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自治体財政権侵害の審査基準としての比例原則

自
治
体
財
政
権
侵
害
の
審
査
基
準
と
し
て
の
比
例
原
則

上　
　

代　
　

庸　
　

平

一　

は
じ
め
に

二　

地
方
自
治
に
お
け
る
比
例
原
則
の
妥
当
性

三　

自
治
体
財
政
権
と
比
例
原
則

四　

結
び
に
代
え
て

一　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
地
方
自
治
体
の
自
治
権
、
特
に
自
治
体
財
政
権
に
対
す
る
制
限
に
関
し
て
、
比
例
原
則
に
よ
る
審
査
を
適
用
す
る
こ
と

の
可
否
及
び
そ
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

憲
法
学
に
お
け
る
比
例
原
則
と
は
、
憲
法
上
保
護
さ
れ
る
利
益
（
一
般
的
に
は
基
本
権
）
の
制
限
が
問
題
と
な
る
場
合
に
、
そ
の

制
限
を
加
え
る
立
法
の
合
憲
性
を
審
査
す
る
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る）1
（

。
こ
の
原
則
は
、
①
適
合
性
、
②
必
要
性
、
③
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狭
義
の
比
例
性
の
三
つ
の
基
本
原
則
か
ら
成
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り）2
（

、
最
近
で
は
基
本
権
制
約
に
関
す
る
従
来
の
違
憲
審
査
基
準
論

に
対
置
す
る
形
で
、
こ
の
原
則
を
含
む
三
段
階
審
査
の
わ
が
国
へ
の
導
入
を
試
み
る
論
者
も
多
く
見
ら
れ
る）3
（

。

　

本
稿
は
、
こ
の
比
例
原
則
の
根
拠
及
び
内
実
そ
れ
自
体
を
検
討
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
単
に
、
そ
の
適
用
射
程
の
み
を
検
討
の
対
象

と
す
る
。
比
例
原
則
は
そ
の
出
自
に
お
い
て
、
確
か
に
「
基
本
権
の
制
限
に
対
す
る
制
限
」
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
の
中

で
練
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
で
は
、「
基
本
権
に
類
似
し
た
」
効
力
を
持
つ
と
さ
れ
る）4
（

地
方
自
治
体
の
自
治
権
・
自
治
体
財

政
権
に
対
し
て
、
こ
れ
を
機
能
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
、
機
能
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

よ
う
な
問
題
意
識
に
立
ち
、
本
稿
は
ま
ず
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
に
お
け
る
自
治
権
一
般
の
保
障
と
比
例
原
則
の
関
係
に
つ
い
て

概
観
し
、
自
治
権
保
障
の
構
造
に
即
し
た
比
例
原
則
の
適
用
に
踏
み
込
み
つ
つ
あ
る
判
例
の
進
展
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
と

と
も
に
、
そ
の
構
造
の
自
治
体
財
政
権
の
保
障
へ
の
援
用
可
能
性
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

二　

地
方
自
治
に
お
け
る
比
例
原
則
の
妥
当
性

　

比
例
原
則
が
、
い
か
な
る
根
拠
に
よ
っ
て
「
制
限
に
対
す
る
制
限
」
と
し
て
機
能
す
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る）（
（

と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
「
比
例
原
則
は
全
て
国
家
行
為
の
包
括
的
な
指
導
原
理
で
あ
っ
て
、
法
治
国
原
理
か
ら
必
然
的
に
生
じ
、

従
っ
て
憲
法
上
の
位
置
付
け
を
有
す
る
」）

（
（

と
明
確
に
説
示
し
て
お
り
、
法
治
国
原
理
に
そ
の
根
拠
が
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
法
治
国
原
理
は
、
国
家
の
最
も
根
本
的
な
原
則
の
一
つ
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
の
活
動
は
そ
れ
に
従
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
国
家
の
権
限
の
垂
直
的
配
分
た
る
地
方
自
治
行
政
や
、
そ
の
財
政
的
基
礎
た
る
自
治
体
財
政
も
当

然
に
法
治
国
原
理
に
服
し
、
よ
っ
て
そ
の
制
約
に
つ
い
て
は
比
例
原
則
が
考
慮
さ
れ
て
も
良
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
は

連
邦
憲
法
裁
判
所
も
論
理
必
然
と
は
し
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
の
時
系
列
上
で
の
判
例
の
変
遷
を
概
観
し
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て
み
る
。

　

㈠　

黎
明
期

　

基
本
法
制
定
後
間
も
な
く
の
一
九
五
〇
年
代
に
は
、
基
本
法
が
保
障
す
る
自
治
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ

る
べ
き
か
、
と
い
う
点
が
、
ま
ず
喫
緊
の
問
題
に
な
っ
て
い
た
。

　

そ
れ
を
反
映
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
初
期
の
判
決
で
は
、
地
方
自
治
に
関
す
る
制
度
的
保
障
理
論
の
導
入
と
そ
の
保
障
内
容

に
関
す
る
説
示
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
地
方
自
治
保
障
に
関
す
る
最
初
の
判
決
と
し
て
知
ら
れ

る
オ
ッ
フ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
判
決
に
お
い
て
は
、
地
方
自
治
の
法
的
性
質
が
制
度
的
保
障
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
の
侵

害
の
基
準
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
た
し
か
に
自
治
行
政
の
一
定
の
核
心
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
律
に
よ
る
縮
減
に
対
し
て
保
護
さ
れ
る
。
し
か
し
、
特
定
の
緊
急
の
状
態
に
お
い

て
は
、
あ
る
程
度
の
制
限
に
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
治
の
現
象
形
態
は
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
自
治
へ
の
介
入
の
許
容
性
を
量
る
基

準
は
、
画
一
的
と
は
な
り
得
な
い
。
…
…
要
請
さ
れ
る
の
は
、
単
に
、
そ
の
異
常
な
介
入
が
法
律
の
形
式
に
則
っ
て
企
図
さ
れ
、
そ
し
て
時

