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紹

介

と

批

評

浅
賀

築
著

「
行
政
訴
訟
の
諸
問
題
』

特
例
を
中

Jし、
と
し
た

日
本
閤
憲
法
の
制
定
に
よ
り 、

わ
が
閣
の
法
制
度
は
各
方
面
に
わ
た
り

改
正

せ
ら
れ
た 。

而
し
て 、

こ
れ
ら
改
革
の
う
ち 、

行
政
訴
訟
制
度
の
改
正
は
と
く

に
注
目
に
あ
た
い
す
る 。

奮
憲
法
下
に
あ
っ
て
は 、

行
政
裁
判
所
が
み
と
め
ら

れ 、

行
政
訴
訟
は
主
と
し
て
こ
の
機
関
で
慮
理
さ
れ
て
い
た 。

こ
の
裁
剣
所

は 、

他
の
機
関
に
た
い
し
あ
る
程
度
の
濁
立
性
を
ゅ
う
し
て
い
た
が 、

行
政
部

内
の
機
関
で
あ
っ
た
こ
と 、

周
知
の
事
賓
で
あ
る 。

こ
の
こ
と
を
換
言
す
る

と 、

行
政
訴
訟
は
行
政
権
の
一

作
用
と
し
て
な
さ
れ
て
い
た 。

し
か
し 、

現
行

憲
法
の
も
と 、

行
政
訴
訟
は
一

般
の
司
法
裁
剣
既
で
露
理
さ
れ
る 。

す
な
わ

ち 、

行
政
訴
訟
は 、

民
事
・

刑
事
の
訴
訟
と
同
様 、

司
法
擢
の
一

作
用
と
み
ら

l\ 

（
六
一
一
一）



紹
介
と
批
評

れ
て
い
る
。
こ
の
瓢
、
す
な
わ
ち
、
行
政
擢
よ
り
司
法
擢
へ
の
移
行
、
こ
れ
は
、

ま
さ
に
、
行
政
訴
訟
の
根
本
間
題
に
か
ん
す
る
大
改
正
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

行
政
訴
訟
に
か
ん
す
る
研
究
は
、
日
本
公
法
學
會
で
も
く
り
か
え
し
と
り
あ
げ

ら
れ
、
諸
家
の
こ
れ
に
か
ん
す
る
論
文
も
ま
た
か
な
り
の
歎
に
の
ぼ
る
。
一
方
、

裁
判
例
も
改
正
當
初
は
若
干
の
混
鼠
を
み
せ
た
が
、
漸
次
整
備
さ
れ
特
色
あ
る

到
決
∵
も
二
三
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
と
き
に
あ
た
り
、
国
怨
晶
な
資
料

を
縦
横
に
駆
使
し
、
從
來
の
學
読
鋼
例
を
整
理
し
た
本
書
の
出
版
は
、
ま
さ
に
、

時
宜
を
え
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
の
著
者
、
淺
賀
榮
（
あ
さ
か
b
さ
か
え
）
氏
は
現
職
の
到
事
で
あ
り
、

本
書
は
、
同
氏
が
さ
き
に
獲
表
せ
ら
れ
た
「
實
務
上
か
ら
見
た
行
政
訴
訟
の
雫

融
」
（
司
法
碑
究
報
告
書
第
四
輯
第
五
號
）
を
修
正
加
筆
し
、
刊
行
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
本
書
の
特
色
は
、
副
題
に
も
示
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
到

例
を
中
心
と
し
た
研
究
で
あ
る
。
し
か
し
、
軍
に
到
例
を
整
理
し
羅
列
し
た
も

の
で
な
く
、
各
章
各
節
に
お
い
て
、
ま
ず
學
読
を
の
べ
（
從
來
の
主
要
論
文
の

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
引
用
し
て
い
る
）
、
到
例
を
揚
げ
こ
れ
を
槍
討
し
、
自
説
を

の
べ
る
、
と
い
う
き
わ
め
て
愼
重
な
方
法
を
と
つ
て
い
る
。
一
謹
、
行
政
訴
訟

は
行
政
法
と
訴
訟
法
と
の
中
間
領
域
と
も
い
う
べ
き
黙
に
、
そ
の
地
位
を
し
め

る
た
め
、
こ
れ
が
研
究
に
あ
た
り
、
他
の
分
野
に
み
ら
れ
ぬ
困
難
を
か
ん
ず
る
。

し
た
が
つ
て
馬
本
書
に
と
り
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
問
題
の
す
ベ
オ
に
つ
き
、
著

