
ァ
ル
ト
ホ
フ
〔
柴
田
尭
史
・
訳
〕「
ハ
ン
ス
＝
ケ
ル
ゼ
ン
の
議
会
代
表
論
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
員

の
地
位
を
め
ぐ
る
最
新
の
問
題
」
自
治
研
究
九
一
巻
一
〇
号
〔
近
刊
予
定
〕）。H

ans-Peter Schneider, A
rt. 38, Rn. 38, in: Erhard D

enni-
ger/W

olfgang H
offm

ann-Riem
/ders./Ekkehart Stein (H

rsg.), K
om

m
entar zum
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は
、
歳
費
判
決
に
対
し
て
、「
議
員
活
動
が
『
一
生
の
仕
事
』
と
み
な
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら

国
家
に
よ
る
完
全
扶
養
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
必
要
は
全
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
現
実
分
析
と
憲
法
解
釈
と
を
区
別
す
る
能

力
に
著
し
く
欠
け
て
い
る
と
批
判
す
る
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
事
実
認
識
そ
れ
自
体
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
（S. 348

）。

も
っ
と
も
、
日
本
国
憲
法
に
は
、
基
本
法
四
八
条
二
項
の
よ
う
に
議
員
が
議
会
外
に
お
い
て
職
業
活
動
を
営
む
こ
と
を
前
提
と
す
る
規
定
が

存
在
し
な
い
た
め
、
反
対
意
見
の
よ
う
な
議
会
外
で
の
職
業
活
動
を
議
員
職
と
密
接
に
関
連
づ
け
る
立
論
は
、
日
本
国
憲
法
の
解
釈
と
し
て
は
採

り
づ
ら
い
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
本
件
の
中
心
化
規
律
や
透
明
性
規
律
と
は
異
な
る
が
、
市
議
会
議
員
の
二
親
等
以
内
の
親
族
が
経
営
す
る
企
業
が
当
該
市
の
工
事
等

の
請
負
契
約
を
辞
退
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
等
の
定
め
を
お
く
府
中
市
議
会
議
員
政
治
倫
理
条
例
が
憲
法
二
一
条
一
項
、
二
二
条
一
項
お
よ
び
二

九
条
に
違
反
し
な
い
と
す
る
も
の
と
し
て
参
照
、
最
高
裁
判
所
第
三
小
法
廷
平
成
二
六
年
五
月
二
七
日
判
決
（
集
民
二
四
七
号
一
頁
）。

（
26
）

（
27
）

（
28
）

（
29
）