間
の
上
で
も
事
実
の
上
で
も
絶
対
的
に
必
要
な
限
度
に
限
ら
れ
る
こ
と
の
み
で
あ
る
。」）

7
（

　

こ
の
判
決
は
、
か
つ
て
の
ラ
イ
ヒ
国
事
裁
判
所
に
よ
る
地
方
自
治
の
制
度
的
保
障
に
基
づ
く
理
解
が
基
本
法
第
二
八
条
第
二
項
の

解
釈
と
し
て
導
入
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
一
方
、
そ
の
保
障
内
容
に
つ
い
て
は
歴
史
的
方
法
に
依
拠
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ

で
説
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
自
治
保
障
の
核
心
領
域
は
立
法
に
よ
っ
て
も
制
限
さ
れ
得
な
い
こ
と
、
但
し
例
外
的
な
場
合
に
お
い
て

は
形
式
的
意
味
に
お
け
る
法
律
に
よ
っ
て
自
治
権
に
対
す
る
制
約
を
肯
定
し
得
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
制
約
は
、
立
法
の
事
実
上
又
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は
時
間
上
の
必
要
性
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
得
る
、
と
い
う
論
理
で
あ
る
。

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
黎
明
期
の
判
例
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
地
方
自
治
の
保
障
は
単
な
る
制
度
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る

の
で
は
な
く
、
自
治
の
核
心
は
保
護
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
り
、
制
限
は
絶
対
的
な
必
要
性
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
よ
う
な
例
外

的
な
場
合
に
限
ら
れ
る
と
い
う
、
基
本
権
の
場
合
に
似
た
構
造
の
原
則
―
例
外
関
係
が
説
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
読
み
取
れ
る
。
そ

の
意
味
で
、
本
決
定
は
、「
基
本
権
類
似
の
」
地
方
自
治
の
理
解
の
基
礎
を
な
す
も
の
と
理
解
で
き
る
。

　

た
だ
、
基
本
法
第
二
八
条
第
二
項
の
「
法
律
の
範
囲
内
に
お
い
て
」
と
い
う
文
言
が
、
地
方
自
治
行
政
の
保
障
に
法
律
の
留
保
が

付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
た
も
の
だ
と
理
解
す
れ
ば
、
こ
の
判
決
の
論
理
の
内
実
は
、
文
言
か
ら
読
み
取
れ
る
意
味
内
容
か
ら

一
歩
も
出
る
も
の
で
は
な
い
と
も
い
え
る
。

　

㈡　

展
開
期

　

一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
行
政
の
効
率
化
を
目
指
す
領
域
改
革
が
各
ラ
ン
ト
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。
規

模
の
小
さ
い
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
合
併
し
て
大
規
模
化
し
、
広
域
自
治
体
に
権
限
を
整
理
統
合
す
る
こ
と
で
行
政
サ
ー
ビ
ス
提
供
能
力
の

向
上
と
行
政
経
費
の
合
理
化
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
自
治
体
の
反
発
を
招
き
、
自
治
権
侵
害
と
し
て
の
訴
え
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

１　

ゾ
ー
ズ
ム
・
ヒ
ル
デ
ス
ハ
イ
ム
決
定

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
地
方
自
治
に
関
し
て
初
め
て
比
例
原
則
を
審
査
基
準
と
し
て
用
い
た
の
が
、
ゾ
ー
ズ
ム
・
ヒ
ル
デ
ス
ハ
イ

ム
決
定
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
学
校
監
督
に
関
す
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
権
限
を
強
制
的
に
連
合
さ
せ
て
行
政
区
に
移
管
す
る
も
の
と

す
る
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
学
校
管
理
法
の
憲
法
適
合
性
が
問
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
権
限
の
範
囲
に
関
し
て
、

裁
判
所
は
ま
ず
下
記
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
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「
地
方
自
治
行
政
の
保
障
は
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
法
律
に
よ
る
影
響
を
甘
受
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
…
…
核
心
領
域
の
画
定
に
際

し
て
は
、
自
治
行
政
の
歴
史
的
発
展
と
歴
史
上
の
様
々
な
現
象
形
態
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」）

8
（

　

と
こ
ろ
が
、
本
件
に
お
い
て
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
す
る
学
校
監
督
権
限
は
、
基
本
法
第
七
条
第
一
項
に
よ
り
、
国

（
ラ
ン
ト
）
の
事
項
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
権
限
に
つ
い
て
は
自
治
保
障
の
核
心
領

域
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
基
準
は
無
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
は
、
自
治
保
障
の
周
縁
領
域
に
対
す
る
制
限
の
許
さ
れ
る
基
準
へ

と
移
る
こ
と
に
な
る
。

「
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
憲
法
上
の
比
例
原
則
が
国
家
に
よ
る
介
入
に
対
し
て
要
請
さ
れ
、
自
由
な
意
思
を
も
っ
て
…
…
他
の
ゲ

マ
イ
ン
デ
と
連
合
す
る
可
能
性
が
各
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
留
保
さ
れ
る
。
国
は
、
そ
の
よ
う
な
連
合
が
な
さ
れ
な
い
例
外
的
な
場
合
に
限
り
、

…
…
（
自
治
体
へ
の
）
強
制
を
規
律
し
得
る
に
留
ま
る
。」）

（
（

　

で
は
、
そ
の
よ
う
な
例
外
的
な
場
合
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
本
件
で
は
学
校
管
理
法
の
適
用
は
自

治
権
を
侵
害
し
な
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

「
説
示
し
た
よ
う
な
規
律
の
可
能
性
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
の
み
、
学
校
管
理
法
（
の
強
制
連
合
規
定
）
が
適
用
さ
れ
得
る
。
こ
こ

で
は
、
比
例
性
の
見
地
か
ら
、
基
本
法
第
二
八
条
第
二
項
に
基
づ
く
国
の
介
入
へ
の
制
限
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。」）

（（
（
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こ
の
説
示
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
法
律
に
よ
る
規
律
の
必
要
性
と
、
そ
の
法
律
の
目
的
の
正
当
性
が
比
例
性
の
要
素
と
な
っ
て
い