者
一
人
よ
り
完
全
な
解
答
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
な
こ
と
に
厨
す
る
が
、

著
者
の
卓
見
は
随
所
に
示
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
資
料
的
な
方
面
に
お
い
て
も
、

高
く
評
贋
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
本
書
の
章
節
に
し
た
が
い
、
内
容
そ
の
他
を
簡
箪
に
の
べ
て
ゆ
く
。

八
二

（
六
二
一
）

　
行
政
訴
訟
は
司
法
裁
剣
所
に
お
い
て
塵
理
さ
れ
る
。
こ
れ
は
明
白
な
事
實
で

あ
る
。
し
か
し
、
行
政
訴
訟
は
固
有
の
司
法
権
に
囑
す
る
事
項
で
あ
る
か
否
か

に
つ
き
、
若
干
の
疑
問
が
の
こ
る
。
本
書
は
、
司
法
権
を
も
つ
て
、
「
法
律
上
の

雫
訟
に
つ
い
て
法
律
的
贋
値
到
断
を
な
し
法
を
宣
言
す
る
作
用
」
と
理
解
し
、

行
政
訴
訟
も
こ
の
概
念
中
に
包
括
さ
れ
る
ゆ
え
、
固
有
の
司
法
権
に
属
す
る
と

い
う
通
説
の
立
場
を
と
る
。
こ
の
結
論
は
正
し
い
も
の
と
信
ず
る
が
、
そ
の
理

論
構
成
に
あ
た
り
、
司
法
と
行
政
の
匠
別
を
爾
作
用
の
差
異
に
も
と
め
ら
れ
る

黙
、
い
さ
さ
か
理
解
し
が
た
い
部
分
が
あ
る
。
こ
み
司
法
と
行
政
の
厩
別
に
つ

き
、
か
つ
て
美
濃
部
博
士
は
、
ま
ず
國
家
の
作
用
を
、
法
を
定
立
す
る
作
用
と
・

法
を
適
用
す
る
作
用
に
二
分
さ
れ
、
前
者
が
立
法
、
後
者
が
司
法
、
行
政
で
あ

り
、
司
法
と
行
政
は
そ
の
目
的
に
よ
つ
て
の
み
匠
別
し
う
る
と
読
か
れ
た
。
こ

の
よ
う
に
、
司
法
と
行
政
を
目
酌
に
よ
つ
て
匠
分
せ
ん
と
す
る
理
論
は
、
き
わ

め
て
明
快
で
あ
る
が
、
こ
の
理
論
に
し
た
が
え
ば
行
政
訴
訟
は
本
來
行
政
権
に

馬
す
る
。
た
だ
、
現
行
實
定
法
が
こ
れ
を
再
法
灌
に
鶴
せ
し
め
る
旨
規
定
す
る

こ
と
に
よ
り
、
は
じ
め
て
行
政
訴
訟
は
司
法
灌
に
薦
す
る
と
い
う
結
論
に
到
達

す
る
。
し
か
し
、
右
の
読
を
斥
け
司
法
と
行
政
の
匠
別
を
作
用
の
差
異
に
も
と

め
る
と
ど
5
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
馳
本
書
は
、
「
司
法
の
観
念
は
法
の
存
在

を
前
提
と
す
る
と
共
に
、
そ
の
適
用
實
現
が
行
政
と
は
別
個
に
猫
立
の
目
的
と

し
て
取
上
げ
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
」
「
司
法
は
法
の
忠
實
な
適
用
を
目
的
と

し
、
こ
れ
に
墨
ぎ
る
。
」
「
行
政
が
法
に
拘
束
さ
れ
、
法
を
執
行
す
る
場
合
に
行

政
機
關
は
自
ら
そ
の
適
法
性
や
法
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
を
到
漸
し
た
上
で
こ
れ

を
實
現
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
鋼
臨
は
國
家
目
的
の
達
成
の

過
程
に
お
い
て
附
随
的
に
行
わ
れ
る
だ
け
で
、
そ
れ
自
騰
を
猫
立
の
目
酌
と
す

る
も
の
で
は
な
い
。
」
（
二
・
一
二
頁
）
と
の
べ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
説
明
に



よ
り
司
法
と
行
政
は
囁
別
し
う
る
が
、
そ
こ
で
と
ら
れ
た
優
別
の
標
準
は
作
用

に
よ
つ
た
も
の
で
な
く
、
目
的
に
も
と
ず
い
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な

わ
ち
、
行
政
が
國
家
目
的
に
附
随
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
到
闘
作
用
で
あ
り
、
司

