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紹

介

と

批

評

綿

貫

芳

源

著

「
行

政

法

概

論』

こ
こ
に
紹
介
す
る
「
行
政
法
概
論」

の
著
者 、

綿
貫
芳
源
氏
は 、

東
京
教
育

大
皐
教
授
に
し
て 、

英
米
法
的
見
地
よ
り

行
政
法
を
研
究
せ
ら
れ
る
篤
撃
の
士

で
あ
る 。

教
授
は 、

昭
和
一

八
年
大
撃
を
卒
業
さ
れ
て
の
ち 、

昭
和
二
四
年
に

「
英
国
地
方
制
度
論」

を
公
に
さ
れ
て
い
る 。

英
米
法
的
制
度
の
槙
々
と
移
入

せ
ら
れ
た
蛍
時 、

こ
の
書
は 、

地
方
制
度
を
と
お
し
て 、

英
園
行
政
法
を
理
解

す
る
う
え
に 、

非
常
な
参
考
と
な
っ
た
も
の
と
お
も
う 。

そ
の
後 、

教
授
は 、

英
米
法
を
大
陸
法
と
比
較
す
る
な
ど 、

多
方
面
よ
り
英
米
公
法
の
研
究
に
精
進

さ
れ
て
き
た 。

こ
の
よ
う
な
皐
間
的
経
歴
を
も
た
れ
る
著
者
の
執
筆
に
な
る
本

書
は 、

従
来
の
大
陸 、

と
く
に 、

燭
逸
法
的
思
想
を
背
景
と
す
る
教
科
書
に
た

い
し 、

著
し
い
特
色
を
も
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
は 、

想
像
に
か
た
く
な
い

。

こ
の

た
め 、

本
書
の
護
行
さ
れ
た
蛍
時 、

筆
者
は
一

讃 、

非
常
な
興
味
を
お
ぼ
え 、

い
つ
の
日
か
再
讃
を
期
し
て
き
た 。

幸
に 、

機
曾
を
え 、

こ
の
書
を
本
誌
上
に

紹
介
し
う
る
こ
と
は 、

時
期
や
や
遅
れ
た
り
と
の
感
あ
る
も 、

筆
者
の
大
い
に

よ
ろ
こ
び
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る 。

七
七

（
九
四一
二
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

　
さ
て
、
こ
の
書
の
構
成
は
、
四
篇
一
八
章
よ
り
な
り
、
計
三
六
八
頁
の
間

に
、
纏
論
・
各
論
の
す
べ
て
を
網
羅
す
る
。
そ
し
て
、
各
章
の
配
列
は
お
お
む

ね
通
読
的
順
序
を
と
る
。
こ
の
よ
う
に
、
構
成
を
從
來
の
型
に
し
た
が
い
な
が

ら
、
そ
の
内
容
を
英
米
法
的
な
も
の
と
せ
ん
と
す
る
黒
、
著
者
の
苦
心
の
そ
ん

す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
は
、
右
の
ご
と
く
ぼ
う
大
な
る
内
容
を
も
つ
。
こ
の
た
め
、
本
來
、
各

章
。
こ
と
に
紹
介
の
筆
を
す
す
め
る
べ
ぎ
と
こ
ろ
、
か
か
る
企
て
は
、
か
ぎ
ら
れ

た
紙
面
に
お
い
て
不
可
能
と
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
以
下
、
筆

者
に
お
い
て
興
味
を
お
ぼ
え
た
部
分
を
え
ら
び
、
私
見
を
の
べ
つ
つ
、
本
書
の

概
要
を
記
述
す
る
。

　
第
一
章
は
、
行
政
の
意
義
と
題
し
、
多
く
の
他
書
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
槽

力
分
立
と
の
關
蓮
に
お
い
て
行
政
の
意
義
を
把
握
せ
ん
と
す
る
。
こ
の
黙
に
つ

き
、
著
者
は
、
英
米
法
的
見
地
よ
り
、
如
何
な
る
見
解
を
し
め
さ
れ
る
か
。

　
著
者
は
、
「
我
が
國
で
は
通
常
近
代
憲
法
に
共
通
す
る
基
本
原
理
の
如
く
設

か
れ
て
い
る
三
権
分
立
制
も
必
ず
し
も
普
遍
愛
當
性
を
も
つ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
」
（
五
頁
）
と
漸
じ
、
大
陸
法
系
の
濁
・
佛
爾
國
に
こ
れ
を
み
と
め
な
が