る
こ
と
は
読
み
取
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
傍
論
の
部
分
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
以
上
の
内
容
を
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
本

決
定
は
そ
の
後
、
地
方
自
治
に
お
け
る
比
例
原
則
の
嚆
矢
を
な
し
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

２　

ラ
ー
ツ
ェ
ン
決
定

　

ゾ
ー
ズ
ム
・
ヒ
ル
デ
ス
ハ
イ
ム
決
定
の
内
容
を
継
承
し
、
発
展
さ
せ
た
同
時
期
の
判
例
と
し
て
、
ラ
ー
ツ
ェ
ン
決
定
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
決
定
は
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
あ
る
ラ
ー
ツ
ェ
ン
市
の
、
州
都
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
市
へ
の
法

律
に
よ
る
強
制
編
入
の
憲
法
適
合
性
が
争
わ
れ
た
事
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
制
度
的
保
障
の
対
象
に
個
別
の
自
治
体
の
存
立

が
含
ま
れ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
著
名
で
あ
る
。

　

本
件
に
お
い
て
侵
害
が
主
張
さ
れ
て
い
た
自
治
体
の
領
域
高
権
は
、
伝
統
的
に
自
治
体
の
基
本
的
な
権
限
に
含
ま
れ
る
も
の
と
理

解
さ
れ
て
き
た）（（
（

。
も
っ
と
も
、
自
治
権
は
基
本
法
上
、「
法
律
の
範
囲
内
で
」
の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
決

定
に
お
い
て
は
、
立
法
者
は
地
方
自
治
の
制
度
に
つ
い
て
政
治
的
決
定
と
形
成
の
余
地
を
有
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
形
成
の
余

地
が
自
治
の
核
心
領
域
に
触
れ
な
い
で
い
る
限
り
に
お
い
て
、
自
治
権
の
制
約
及
び
制
度
形
成
を
許
容
す
る
も
の
と
し
て
い
る）（（
（

。
そ

う
で
あ
る
と
す
る
と
、
立
法
に
よ
る
自
治
権
の
制
限
又
は
制
度
の
形
成
が
ど
の
範
囲
で
許
容
さ
れ
る
か
に
関
し
て
は
裁
判
所
の
審
査

を
肯
定
す
る
事
に
な
る
た
め
、
そ
の
審
査
基
準
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
具
体
的
な
説
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
「
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
対
す
る
立
法
者
の
権
限
へ
の
制
限
は
、
法
治
国
原
理
か
ら
導
か
れ
る
。
…
…
憲
法
裁
判
所
は
、
立
法
者
に
よ
る
事
実
関

係
の
考
慮
の
有
無
、
評
価
の
正
当
性
及
び
法
律
が
そ
の
事
実
関
係
を
基
底
と
し
て
い
る
か
否
か
、
そ
し
て
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
あ
ら
ゆ

る
根
拠
並
び
に
法
律
の
規
律
に
含
ま
れ
る
利
益
と
不
利
益
が
追
証
可
能
な
形
で
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
及
び
、
立
法
に
よ
る
介

入
が
必
要
性
と
比
例
性
を
満
た
し
て
い
る
か
、
ま
た
適
正
性
と
体
系
整
合
性
に
か
な
っ
て
い
る
か
を
、
特
に
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」）

（（
（
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し
か
し
な
が
ら
本
件
強
制
編
入
は
、
地
方
自
治
の
制
度
的
保
障
が
個
々
の
自
治
体
の
存
立
の
保
護
を
含
む
も
の
で
な
い
以
上
、
憲

法
異
議
に
お
い
て
争
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
こ
の
論
理
に
従
え
ば
、
例
え
ば
ラ
ー
ツ
ェ
ン
市
を
他
の
自
治
体
に
編
入
し
た
後
、

か
つ
て
ラ
ー
ツ
ェ
ン
で
な
か
っ
た
場
所
（
つ
ま
り
他
の
自
治
体
の
領
域
内
）
に
ラ
ー
ツ
ェ
ン
市
を
再
設
置
し
た
場
合
に
は
、
ラ
ー

ツ
ェ
ン
市
と
当
該
領
域
を
抱
え
る
自
治
体
の
領
域
高
権
の
侵
害
に
な
り
得
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
特
に
そ
の
介
入
の
程
度
や

手
段
選
択
に
当
た
っ
て
、
立
法
事
実
に
照
ら
し
た
適
正
性
及
び
制
度
全
体
の
観
点
か
ら
見
た
体
系
性
の
有
無
、
制
限
又
は
制
度
形
成

の
必
要
性
、
及
び
当
該
立
法
措
置
の
比
例
性
が
審
査
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
実
際
に
、
本
決
定
は
、
領
域
改
革
を
行
っ
た
各
州
に

お
い
て
提
起
さ
れ
て
い
た
憲
法
異
議
に
関
す
る
諸
州
憲
法
裁
判
所
の
判
断
例）（（
（

を
念
頭
に
、
以
下
の
よ
う
な
仮
定
を
挙
げ
て
い
る
。

　
「
立
法
者
の
形
成
の
余
地
に
と
っ
て
、
将
来
に
お
け
る
利
益
が
廃
止
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
比
例
原
則
と
結
び
つ
い
た
自
治
行
政
の
保

障
か
ら
導
か
れ
る
限
界
付
け
が
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
…
…
あ
る
領
域
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
新
た
に
他
の
場
所
に
設
置
さ
れ
た
ゲ
マ
イ
ン

デ
が
、
将
来
に
お
い
て
も
は
や
自
治
行
政
団
体
と
し
て
存
立
し
て
行
政
事
務
や
予
想
さ
れ
る
事
務
そ
の
他
の
事
務
を
適
切
に
遂
行
で
き
な
い

よ
う
な
場
合
は
、（
こ
の
よ
う
な
限
界
付
け
が
）
存
在
し
得
る
。」）

（（
（

　

こ
う
し
て
、
基
本
権
と
全
く
同
じ
意
味
で
の
保
障
と
制
限
の
原
則
―
例
外
関
係
で
は
な
い
も
の
の
、
自
治
権
保
障
の
例
外
と
し
て