法
が
濁
立
の
法
目
的
に
よ
り
な
さ
れ
る
判
籔
作
用
た
る
か
ぎ
り
、
目
的
に
よ
る

匪
別
で
西
著
者
の
期
待
せ
ら
れ
る
作
用
に
よ
み
匠
別
で
は
な
い
と
考
え
る
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
議
論
は
し
ば
ら
く
お
き
、
本
書
は
既
述
の
司
法
擢
の
本
質

を
中
心
と
し
、
法
律
上
の
雫
訟
と
し
て
の
抗
告
訴
訟
當
事
者
訴
訟
等
を
の
べ
、

さ
ら
に
、
法
律
的
贋
値
到
断
と
い
5
黙
よ
り
、
裁
到
駈
の
な
す
判
漸
作
用
の
意

義
・
限
界
等
を
研
究
し
、
最
後
に
、
民
事
訴
訟
と
行
政
訴
訟
の
關
係
を
明
か
に

す
る
こ
と
に
よ
り
、
第
一
章
司
法
灌
の
限
界
を
お
わ
る
。

　
第
二
章
は
、
行
政
訴
訟
で
最
も
お
お
く
の
疑
問
を
提
供
し
て
い
る
自
由
裁
量

の
問
題
を
と
り
あ
つ
か
う
。
こ
の
章
に
お
い
て
、
著
着
は
從
來
の
學
読
を
槍
討

し
、
判
例
を
た
ず
ね
、
さ
ら
に
、
私
見
を
こ
れ
に
く
わ
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

の
章
は
本
書
中
著
者
の
最
も
カ
を
そ
そ
が
れ
た
部
分
の
一
で
あ
ろ
う
。

　
從
來
、
自
由
裁
量
に
つ
い
て
不
明
な
鮎
が
お
お
か
つ
た
が
、
自
由
裁
量
な
る

冒
葉
の
あ
ら
わ
す
意
昧
自
騰
、
す
で
に
、
人
に
よ
り
同
一
に
用
い
ら
れ
な
か
つ

た
。
た
と
え
ぽ
、
覇
束
行
爲
に
た
い
す
る
裁
量
行
爲
全
騰
を
自
由
裁
量
と
よ
ぶ

こ
と
も
あ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
、
便
宜
裁
量
の
み
を
自
由
裁
量
と
よ
ぶ
場
合
も
あ

る
。
本
書
に
い
う
自
由
裁
量
は
こ
の
挾
義
の
場
合
で
あ
る
。
な
お
、
行
政
法
上

法
規
裁
量
と
轟
束
庭
分
と
は
一
感
匠
別
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
書
の
ご
と
く
行

政
訴
訟
が
封
象
と
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
法
規
裁
量
も
羅
束
庭
分
も
そ
の
適
用
を
誤

れ
ば
、
裁
判
駈
の
審
理
事
項
と
な
る
ゆ
え
、
同
一
に
と
り
あ
つ
か
つ
て
も
結
果

に
異
同
を
き
た
さ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
自
由
裁
量
と
い
え
ど
も
、
行
政

紹
介
と
批
評

聴
が
自
由
な
る
到
籔
（
恣
意
な
る
判
噺
）
に
も
と
ず
い
て
露
分
を
な
し
て
よ
い

と
い
う
意
昧
で
は
な
い
。
行
政
廃
は
つ
ね
に
最
も
合
目
的
的
な
行
爲
を
な
さ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
、
合
目
〔
的
な
り
や
否
や
に
つ
き
裁
到
駈
が
到
断
し
え
ぬ
に
す

ぎ
ぬ
。
覇
束
庭
分
に
つ
い
て
も
、
た
ん
に
行
政
聴
が
法
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う

意
味
で
な
く
、
行
政
聴
が
國
民
に
た
い
す
る
關
係
に
お
い
て
法
に
蘂
束
さ
れ
る
、

換
言
す
る
と
、
法
の
命
ず
る
と
こ
ろ
を
誤
れ
ば
、
訴
訟
事
項
と
な
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
黙
は
自
明
の
こ
と
に
驕
し
な
が
ら
、
と
か
く
無
覗
さ
れ

や
す
い
が
、
本
書
は
こ
の
馳
む
明
快
に
論
じ
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
、
自
由
裁
量
の
限
界
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
お
も
う
に
、
法
が
一

定
の
範
園
内
に
お
い
・
て
自
由
裁
量
を
み
と
め
て
い
る
、
と
い
わ
れ
る
こ
と
は
、

換
言
す
れ
ば
二
疋
の
範
園
を
守
り
行
爲
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
5
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
一
定
の
範
園
を
こ
え
て
腱
分
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
轟
束
庭
分
で

あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
限
界
を
こ
え
た
自
由
裁
量
行
爲
は
、
本
質
上
轟
束
を
や

ぶ
つ
た
行
爲
で
あ
る
ゆ
え
、
當
然
裁
判
厨
で
あ
ら
そ
い
う
る
。

　
本
書
は
さ
ら
に
、
自
由
裁
量
に
驕
す
る
庭
分
に
つ
い
て
訴
訟
を
提
起
し
た
場

合
、
裁
鋼
所
は
い
か
な
る
到
決
を
下
す
べ
き
か
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
瓢
、
學

界
に
お
い
て
も
お
お
い
に
雫
わ
れ
た
。
而
し
て
、
こ
の
雫
い
は
箪
に
却
下
と
棄

却
の
い
ず
れ
を
愛
當
と
す
る
か
に
と
ど
ま
ら
ず
、
棄
却
と
判
蜥
す
る
場
合
、
司

法
灌
が
行
政
権
を
優
害
す
る
結
果
と
な
ら
ぬ
や
と
い
う
黙
ま
で
遡
つ
て
論
ぜ
ら

れ
て
い
た
。

　
こ
の
ほ
か
、
自
由
裁
量
露
分
と
轟
束
庭
分
の
匠
別
に
か
ん
す
る
學
読
の
整
理
、

こ
れ
に
た
い
す
る
著
者
の
見
解
（
具
睦
的
場
合
に
わ
け
て
示
さ
れ
て
い
る
）
、
到

決
の
傾
向
等
の
記
述
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
本
章
は
自
由
裁
量
を
あ
つ
か
つ
た

多
く
の
論
文
に
較
べ
、
き
わ
め
て
詳
細
、
か
つ
、
具
騰
的
で
存
在
償
値
の
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
　
（
六
一
三
）



紹
介
と
批
詳

い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
三
・
第
四
章
は
行
政
慶
分
を
と
り
あ
つ
か
つ
て
い
る
。
從
架
の
行
政
法
は

行
爲
規
範
を
中
心
と
し
て
研
究
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
行
政
行
爲
論
は
行
政
法

研
究
の
中
心
課
題
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
本
書
は
裁
到
規
範
と
し
て
の
面
よ
り

行
政
法
を
槍
討
し
よ
う
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
裁
到
規
範
に
お
い
て
も
、
行
政

行
爲
は
重
要
な
役
割
を
は
た
す
。
し
か
し
、
行
爲
規
範
に
中
心
を
お
く
か
、
裁

到
規
範
に
中
心
を
お
く
か
に
よ
り
、
そ
の
研
究
の
劃
象
は
若
干
の
差
異
を
生
ず

る
。
そ
こ
で
、
本
書
は
行
政
行
爲
の
語
を
用
い
ず
、
と
く
に
、

行
政
庭
分
と
い

う
表
現
を
使
用
す
る
。
こ
の
行
政
庭
分
と
い
う
言
葉
は
、
從
來
、
必
ず
し
も
行

政
行
爲
と
い
う
冒
葉
と
優
別
し
て
用
い
ら
れ
な
か
つ
た
。
し
か
し
本
書
で
は
、

「
行
政
聴
の
な
す
公
法
上
の
法
律
行
爲
で
あ
つ
て
、
特
定
の
事
件
に
つ
い
て
法
規

に
基
い
て
権
利
を
設
定
し
、
義
務
を
命
じ
、
そ
の
他
法
律
上
の
効
果
を
生
ず
る

箪
猫
行
爲
を
い
う
。
」
（
二
〇
五
頁
）
と
い
う
意
昧
の
場
合
に
行
政
腱
分
な
る
用

語
を
あ
て
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
用
語
の
意
義
を
限
定
し
て
お
く
の
は
、
一
般

に
使
用
さ
れ
て
い
る
行
政
行
爲
の
概
念
の
範
園
に
つ
き
、
若
干
の
雫
い
が
あ
る

の
で
、
こ
の
疑
聞
を
さ
け
る
た
め
に
も
、
ま
た
、
行
政
行
爲
中
と
く
に
行
政
訴

訟
の
封
象
と
な
る
事
項
の
み
を
と
り
あ
げ
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
。
こ
の