ら
、
英
國
に
お
い
て
は
ダ
イ
シ
ー
の
説
を
引
用
し
、
行
政
権
は
國
會
主
槽
の
中

に
埋
浸
し
そ
の
凋
立
性
は
み
と
め
ら
れ
ず
、
ま
た
、
米
國
に
お
い
て
は
、
各
権

力
は
抑
制
と
均
衡
の
状
態
に
あ
つ
て
三
権
分
立
制
と
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
正

確
と
い
え
ぬ
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
英
米
法
系
の
國
に
お
い
て
は
、
行
政
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
　
　
　
（
九
四
四
）

義
を
権
力
分
立
論
よ
り
明
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
行
政
の
意
義
は
、
今

日
の
．
こ
と
く
行
政
を
必
要
な
ら
し
め
た
、
肚
會
的
・
歴
史
的
理
由
を
明
か
に
し

て
の
み
、
こ
れ
を
確
定
し
う
る
と
い
い
、
英
國
に
例
を
と
り
、
近
代
行
政
の
特

色
を
の
べ
る
。
そ
し
て
、
行
政
は
、
「
公
衆
の
灌
利
利
盆
を
守
り
、
人
民
の
生

活
の
維
持
向
上
と
い
う
積
極
的
内
容
を
も
つ
」
（
七
頁
）
が
、
憲
法
・
法
律
・

司
法
裁
判
所
の
審
査
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
。

　
本
書
は
こ
の
よ
う
な
英
米
法
の
検
討
を
へ
て
の
ち
、
わ
が
現
行
法
制
に
た
い

す
る
、
著
者
の
解
羅
を
の
べ
る
。
こ
の
解
羅
は
、
英
米
法
的
見
地
に
た
つ
も

の
で
あ
り
、
現
在
の
通
説
に
た
い
し
、
か
な
り
の
特
異
性
を
も
つ
。
た
と
え

ば
、
「
（
通
説
の
實
質
的
意
義
の
行
政
が
内
閣
に
ぞ
く
す
る
と
の
説
に
た
い
し
…

…
筆
者
註
）
併
し
か
か
る
解
羅
は
英
米
法
系
憲
法
に
屠
す
る
現
行
憲
法
に
封
し

て
大
陸
法
系
憲
法
の
理
論
を
適
用
し
た
も
の
で
、
正
し
い
解
繹
と
は
思
わ
れ
な

い
。
私
の
解
羅
に
よ
れ
ば
、
我
が
國
で
通
常
行
政
と
さ
れ
る
内
容
に
は
輩
に
法

の
執
行
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
積
極
的
に
公
衆
の
権
利
利
盆
の
壇
進
を
目
的
と
す

る
も
の
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
…
…
本
來
内
閣
が
捲
當
す
る
こ
と
が
豫
定
さ
れ

て
い
る
行
政
と
は
國
會
が
制
定
し
た
法
律
で
内
閣
に
そ
の
執
行
を
委
任
し
た
範

園
に
お
け
る
法
の
執
行
を
指
す
に
過
ぎ
な
い
と
解
す
べ
き
で
、
通
読
の
如
く
あ

ら
ゆ
る
行
政
全
謄
に
つ
い
て
憲
法
上
當
然
内
閣
が
責
任
を
負
う
と
解
す
べ
き
で

な
い
。
」
（
一
二
頁
）
と
い
わ
れ
る
。
も
ち
論
、
か
く
解
さ
ん
と
す
る
著
者
の
眞

意
は
、
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
な
い
が
、
著
者
の
例
示
さ
れ
る
行
政
委
員
會
は