の
自
治
の
制
限
に
つ
い
て
は
比
例
原
則
の
適
用
が
肯
定
さ
れ
、
統
制
密
度
が
高
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

３　

騒
音
防
止
決
定

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
へ
の
憲
法
異
議
の
提
起
を
通
じ
て
、
地
方
自
治
体
が
広
域
的
な
行
政
枠
組
み
に
対
し
て
抵
抗
の
声
を
上
げ
た
事

件
に
関
す
る
も
の
が
、
騒
音
防
止
決
定
で
あ
る
。
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こ
の
事
件
は
、
連
邦
法
律
で
あ
る
航
空
機
騒
音
防
止
法
の
規
定
に
よ
り
、
連
邦
環
境
大
臣
が
連
邦
参
議
院
の
同
意
を
得
て
定
め
る

区
域
に
お
い
て
は
公
共
施
設
の
設
置
が
禁
止
さ
れ
、
あ
る
い
は
指
定
の
内
容
に
よ
っ
て
は
住
宅
区
域
と
し
て
の
使
用
を
禁
止
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
指
定
を
受
け
た
自
治
体
側
が
、
基
本
法
第
二
八
条
第
二
項
で
保
障
さ
れ
る
自
治
権
の
内
容
た
る

計
画
高
権
の
侵
害
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
計
画
高
権
の
保
障
が
、
自
治
権
の
核
心
領
域
に
含
ま
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
計
画
高
権
と
は
、
自
治
権
の
内
容
を

成
す
自
治
体
高
権
の
一
つ
と
し
て
観
念
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
自
治
体
が
そ
の
領
域
と
権
限
の
範
囲
内
で
、
自
ら
の
責
任
に
基
づ
い

て
都
市
計
画
裁
量
を
行
使
す
る
た
め
の
権
限
を
い
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

　
「
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
計
画
高
権
が
、
自
治
体
の
地
方
自
治
行
政
権
に
属
す
る
か
否
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
い
か
な
る
範
囲
に
お
い
て
そ
う
で
あ

る
の
か
に
つ
い
て
は
、
評
価
の
余
地
が
あ
る
。
…
…
本
件
で
は
、
そ
の
領
域
内
に
お
け
る
計
画
か
ら
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
完
全
な
る
排
除
が
、

常
に
自
治
権
の
核
心
領
域
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
か
、
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
必
要
は
な
い
。
…
…
航
空
機
騒
音
防
止
法
は
自
治
体
の

計
画
高
権
を
制
度
と
し
て
一
般
的
に
制
限
し
、
又
は
完
全
に
廃
止
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
区
域
と
し
て
厳
格
に
限
定
さ

れ
た
領
域
で
の
個
々
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
計
画
高
権
に
対
す
る
制
限
を
、
例
外
的
に
の
み
命
令
制
定
権
者
（
連
邦
環
境
大
臣
）
に
認
め
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
。」）

（（
（

　

計
画
高
権
そ
れ
自
体
は
確
か
に
自
治
権
の
歴
史
的
内
容
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
計

画
高
権
に
対
す
る
制
限
が
常
に
核
心
領
域
侵
害
と
し
て
観
念
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い）（（
（

。
ラ
ー
ツ
ェ
ン
決
定
の
論
理
に
よ
れ
ば
、
制
度

的
・
一
般
的
な
自
治
へ
の
侵
害
は
核
心
領
域
へ
の
抵
触
を
構
成
し
得
る
が
、
個
々
の
自
治
体
の
法
的
地
位
そ
れ
自
体
は
、
そ
も
そ
も

地
方
自
治
行
政
が
「
法
律
の
範
囲
内
で
」
と
い
う
法
律
の
留
保
を
伴
う
こ
と
か
ら
し
て
、
一
定
の
制
限
に
服
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
保
障
と
制
限
の
原
則
―
例
外
関
係
を
観
念
し
得
る
の
で
あ
る
。
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次
に
、
例
外
的
に
自
治
体
の
法
的
地
位
を
制
限
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
。

　
「（
ゾ
ー
ズ
ム
・
ヒ
ル
デ
ス
ハ
イ
ム
決
定
）
に
お
い
て
既
に
判
示
し
た
よ
う
に
、
当
該
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
他
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
の
比
較
に
お

い
て
特
別
の
犠
牲
と
な
る
こ
と
を
課
せ
ら
れ
る
よ
う
な
意
思
決
定
に
、
何
の
保
護
も
な
く
委
ね
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
立
法
者
は
、

国
の
介
入
に
対
し
て
の
基
本
法
第
二
八
条
第
二
項
に
基
づ
く
制
限
に
つ
い
て
、
比
例
性
の
観
点
か
ら
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
更
に

立
法
者
は
、
法
治
国
原
理
か
ら
導
か
れ
、
…
…
憲
法
異
議
の
手
続
に
お
い
て
自
治
行
政
へ
の
介
入
を
判
定
す
る
た
め
の
審
査
基
準
と
し
て
援

用
さ
れ
る
恣
意
禁
止
を
、
高
権
主
体
相
互
の
関
係
に
お
い
て
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」）

（（
（

　

こ
こ
で
「
特
別
の
犠
牲
（Sonderopfer

）」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
個
々
の
自
治
体
の
法
的
地
位
に
対
す

る
個
別
的
な
制
限
が
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
個
別
的
な
制
限
の
許
容
性
の
判
断
基
準
と
し
て
裁
判
所
が
挙
げ
る
の
は
、

比
例
原
則
と
、
手
続
に
お
け
る
恣
意
禁
止
の
二
つ
で
あ
る
。
本
決
定
で
は
、
こ
の
比
例
原
則
の
内
容
は
基
準
と
し
て
は
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
な
い
が
、
当
て
は
め
に
お
い
て
、
命
令
制
定
権
者
が
「
区
域
や
範
囲
の
決
定
に
と
っ
て
不
可
欠
な
事
実
関
係
を
完
全
に
調
査