轍
、
著
者
の
態
度
は
賢
明
で
あ
る
。
な
お
、
行
政
庭
分
が
問
題
に
な
る
颯
上
、

庭
分
を
な
す
主
騰
た
る
行
政
聴
の
意
義
が
問
題
と
な
る
。
行
政
聴
の
概
念
は
す

で
に
一
定
し
て
い
る
が
、
行
政
訴
訟
に
中
心
を
お
く
と
、
一
般
に
い
う
、
國
叉

は
公
共
團
瞭
の
た
め
に
意
思
を
決
定
し
之
を
外
部
に
表
示
す
る
、
と
い
う
う
え

に
、
さ
ち
に
本
書
の
ご
と
く
、
直
接
國
民
に
封
し
行
政
権
を
行
使
す
る
権
能
を

ゆ
う
す
る
行
政
機
關
、
と
つ
け
く
わ
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
行
政
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廉
の
概
念
を
明
か
に
し
た
の
ち
、
果
し
て
行
政
廉
に
周
す
る
や
否
や
疑
問
の
あ

る
各
行
政
機
關
に
つ
き
、
鋼
例
を
お
げ
な
が
ら
解
明
し
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
本
書
は
、
行
政
庭
分
の
綴
疵
（
不
存
在
・
無
効
・
取
清
）
に
つ
い
て

徹
底
的
に
研
究
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
黙
は
庭
分
の
本
質
か
ら
ぽ
か
り
で
な

く
、
裁
到
と
の
關
係
に
お
い
て
把
握
す
る
と
一
暦
明
か
に
な
る
場
合
が
お
お
く
、

本
書
は
こ
の
酷
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
簡
軍
で
は
あ
る

が
目
下
問
題
と
さ
れ
だ
し
た
統
治
行
爲
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
い
る
。

　
最
後
の
第
五
章
で
は
、
嘗
事
者
適
格
、
訴
願
前
置
主
義
、
立
謹
責
任
の
問
題

等
を
あ
つ
か
う
。
と
く
に
、
立
謹
責
任
の
節
は
、
行
政
庭
分
の
適
法
性
の
推
定

の
立
謹
責
任
に
お
よ
ぼ
す
影
響
を
と
り
あ
つ
か
つ
て
お
り
、
興
昧
の
あ
る
問
題

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

　
以
上
で
内
容
概
襯
を
お
わ
る
が
、
本
書
は
各
頁
重
要
學
読
到
例
お
よ
び
著
渚

の
見
解
の
墜
縮
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
あ
る
い
は
通
讃
に
困
難
を
か
ん
ず
る
か

も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
、
本
書
の
各
章
各
節
を
砺
究
す
る
こ
と
に
よ
り
、
從
來
の

學
説
到
例
の
傾
向
を
し
り
、
各
問
題
解
決
の
重
要
な
て
が
か
り
を
ヲ
る
こ
と
が

で
き
る
。
要
す
る
に
本
書
は
著
者
の
た
ゆ
ま
ざ
る
努
力
の
結
果
あ
ら
わ
さ
れ
た

螢
作
で
あ
り
、
行
政
訴
訟
と
い
う
面
よ
り
行
政
法
を
再
楡
討
せ
ん
と
す
る
著
者

の
熱
意
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
と
も
に
、
資
料
的
に
も
高
く
許
贋
す
べ
き
も
の

で
あ
る
。
最
後
に
二
一
薦
筆
者
よ
り
の
お
ね
が
い
、
引
用
文
献
中
洋
書
は
出
版
の

年
を
附
記
ね
が
い
た
い
。
出
版
の
年
が
異
る
と
、
揚
示
さ
れ
た
頁
藪
が
無
意
昧

と
な
る
こ
と
が
あ
漏
。
そ
れ
か
ら
、
外
國
人
の
名
は
、
姓
だ
け
で
な
く
、
名
の

頭
文
字
を
も
お
か
き
ね
が
え
れ
ば
幸
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
q
Φ
崔
昌
⑦
閥
だ
け

の
と
き
は
O
Φ
8
瞬
か
薯
箪
＄
弓
か
一
寸
到
臨
が
つ
き
に
く
い
。
も
つ
と
も
、



求
書
の
場
合
は、

引
用
文
献
名
よ
り

当・
向。
ぽ
ロ＠
何
で
あ
ろ
う
と
想
傑
し
う

る
が）。

本
書
の
紹
介
を
お
わ
る
に
あ
た
り、

あ
た
え
ら
れ
た
紙
面
の
都
合
も
あ
り、

本
書
の
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
つ
た
え
え
な
か
っ
た
感、

著
者
に
深
く
お
わ
び
す

る。
（

三
八
O
頁
・
酒
井
書
店
刊）

（
金
子
芳
雄〉

紹
介
と

批
評

八

五

ハ
六
一
五〉