法
的
に
み
て
誰
に
た
い
し
責
任
を
お
う
の
か
。
ま
た
、
内
閣
を
英
國
に
お
げ
る

内
閣
護
生
史
的
に
、
國
會
の
一
常
任
委
員
會
に
す
ぎ
ぬ
と
み
る
こ
と
は
、
各
種

行
政
委
員
會
も
國
會
に
お
け
る
常
任
委
員
會
的
性
格
を
も
つ
こ
と
に
な
り
は
し

な
い
か
。
こ
こ
ら
に
、
國
會
と
内
閣
の
關
係
を
英
國
と
同
一
に
解
す
る
と
し
て

も
、
現
行
憲
法
下
に
お
け
る
司
法
制
度
は
、
英
國
の
そ
れ
と
同
一
と
み
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
も
し
、
司
法
を
米
國
的
に
解
す
る
な
ら
ば
、
果
し
て
、
相
互
に

矛
盾
が
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
世
は
英
米
法
系
と
い
う
も
、
憲
法
に
つ
き
爾

者
差
異
の
そ
ん
す
る
以
上
、
英
米
法
系
の
ゆ
え
に
、
英
國
的
に
、
あ
る
い
は
、

米
國
的
に
解
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
行
日
本
國
憲
法
の
解
繹
は
、
奮
憲

法
に
く
ら
べ
英
米
的
考
え
方
が
参
考
に
な
る
と
い
い
え
て
も
、
英
米
の
考
え
方

を
そ
の
ま
ま
移
入
し
う
る
か
、
こ
の
黙
、
若
干
の
疑
問
を
さ
し
は
さ
む
。

　
つ
ぎ
に
、
行
政
法
の
法
源
（
第
一
篇
第
三
章
）
に
お
け
る
不
文
法
源
に
つ

き
、
筆
者
は
、
綿
貫
教
授
と
若
干
異
つ
た
見
解
を
と
る
。
本
書
は
到
例
法
に
つ

き
「
最
高
裁
判
所
が
類
似
の
事
件
に
つ
い
て
幾
度
も
同
檬
な
内
容
の
到
決
を
繰

返
え
す
こ
と
に
よ
り
到
例
と
し
て
確
立
す
る
に
至
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
つ
て
制
定

法
を
攣
更
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
な
い
。
…
…
勿
論
最
高
裁
到
所
の
判
例
も
攣

更
不
可
能
で
は
な
い
。
併
し
最
高
裁
到
所
は
從
來
の
到
例
を
改
め
る
に
當
り
愼

重
な
態
度
を
探
り
そ
の
攣
更
に
つ
い
て
要
件
を
嚴
格
に
し
て
い
る
こ
と
（
澱
劃
噺

礎
二
）
は
到
例
の
法
源
性
を
或
程
度
保
障
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
」
（
二
七
頁
）

と
の
べ
る
。
法
と
は
一
般
的
拘
束
力
を
も
っ
。
こ
れ
に
た
い
し
、
到
例
は
個
別

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

的
拘
束
力
の
み
を
ゆ
う
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
到
例
が
判
例
法
と

な
る
、
換
言
す
れ
ば
、
同
一
種
類
の
事
件
に
つ
き
同
一
性
質
の
到
決
が
繰
返
し

下
さ
れ
る
と
き
、
か
か
る
到
決
は
將
來
護
生
す
る
同
種
事
件
を
も
拘
束
す
る
に

い
た
り
、
法
と
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
も
ち
論
、
正
當
な
る
到
例
は
（
必
ず

し
も
最
高
裁
剣
例
に
か
ぎ
ら
ず
下
級
裁
判
例
に
つ
い
て
も
）
、
以
後
の
同
種
事

件
に
つ
き
同
様
の
到
例
を
み
ち
び
く
結
果
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
劃
例

の
正
當
性
に
も
と
づ
く
事
實
上
の
拘
束
力
で
あ
つ
て
、
到
例
法
と
し
て
の
法
的

拘
束
力
で
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
つ
て
、
判
例
と
到
例
法
と
は
匠

別
す
べ
き
も
の
、
そ
し
て
、
後
者
の
み
法
源
と
な
り
う
る
も
の
と
考
え
た
い
。

　
つ
ぎ
に
、
慣
習
法
に
か
ん
し
、
コ
定
の
事
實
た
る
慣
習
と
こ
れ
を
支
え
る

法
的
確
信
が
あ
る
場
合
に
こ
れ
（
慣
脅
法
…
筆
者
註
4
を
認
め
ん
と
す
る
見
解

が
有
力
で
あ
る
。
私
も
制
定
法
上
何
ら
定
め
の
な
い
場
合
、
こ
の
よ
う
な
要
件

の
具
つ
た
慣
習
に
つ
い
て
は
法
的
効
力
を
認
む
べ
き
も
の
と
思
う
。
併
し
こ
の

よ
う
な
慣
習
法
は
あ
く
ま
で
司
法
裁
到
所
に
よ
つ
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ

て
法
律
上
の
効
力
を
取
得
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
慣
習
法
も
廣
い
意
味
で
到

例
法
に
加
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
」
（
二
七
頁
）
と
の
べ
る
。
も
ち
論
、
本
引

用
に
お
け
る
前
段
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
。
た
だ
、
右
の
引
用
に
お
い
て
、

法
的
効
力
と
法
律
上
の
効
力
と
は
、
そ
の
意
味
に
若
干
の
差
異
を
も
た
せ
て
表

現
さ
れ
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
差
異
を
右
の
文
よ
り
到
断

し
が
た
き
た
め
、
以
下
の
記
述
は
、
著
者
の
意
と
す
る
と
こ
ろ
を
曲
解
し
た
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
　
　
（
九
四
五
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

果
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
は
た
し
て
、
慣
習
法
は
司
法
裁
判
所
に
よ
り
み

と
め
ら
れ
た
と
き
に
か
ぎ
り
、
法
律
上
の
効
力
（
著
者
の
い
う
）
を
取
得
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
論
、
慣
習
法
に
か
ん
す
る
雫
あ
れ
ぽ
、
司
法
裁
剣
所
が

こ
れ
を
審
査
す
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
行
政
聴
が
慣
習
法
に
し
た
が
い
行
動

し
、
し
か
も
雫
な
き
場
合
、
慣
習
法
に
法
律
上
の
効
力
生
ぜ
ぬ
と
す
れ
ば
、
か

か
る
行
爲
の
効
力
は
護
生
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
効
力
生
ず
る
と
せ

ば
、
如
何
な
る
根
嫁
に
よ
り
効
力
が
護
生
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
慣
習
に
た
い

し
一
定
の
法
的
確
信
の
生
ず
る
と
き
、
慣
習
は
法
と
な
り
（
前
掲
引
用
丈
前
段

参
照
）
、
あ
え
て
司
法
裁
到
所
の
剣
断
を
よ
う
し
な
い
。
そ
し
て
、
慣
習
法
は

廣
い
意
味
の
到
例
法
で
は
な
く
、
到
例
法
こ
そ
廣
い
意
味
の
慣
習
法
（
美
濃
部

達
吉
・
法
の
本
質
・
二
〇
〇
頁
以
下
、
田
中
耕
太
郎
・
法
律
學
概
論
・
二
九
〇

頁
以
下
）
と
い
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
本
書
第
二
篇
行
政
法
通
則
は
、
行
政
作
用
法
通
則
を
中
心
と
す
る
。
し
た
が

つ
て
、
本
書
に
お
け
る
最
重
要
部
分
で
あ
る
と
と
も
に
、
大
陸
法
系
と
英
米
法

系
の
考
え
方
の
差
異
を
最
も
顯
著
に
あ
ら
わ
す
部
分
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
英

米
法
的
考
え
方
を
展
開
さ
れ
る
著
者
が
、
如
何
な
る
解
明
を
さ
れ
る
か
、
大
墜

興
味
深
い
部
分
で
あ
る
。

　
さ
て
、
本
篇
に
お
い
て
、
筆
者
の
注
意
を
ひ
い
た
第
一
鮎
は
、
特
別
櫨
力
關

係
に
た
い
す
る
著
者
の
見
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
私
は
用
語
の
當
否
は
別

問
題
と
し
て
一
般
権
力
關
係
と
異
な
る
特
別
権
力
關
係
の
存
在
そ
の
も
の
を
認
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め
る
黙
に
お
い
て
多
数
読
を
正
當
と
考
え
る
。
併
し
そ
の
根
擦
、
範
園
及
び
特

別
槽
力
關
係
に
よ
つ
て
利
盆
を
侵
害
さ
れ
た
者
の
救
濟
手
績
等
に
つ
い
て
は
賛

威
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
四
六
頁
）
と
い
う
。
そ
し
て
、
通
読
の
特
別
権
力