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
命
令
も
こ
れ
（
調
査
の
結
果
）
を
基
礎
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」）

（（
（

と
、
ラ
ー
ツ
ェ
ン
決
定
を
引
用
し

つ
つ
説
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
①
立
法
事
実
に
照
ら
し
た
適
正
性
（Sachgerechtigkeit

）
及
び
制
度
全
体
の
観
点
か
ら
見
た
体

系
性
（System

gerechtigkeit

）
の
有
無
、
②
制
限
又
は
制
度
形
成
の
必
要
性
、
③
当
該
立
法
措
置
の
比
例
性
、
と
い
う
基
準
に

則
っ
て
い
る
も
の
と
理
解
で
き
る）（（
（

。
本
決
定
で
は
、
立
法
事
実
に
関
す
る
調
査
を
限
定
し
、
結
果
と
し
て
立
法
事
実
の
把
握
が
不
十

分
で
あ
っ
た
こ
と
が
「
命
令
制
定
権
者
の
衡
量
余
地
及
び
衡
量
義
務
に
対
す
る
誤
認
の
も
と
で
」）

（（
（

生
じ
た
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
本
件
に
係
る
騒
音
防
止
区
域
の
設
定
は
立
法
事
実
に
照
ら
し
た
適
正
性
を
欠
い
て
い
る
と
し
て
、
自
治
権
制
約
の
限

界
を
超
え
違
憲
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ラ
ー
ツ
ェ
ン
決
定
で
は
憲
法
異
議
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
た
領
域
高
権
の
侵
害
が
そ
も
そ
も
裁
判
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
の
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に
対
し
、
本
決
定
で
の
計
画
高
権
侵
害
は
本
案
と
し
て
扱
わ
れ
た
た
め
、
地
方
自
治
の
制
度
的
保
障
の
核
心
領
域
に
含
ま
れ
な
い
保

障
内
容
に
つ
い
て
、
あ
て
は
め
を
含
め
た
具
体
的
な
説
示
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　

本
決
定
の
意
義
は
、
立
法
に
よ
る
自
治
権
へ
の
制
限
に
関
し
、
核
心
領
域
に
つ
い
て
不
可
侵
で
あ
る
と
す
る
従
来
の
議
論
に
加
え

て
、
周
縁
領
域
に
対
し
て
も
憲
法
に
よ
る
自
治
の
保
障
が
及
ぶ
こ
と
を
示
し
た
こ
と
に
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
審
査
基
準
と
し
て
比

例
原
則
と
手
続
に
お
け
る
恣
意
禁
止
の
考
慮
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し
て
、
地
方
自

治
に
対
す
る
制
度
的
保
障
は
、
絶
対
不
可
侵
な
核
心
領
域
保
障
と
、
例
外
と
し
て
の
制
限
を
伴
う
保
障
の
構
造
を
持
つ
周
縁
領
域
保

障
の
二
段
階
の
構
造
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
、
同
時
期
に
な
さ
れ
て
い
た
、
基
本
法
第
一
四
条
第
一
項
の
所
有
権
の
核
心

に
関
す
る
議
論
や
、
基
本
法
第
一
九
条
第
二
項
の
「
基
本
権
の
本
質
的
内
容
」
に
関
す
る
議
論
と
の
比
較
に
お
い
て
、
一
定
の
共
通

性
を
持
た
せ
る
方
向
性
で
進
展
し
て
き
た
も
の
と
評
価
さ
れ
る）（（
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
核
心
領
域
と
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
不
明
確
で
あ
る
と
い
う
印
象
が
拭
え
な
い
。
上
述
の
判

例
は
、
制
度
的
に
保
障
さ
れ
る
地
方
自
治
の
核
心
領
域
は
不
可
侵
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
内
実
に
つ
い
て
は
歴
史
的
に
画
定
さ

れ
る
こ
と
を
一
般
論
と
し
て
示
す
の
み
で
、
巧
妙
に
核
心
領
域
に
関
す
る
審
査
を
回
避
し
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
具
体
的
な
事
件

に
関
し
て
核
心
領
域
に
対
す
る
保
障
が
審
査
基
準
と
し
て
機
能
し
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
周
縁
領
域
が
重
視
さ
れ
、
比
例

原
則
を
用
い
た
当
該
部
分
へ
の
審
査
の
統
制
密
度
が
高
め
ら
れ
て
き
た
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

㈢　

転
換
期

　

一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
領
域
改
革
が
一
段
落
し
た
各
ラ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
機
能
改
革
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ

は
、
規
模
や
行
政
遂
行
能
力
の
小
さ
い
ゲ
マ
イ
ン
デ
か
ら
権
限
を
吸
い
上
げ
、
ク
ラ
イ
ス
や
行
政
区
な
ど
上
部
の
団
体
に
こ
れ
を
処

理
さ
せ
る
こ
と
で
、
行
政
需
要
の
広
域
化
と
行
政
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
均
整
化
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に



423

自治体財政権侵害の審査基準としての比例原則

は
、
地
方
自
治
体
が
権
限
の
吸
い
上
げ
に
抗
し
、
又
は
広
域
行
政
へ
の
参
加
権
を
求
め
て
、
憲
法
異
議
を
提
起
す
る
例
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。

　

１　

ラ
シ
ュ
テ
ー
デ
決
定

　

一
九
八
〇
年
代
当
初
ま
で
、
自
治
権
の
制
限
に
関
す
る
審
査
基
準
論
は
、
順
調
に
基
本
権
保
障
理
論
と
の
共
通
性
を
保
ち
な
が
ら

進
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
転
換
点
と
な
っ
た
の
が
、
ラ
シ
ュ
テ
ー
デ
決
定
で
あ
る
。

　

本
件
は
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
あ
る
ラ
シ
ュ
テ
ー
デ
が
、
従
来
処
理
し
て
い
た
廃
棄
物
処
理
事
務
の
権
限
を