關
係
に
お
け
る
懲
戒
槽
の
獲
動
は
一
定
限
界
内
に
あ
る
か
ぎ
り
、
原
則
と
し
て

司
法
救
濟
を
も
と
め
ら
れ
な
い
と
す
る
鮎
に
反
封
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
懲
戒

槽
の
護
動
に
つ
い
て
は
、
自
由
裁
量
の
範
園
を
廣
く
解
す
べ
き
も
、
懲
戒
庭
分

の
内
容
が
輕
微
な
も
の
で
あ
つ
て
も
、
懲
戒
手
績
が
行
政
手
績
と
し
て
の
要
件

を
具
備
せ
ず
、
あ
る
い
は
、
恣
意
的
灌
力
の
行
使
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
場
合
、

司
法
救
濟
を
み
と
め
る
べ
し
と
い
わ
れ
る
。
本
書
は
概
読
書
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
等
の
具
盟
的
場
合
は
、
通
説
に
い
5
自
由
裁
量
の
限
界
と
如
何
に
こ
と
な
る

か
、
詳
し
く
の
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
右
説
は
注
目
す
べ
き
も
の
と
お

も
う
。

　
行
政
行
爲
に
つ
い
て
も
、
著
者
は
、
注
目
す
べ
き
意
見
を
の
べ
る
。

　
ま
ず
、
著
者
は
、
奮
憲
法
と
現
行
憲
法
と
の
間
に
基
本
的
構
造
に
大
き
な
攣

化
が
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
行
爲
關
係
の
學
説
・
到
例
は
ほ
と
ん
ど
攣
化

を
み
せ
て
い
な
い
。
か
か
る
状
態
の
そ
ん
す
る
根
本
的
理
由
は
、
行
政
事
件
訴

訟
特
例
法
の
存
在
に
よ
る
。
ま
た
、
最
近
に
お
け
る
行
政
行
爲
の
概
念
に
か
ん

す
る
通
説
判
例
は
、
「
行
政
聴
が
、
具
艦
的
事
實
に
つ
い
て
、
公
権
力
の
行
使

と
し
て
、
何
が
法
で
あ
る
か
を
宣
言
す
る
行
爲
」
と
狭
く
解
す
る
。
そ
し
て
、

か
く
狭
く
解
す
る
こ
と
は
、
奮
憲
法
下
に
お
い
て
、
司
法
裁
到
所
の
審
理
槽
の



範
園
を
擾
大
し
、
人
民
の
権
利
利
盆
の
救
濟
を
計
る
こ
と
と
な
る
ゆ
え
、
大
い

に
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
現
行
法
制
下
に
お
い
て
、
行
政
聴

の
行
爲
に
よ
り
、
個
人
の
灌
利
・
利
盆
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
、
司
法
手
綾
に
よ

り
そ
の
救
濟
を
も
と
め
う
る
か
ら
、
從
來
の
學
読
の
ご
と
く
行
政
行
爲
の
概
念

を
狡
く
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
重
要
な
理
由
の
一
は
そ
ん
し
な
く
な
つ
た
。
し
た

が
つ
て
、
行
政
行
爲
の
概
念
を
再
槍
討
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
行
政

行
爲
の
概
念
が
次
第
に
狡
く
解
さ
れ
て
き
た
の
は
、
理
論
的
に
み
て
、
行
政
行
爲

と
他
の
行
爲
と
を
明
確
に
匿
別
せ
ん
と
す
る
企
圖
、
換
言
す
れ
ば
、
他
の
行
爲

に
み
ら
れ
な
い
特
色
を
も
つ
た
も
の
の
み
を
、
行
政
行
爲
と
な
づ
け
、
他
の
行

爲
と
圃
別
せ
ん
と
す
る
黙
に
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
理
論
的
に
み
る
か
ぎ
り
、

現
行
憲
法
下
に
お
い
て
行
政
廉
に
お
け
る
公
権
力
行
使
の
そ
ん
す
る
以
上
、
こ

れ
を
行
政
行
爲
と
よ
ぶ
こ
と
は
正
當
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
現
在