機
能
改
革
に
伴
う
法
律
に
よ
り
ク
ラ
イ
ス
に
吸
い
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ク
ラ
イ
ス
を
相
手
方
と
し
て
憲
法
異
議
を
提
起
し

た
事
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
原
審
の
連
邦
行
政
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
当
該
権
限
の
吸
い
上
げ
に
つ
い
て
は
ラ
シ
ュ
テ
ー
デ
の

事
項
高
権
に
対
す
る
制
限
の
事
例
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
下
記
の
よ
う
に
判
示
し
た
も
の
の
、
結
論
と
し
て
は
ク
ラ
イ
ス
に
事
務
を

処
理
さ
せ
る
法
律
に
は
根
拠
が
あ
る
と
し
て
、
ラ
シ
ュ
テ
ー
デ
の
敗
訴
と
な
っ
て
い
た
。

　
「
基
本
法
第
二
八
条
第
二
項
第
一
文
の
自
治
行
政
の
保
障
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
と
っ
て
重
要
な
自
治
行
政
事
務
の
核
心
領
域
を
保
護
す
る

だ
け
で
は
な
く
、
客
観
的
に
正
当
な
理
由
の
な
い
事
務
事
項
の
剝
奪
か
ら
も
、
比
例
原
則
の
基
準
に
よ
り
保
護
す
る
。」）

（（
（

　

こ
れ
を
受
け
て
ラ
シ
ュ
テ
ー
デ
が
提
起
し
た
憲
法
異
議
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
な
判
断
を
示
す
か
が
注
目
さ
れ
た
裁

判
が
本
件
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
が
出
発
点
と
し
た
、
あ
る
事
項
が
自
治
体
高
権
の
内
容
と
し
て
核
心

領
域
に
属
す
る
も
の
か
周
縁
領
域
に
属
す
る
も
の
か
と
い
う
観
念
的
な
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
を
せ
ず
、
基
本
法
第
二
八
条
第
二
項

の
地
方
公
共
団
体
の
自
治
が
及
ぶ
事
務
権
限
の
範
囲
に
関
し
て
、
ま
ず
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
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「
基
本
法
第
二
八
条
第
二
項
第
一
文
の
保
障
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
対
し
て
、
地
域
的
共
同
体
に
関
す
る
原
則
全
て
の
事
務
を
含
む
事
務
領

域
の
み
な
ら
ず
、
当
該
事
務
領
域
に
関
す
る
自
己
責
任
に
よ
る
事
務
処
理
の
権
限
を
も
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
項
に
規
定
さ
れ
る
法
律

の
留
保
は
、
地
域
的
共
同
体
の
事
項
の
処
理
と
態
様
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
権
限
を
も
包
摂
す
る
。」）

（（
（

　

こ
の
説
示
の
特
徴
的
な
点
は
、
自
治
体
高
権
（
本
件
の
場
合
は
事
項
高
権
）
に
対
す
る
保
障
と
制
限
の
関
係
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、

端
的
に
事
務
の
権
限
に
重
点
を
置
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
従
来
の
判
例
が
扱
っ
て
き
た
、「
自
治
体
高

権
に
対
す
る
『
例
外
』
と
し
て
の
制
限
は
許
さ
れ
る
か
」
と
い
う
問
題
領
域
に
踏
み
込
む
の
で
は
な
く
、
単
に
「
自
治
体
に
は
ど
の

よ
う
な
権
限
が
配
分
さ
れ
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
題
が
立
て
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
を
前
提
に
、

裁
判
所
の
説
示
は
以
下
の
よ
う
に
続
く
。

　
「
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
自
治
行
政
の
本
質
的
内
容
に
は
、
対
象
が
特
定
さ
れ
、
又
は
限
定
さ
れ
た
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
基
づ
き
規
律
さ
れ
る
事
務

の
カ
タ
ロ
グ
は
適
合
し
な
い
。
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
自
治
の
本
質
的
内
容
に
は
、
法
律
に
よ
り
他
の
公
行
政
主
体
に
既
に
委
ね
ら
れ
て
い
な
い
限

り
で
、
全
て
の
地
域
的
共
同
体
の
事
項
を
特
別
の
権
限
名
義
な
く
し
て
自
己
の
事
務
と
し
て
引
き
受
け
る
権
限
が
、
当
然
に
含
ま
れ
て
い

る
。」）

（（
（

　

こ
の
説
示
は
、
従
来
の
よ
う
に
、
地
方
自
治
の
核
心
領
域
（
本
質
的
内
容
）
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
リ
ス
ト
に
よ
る
も
の
と
理
解
す
る

の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
リ
ス
ト
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
す
な
わ
ち
、
い
か

な
る
事
項
が
核
心
領
域
に
含
ま
れ
る
か
を
積
極
的
に
画
定
し
、
リ
ス
ト
・
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
逆
に
、
全
権
限

性
す
な
わ
ち
他
の
権
限
主
体
に
委
ね
ら
れ
て
い
な
い
全
て
の
事
項
を
引
き
受
け
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
核
心
領
域
と
み
な
す
こ
と
で
、
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自
治
の
保
障
が
及
ぶ
事
項
の
範
囲
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
基
本
法
第
二
八
条
第
二
項
第
一
文
は
、
自
治
行
政
の
保
障
の
核
心
領
域
以
外
に
つ
い
て
も
、
地
域
的
共
同
体
の
事
項
に
つ
い
て
、
ゲ
マ

イ
ン
デ
を
優
先
す
る
憲
法
上
の
事
務
配
分
原
理
を
内
容
と
す
る
。
こ
の
原
理
を
、
権
限
配
分
に
際
し
て
立
法
者
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」）

（（
（

　

つ
ま
り
、
全
権
限
性
は
核
心
領
域
に
属
す
る
要
素
で
あ
る
か
ら
、
他
の
権
限
主
体
に
委
ね
ら
れ
て
い
な
い
権
限
を
引
き
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
推
定
そ
れ
自
体
は
、
立
法
に
よ
っ
て
廃
止
し
又
は
実
質
的
に
無
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
立
法
者
は