行
政
行
爲
と
よ
ば
れ
、
公
檬
力
行
使
と
さ
れ
る
も
の
が
、
他
と
訴
訟
等
の
取
扱

い
に
お
い
て
こ
と
な
る
を
よ
う
し
、
若
し
、
か
か
る
差
異
が
み
と
め
ら
れ
な
く

な
れ
ば
、
現
在
の
行
政
行
爲
の
概
念
は
、
他
と
匠
別
す
る
實
盆
な
き
概
念
と
な

る
。
著
者
は
、
行
政
行
爲
の
概
念
を
か
か
る
根
本
に
さ
か
の
ぼ
り
、
再
楡
討
さ

れ
ん
と
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
行
政
行
爲
に
か
ん
す
る
著
者
の
見
解
は
、
と
く

に
注
意
す
べ
き
も
の
と
お
も
う
。

　
さ
て
、
著
者
は
、
現
行
憲
法
下
に
お
い
て
行
政
行
爲
は
立
法
機
關
及
び
司
法

機
關
の
行
爲
と
封
立
す
る
行
政
機
關
の
行
爲
と
解
す
べ
き
で
な
く
、
立
法
手
績

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

及
び
司
法
手
績
に
準
ず
る
新
し
い
手
績
と
し
て
の
行
政
手
績
と
理
解
す
べ
き
で

あ
る
、
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
の
根
底
に
は
、
前
述
の
、
灌
力
分
立

制
に
た
い
す
る
批
判
が
そ
ん
す
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
行
政
手
績
は
、
行
政
機

關
の
一
切
の
行
爲
を
意
味
す
る
、
こ
と
く
推
察
さ
れ
る
。
な
お
、
か
く
行
政
行
爲

を
解
す
る
と
、
行
政
行
爲
の
う
ち
に
、
國
家
の
私
法
行
爲
も
ふ
く
ま
れ
、
か
か

る
行
爲
が
、
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
に
規
定
さ
れ
た
諸
種
の
制
限
に
ふ
く
す
る

反
面
、
著
者
の
指
摘
さ
れ
る
ご
と
き
、
契
約
自
由
の
原
則
の
下
で
行
政
臆
の
自

由
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
事
項
が
訴
訟
の
封
象
と
な
る
。

　
さ
て
、
行
政
行
爲
を
右
の
ご
と
く
解
す
る
場
合
、
準
司
法
手
績
と
は
、
行
政

機
關
の
前
審
手
績
と
い
う
意
味
で
準
司
法
手
績
な
り
や
、
あ
る
い
は
、
行
政
庭

分
等
が
雫
訟
解
決
形
式
、
換
言
す
れ
ば
、
庭
分
等
が
裁
判
類
似
の
手
績
で
お
こ

な
わ
れ
る
ゆ
え
準
司
法
手
績
な
り
や
、
ま
た
、
こ
の
爾
者
を
兼
備
し
て
い
る
も

の
な
り
や
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
著
者
は
多
分
第
二
の
場
合
の
意
に

用
い
ら
れ
て
い
る
と
お
も
う
。
も
ち
論
、
國
民
の
権
利
保
護
と
い
う
観
黙
に
た

て
ば
、
行
政
行
爲
の
す
べ
て
を
、
か
か
る
方
式
で
お
こ
な
う
こ
と
は
理
想
で
あ

る
。
し
か
し
、
現
實
論
と
し
て
、
若
干
の
疑
間
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
つ
ぎ
に
、
行
政
行
爲
中
多
く
の
人
々
に
よ
り
論
雫
さ
れ
る
覇
束
と
裁
量
に
つ

き
、
著
者
は
如
何
な
る
見
解
を
し
め
す
か
。
こ
の
鮎
、
行
政
行
爲
の
主
膣
及
び

手
績
に
つ
い
て
法
定
手
績
要
件
を
具
備
し
た
行
政
手
績
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か

否
か
に
、
匪
別
の
基
準
を
も
と
め
ら
れ
る
。
本
書
は
、
そ
の
性
質
上
、
如
何
な
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紹
介
と
批
評

る
場
合
が
法
定
手
績
要
件
を
具
備
し
た
行
政
手
績
で
あ
る
か
、
詳
細
に
の
べ
ら

れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
「
普
通
の
行
政
機
關
の
行
政
行
爲
」
（
七
一
頁
以
下
）

と
構
す
る
項
目
に
お
い
て
、
公
正
取
引
委
員
會
の
審
査
手
績
の
、
こ
と
く
、
そ
の

手
績
等
が
き
わ
め
て
整
備
さ
れ
て
い
る
場
合
は
も
ち
論
、
螢
業
冤
許
の
取
消
、

停
止
の
場
合
に
み
ら
れ
る
公
開
の
聰
聞
制
度
が
そ
ん
し
、
か
か
る
聴
聞
が
公
正

に
行
わ
れ
、
實
質
的
に
み
て
相
手
方
の
槽
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
な
い
か
ぎ

り
、
法
定
手
績
要
件
を
充
足
し
た
も
の
で
、
裁
量
行
爲
に
ぞ
く
す
、
と
い
わ
れ

る
。
か
く
、
裁
量
と
羅
束
を
匪
別
す
る
こ
と
は
、
　
一
つ
の
見
解
と
し
、
尊
重

す
べ
き
も
の
と
お
も
う
。
し
か
し
、
著
者
の
い
わ
れ
る
裁
量
な
り
、
羅
束
な
り

の
概
念
は
、
從
來
い
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
そ
れ
と
根
本
的
に
こ
と
な
る
よ
う

で
あ
る
。
詳
言
す
れ
ば
、
從
來
の
考
え
方
は
、
法
が
行
政
臆
に
庭
分
選
揮
の
自

由
を
あ
た
え
て
い
る
ゆ
え
、
裁
到
所
は
、
行
政
聴
の
な
し
た
庭
分
の
是
非
を
論

じ
え
な
い
に
た
い
し
、
著
者
は
、
法
定
手
績
要
件
の
具
備
の
さ
い
、
裁
判
所
の

審
査
の
必
要
は
な
い
、
す
な
わ
ち
、
裁
到
所
で
審
査
し
な
い
（
あ
る
い
は
、
で

き
な
い
）
も
の
が
裁
量
で
あ
る
と
。
要
す
る
に
、
從
來
の
結
果
が
、
著
者
の
前

提
に
該
當
す
る
。
ま
た
、
か
く
裁
量
を
解
す
る
と
、
從
來
の
裁
量
が
み
と
め
ら

れ
る
場
合
に
く
ら
べ
、
裁
量
の
範
園
が
濃
大
さ
れ
る
ご
と
く
感
ぜ
ら
れ
る
。
こ

の
黙
は
、
現
在
の
大
陸
諸
國
が
裁
量
の
範
園
を
限
定
せ
ん
と
す
る
に
た
い
し
、

英
米
爾
國
の
場
合
、
裁
量
の
範
園
を
擾
大
せ
ん
と
す
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
に
由

來
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
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そ
の
他
、
本
書
は
、
從
來
の
、
行
政
上
の
彊
制
、
行
政
罰
、
訴
願
手
績
を
行

政
手
績
と
い
う
章
の
下
で
論
じ
、
行
政
上
の
損
害
賠
償
お
よ
び
損
失
補
償
、
行

政
事
件
訴
訟
を
司
法
的
救
濟
手
綾
の
章
で
取
扱
う
。
そ
し
て
、
こ
の
章
に
お
い

て
、
特
別
の
司
法
的
救
濟
手
績
と
し
、
人
身
保
護
命
令
、
職
務
執
行
命
令
、
確

認
訴
訟
（
宣
言
的
判
決
）
、
差
止
命
令
を
取
上
げ
ら
れ
る
黙
、
た
と
え
論
ず
る

紙
面
が
少
い
に
せ
よ
、
大
攣
興
味
深
い
。

　
本
書
は
、
こ
の
外
、
行
政
組
織
法
、
行
政
作
用
法
各
論
に
つ
き
の
ぺ
て
い
る

が
、
こ
れ
等
に
つ
い
て
の
著
者
の
見
解
を
紹
介
す
る
こ
と
は
省
略
し
、
本
書
全

般
に
か
ん
す
る
筆
者
の
讃
後
感
を
の
べ
る
。

　
著
者
、
綿
貫
教
授
は
、
多
年
の
研
究
の
成
果
た
る
英
米
法
的
思
考
を
基
礎
と

し
、
行
政
法
の
新
膿
系
樹
立
を
意
圖
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
意
圖
は
、