そ
の
推
定
を
覆
し
さ
え
す
れ
ば
、
あ
る
具
体
的
な
事
務
権
限
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
配
分
し
な
く
と
も
制
度
的
保
障
の
侵
害
を
免
れ
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
、
核
心
領
域
た
る
「
権
限
名
義
の
推
定
」
と
、
周
縁
領
域
た
る
具
体
的
な
事
務
権
限
配
分
に
お
け
る
優
先

の
保
障
が
隔
て
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
事
務
権
限
配
分
に
お
け
る
優
先
の
推
定
を
、
立
法
者
が
適
切
に
覆
せ
て
い
る
か
が

周
縁
領
域
侵
害
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
り
、
審
査
基
準
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
「
立
法
者
は
、
公
共
の
利
益
を
理
由
と
す
る
と
き
に
限
り
、
特
に
、
他
の
方
法
で
秩
序
適
合
的
な
事
務
の
履
行
が
確
保
さ
れ
得
な
い
よ
う

な
と
き
、
又
は
基
本
法
第
二
八
条
第
二
項
第
一
文
の
憲
法
上
の
事
務
配
分
原
理
に
対
し
て
事
務
を
剝
奪
す
る
理
由
が
優
先
し
得
る
場
合
に
限

り
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
か
ら
地
域
に
関
連
を
有
す
る
性
質
を
持
つ
事
務
を
剝
奪
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。」）

（（
（

　

こ
の
よ
う
な
権
限
配
分
に
着
目
し
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
リ
ス
ト
と
し
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
確
か
に
制
度
的
保
障
の
効
果
を
、
こ
れ

ま
で
よ
り
も
広
い
範
囲
の
権
限
に
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
裁
判
所
が
本
決
定
に
お
い
て
権
限
配
分
に
着
目
し
た
の
も
、
自
治
体
の
権



42（

法学研究 87 巻 2 号（2014：2）

限
が
常
に
行
政
の
効
率
性
と
住
民
と
の
近
接
性
の
板
挟
み
に
置
か
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
効
率
化
を
理
由
と
す
る
事
務
の
吸
い
上
げ

に
対
応
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
立
法
に
よ
る
侵
害
か
ら
の
保
護
効
果
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
て
い
な

か
っ
た
こ
と
に
よ
る）（（
（

。
そ
こ
で
、
古
典
的
な
都
市
自
治
を
象
徴
す
る
概
念
と
し
て
の
全
権
限
性）（（
（

を
解
釈
概
念
と
し
て
導
入
す
る
こ
と

で
、
事
務
配
分
と
い
う
具
体
的
な
次
元
に
お
け
る
新
た
な
原
則
―
例
外
関
係
を
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る）（（
（

。
従
っ
て
、
立
法
者
が
地
域

的
共
同
体
の
事
務
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
か
ら
剝
奪
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
優
先
の
事
務
配
分
原
理
を
保
障
す
る
こ
と

で
公
共
の
利
益
の
確
保
が
困
難
に
な
る
よ
う
な
例
外
的
な
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
当
該
事
項
が
「
地
域
的
共
同
体
の
事
務
」
で
あ
る
か
ど
う
か
の
立
法
者
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
不
確
定
的
な
憲
法

上
の
概
念
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
主
張
可
能
性
の
統
制
が
妥
当
す
る
も
の
と
判
示
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
す
な
わ
ち
、
当
該
事
項
が
地
域
的

共
同
体
の
事
務
に
該
当
す
る
／
し
な
い
の
具
体
的
な
立
法
の
際
の
立
法
者
に
よ
る
予
測
が
、
そ
の
当
時
と
し
て
最
大
限
利
用
可
能
な

認
識
手
段
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
主
張
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
優
先
の
事
務
配
分
の
推
定
を
覆
す
根
拠
と
す
る
の

で
あ
る
。

　

結
論
に
お
い
て
、
本
件
で
は
ラ
シ
ュ
テ
ー
デ
の
憲
法
異
議
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
廃
棄
物
処
理
と
い
う
広
域
的
な
処

理
枠
組
み
と
設
備
を
必
要
と
す
る
事
務
の
特
質
か
ら
し
て
、
地
域
的
共
同
体
の
事
務
と
し
て
扱
わ
せ
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
と
し

た
立
法
者
の
判
断
に
合
理
性
が
認
め
ら
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
着
目
す
る
と
、
裁
判
所
が
立
法
者
の
判
断
に
主
張
可
能
性

の
統
制
が
及
ぶ
と
説
示
し
た
の
は
、
地
方
自
治
の
制
度
的
保
障
に
と
っ
て
の
間
隙
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
主
張
可
能

性
の
統
制
は
、
立
法
者
に
判
断
能
力
や
そ
の
基
礎
情
報
が
集
中
し
や
す
い
事
項
に
関
し
て
は
、
立
法
者
の
一
次
的
判
断
を
裁
判
所
が

一
応
承
認
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
立
法
者
の
判
断
に
合
憲
性
の
推
定
を
与
え
る
こ
と
に

も
な
り
か
ね
な
い
。
制
度
的
保
障
の
構
造
そ
れ
自
体
が
、
立
法
に
よ
る
制
度
の
形
成
を
あ
る
程
度
前
提
と
し
て
い
る
以
上
は
や
む
を

得
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
本
決
定
の
判
断
枠
組
み
が
自
治
権
の
制
限
に
関
す
る
審
査
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
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の
点
が
な
お
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

２　

ラ
シ
ュ
テ
ー
デ
決
定
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
―
―
原
則
―
例
外
関
係
の
タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー

　

こ
こ
で
の
最
大
の
問
題
は
、
ラ
シ
ュ
テ
ー
デ
決
定
と
そ
れ
以
前
の
諸
決
定
の
関
係
を
ど
う
見
る
か
、
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
自
治
権
制
限
に
対
す
る
比
例
原
則
の
適
用
を
放
棄
し
た
も
の
と
見
て
、
断
絶
が
存
在
す
る
と
理
解
す
る
立