現
實
に
、
本
書
各
篇
各
章
に
、
通
読
と
は
こ
と
な
る
著
者
の
見
解
と
し
て
あ
ら

わ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
本
書
に
は
、
行
政
法
の
新
盟
系
樹
立
と
い
う
企
圖
に
た
い
し
、
教

科
書
と
し
て
の
制
約
が
く
わ
わ
る
。
し
た
が
つ
て
、
從
來
の
豊
系
な
り
思
考
方

法
に
あ
る
程
度
そ
の
愛
協
を
飴
儀
な
く
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
紙
面
の
關
係
で
著

者
の
見
解
を
十
分
展
開
し
え
な
い
場
合
も
多
く
そ
ん
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
著

者
に
つ
い
て
は
も
ち
論
、
讃
者
に
と
つ
て
も
不
幸
で
あ
る
。
必
ず
、
近
き
將
來

に
お
い
て
、
論
文
等
に
よ
り
、
論
じ
た
り
な
い
と
思
わ
れ
る
部
分
の
見
解
を
詳

細
に
わ
た
り
、
公
に
さ
れ
ん
こ
と
を
著
者
に
お
願
い
す
る
。



　
さ
て
、
著
者
が
本
書
に
お
い
て
し
め
さ
れ
る
見
解
の
特
色
は
如
何
な
る
も
の

か
。
ま
ず
、
行
政
の
概
念
が
從
來
の
そ
れ
と
こ
と
な
る
。
一
般
に
、
行
政
は
灌
力

分
立
と
の
關
係
で
、
こ
れ
を
理
解
す
る
、
換
言
す
れ
ば
、
立
法
・
司
法
・
行
政
の

各
々
の
封
立
關
係
に
お
い
て
、
こ
れ
を
理
解
す
べ
し
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
た
い
し
、
著
者
は
、
從
來
の
ご
と
き
権
力
分
立
を
否
定
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
行
政
概
念
の
差
異
に
と
も
な
い
、
行
政
行
爲
に
つ
い
て
も
、
從

來
の
そ
れ
と
こ
と
な
る
見
解
を
し
め
さ
れ
る
。
行
政
行
爲
と
は
、
著
者
に
よ

る
と
、
統
治
行
爲
、
準
立
法
行
爲
、
準
司
法
行
爲
、
執
行
行
爲
で
あ
り
、
そ
の

内
、
準
立
法
、
準
司
法
の
爾
行
爲
が
と
く
に
行
政
法
研
究
の
中
心
と
な
る
よ

う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
準
司
法
行
爲
に
お
い
て
、
法
定
手
績
要
件
な
る
概
念
を

重
覗
す
る
。
こ
れ
は
、
英
國
で
い
う
ナ
チ
ュ
ラ
ル
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
、
あ
る
い

は
、
米
國
の
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
の
原
則
に
該
當
す
る
。

　
要
す
る
に
、
著
者
の
見
解
は
、
わ
が
國
法
制
の
ご
と
く
、
大
陸
的
と
英
米
的

法
制
の
混
合
す
る
状
態
に
お
い
て
、
そ
の
す
べ
て
が
た
だ
ち
に
愛
當
す
る
と
は

い
い
え
な
い
。
し
か
し
、
著
者
の
見
解
は
、
行
政
法
研
究
の
た
め
、
諸
種
の
新

し
い
問
題
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
從
來
の
考
え
方
を
反
省
す
る
う
え
に
も
非

常
な
参
考
と
な
る
。
異
色
的
な
興
味
あ
る
書
と
し
、
多
く
の
人
々
の
御
一
讃
を

お
す
す
め
す
る
と
と
も
に
、
日
頃
親
し
き
御
教
授
に
甘
え
、
暴
言
を
あ
え
て
書

き
つ
ら
ね
た
こ
と
を
、
著
者
に
お
わ
び
し
て
筆
を
お
く
。
（
有
信
堂
襲
行
　
六

二
〇
圓
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
金
子
芳
雄
）

　
　
　
　
紹
介
と
批
詐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
　
（
九
四
九
）