場
）
（（
（

と
、
逆
に
、
地
方
自
治
に
対
す
る
法
律
の
留
保
の
解
釈
を
よ
り
具
体
化
し
た
も
の
と
理
解
す
る
立
場）（（
（

が
相
対
し
て
い
る
。
こ
の
双

方
の
立
場
の
対
立
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
紹
介
と
分
析
が
あ
る）（（
（

の
で
こ
こ
で
は
詳
論
し
な
い
が
、
い
ず
れ
の
立
場
を
採
る
に

し
て
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
審
査
に
当
た
っ
て
の
原
則
―
例
外
関
係
を
大
き
く
転
換
さ
せ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

従
来
は
、
自
治
体
の
あ
る
権
限
の
保
障
を
原
則
と
し
、
そ
れ
へ
の
制
限
を
例
外
と
す
る
基
本
権
類
似
型
の
原
則
―
例
外
関
係
が
措
定

さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ラ
シ
ュ
テ
ー
デ
決
定
に
お
け
る
原
則
―
例
外
関
係
は
、
地
域
的
共
同
体
の
事
務
は
原
則
と
し
て
ゲ
マ 

イ
ン
デ
に
優
先
的
に
配
分
す
る
が
、
例
外
的
に
立
法
者
が
そ
の
推
定
を
覆
す
場
合
に
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
、
と
い
う
権
限
配
分
型

と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
う
ち
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
理
論
と
し
て
は
、
ラ
シ
ュ
テ
ー
デ
決
定
以
降
、
権
限
配
分
型
が
原
則
と
な
っ
た
も
の
と
見

る
向
き
も
あ
る
が
、
実
は
こ
の
点
は
か
な
り
流
動
的
で
あ
る
。
男
女
同
権
委
員
決
定）（（
（

に
お
い
て
、
異
議
申
立
人
た
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
が

主
張
し
た
比
例
原
則
を
含
む
三
段
階
審
査
の
適
用
が
否
定
さ
れ
て
い
る
一
方
、
区
域
再
編
成
決
定
や）（（
（

ザ
ク
セ
ン
・
ア
ン
ハ
ル
ト
自
治

体
改
革
決
定）（（
（

に
お
い
て
は
、
比
例
原
則
や
恣
意
禁
止
が
権
限
配
分
の
問
題
と
関
連
し
つ
つ
引
き
続
き
審
査
基
準
と
し
て
援
用
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
ラ
ン
ト
の
憲
法
裁
判
所
に
目
を
広
げ
れ
ば
、
ラ
シ
ュ
テ
ー
デ
決
定
を
引
用
し
つ
つ
も
比
例
原
則
に
則
っ
て
権
限
配
分

の
如
何
を
審
査
す
る
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
憲
法
裁
判
所
の
ガ
ル
ツ
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
Ⅱ
判

決
）
（（
（

や
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
国
事
裁
判
所
の
リ
ュ
ー
ヒ
ョ
ウ
・
ダ
ネ
ン
ベ
ル
ク
判
決）（（
（

を
著
名
な
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー
に
適
す
る
ほ
ど
に
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
比
例
原
則
の
適
用
を
否
定
し
た
男
女
同
権
委
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員
決
定
に
お
い
て
争
わ
れ
た
の
は
、
常
勤
の
男
女
同
権
委
員
の
選
任
を
法
律
で
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
義
務
付
け
る
こ
と
に
よ
る
組
織
高
権

侵
害
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
引
き
続
き
比
例
原
則
を
援
用
し
た
判
決
に
お
い
て
争
わ
れ
た
の
は
、
区
域
再
編
成
決
定
で
は
ゲ
マ
イ
ン

デ
の
領
域
再
編
成
に
先
立
つ
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
聴
聞
権
及
び
そ
の
前
提
と
し
て
の
情
報
提
供
を
受
け
る
地
位
の
侵
害
、
自
治
体
改
革
決

定
で
は
改
革
に
伴
っ
て
自
治
体
連
合
の
結
成
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
組
織
高
権
侵
害
、
ラ
ン
ト
レ
ベ
ル
の
憲
法
判
例
に
目
を
移

す
と
、
ガ
ル
ツ
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
Ⅱ
判
決
で
は
州
計
画
法
及
び
州
開
発
計
画
に
基
づ
く
制
限
区
域
の
設
定
に
よ
る
計
画
高
権
侵
害
、

リ
ュ
ー
ヒ
ョ
ウ
・
ダ
ネ
ン
ベ
ル
ク
判
決
で
は
、
自
治
強
化
法
に
基
づ
く
ク
ラ
イ
ス
の
強
化
に
伴
っ
て
生
じ
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
事
務
権

限
の
範
囲
に
対
す
る
侵
害
で
あ
る
。

　

⑴　

比
例
原
則
の
適
用
を
否
定
し
た
例

　

ま
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
比
例
原
則
の
援
用
を
否
定
し
た
例
を
見
て
み
る
と
、
男
女
同
権
委
員
決
定
の
事
案
で
は
、
組
織
高
権

が
地
方
自
治
の
核
心
領
域
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
組
織
権
限
は
地
域
的
共
同
体
の
事
項
に
含
ま
れ

な
い
た
め
、
立
法
者
は
そ
の
裁
量
に
従
っ
て
、
そ
の
権
限
を
自
治
体
に
割
り
当
て
る
か
ど
う
か
を
自
ら
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る）（（
（

。

ラ
シ
ュ
テ
ー
デ
決
定
の
事
案
も
そ
れ
と
同
じ
構
造
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
廃
棄
物
処
理
事
務
に
つ
い
て
は
事
項
高
権
の
対
象
と
は
な

ら
な
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
結
局
は
立
法
者
に
よ
る
割
り
当
て
る
／
割
り
当
て
な
い
の
裁
量
判
断
に
よ
り
、
そ
の
権
限
が
自
治
体
に

よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
か
が
決
ま
っ
て
い
く）（（
（

。
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
二
つ
の
決
定
は
、
自
治
体
の
あ
る
権
限
の
有
無
そ
れ
自

体
が
立
法
者
の
判
断
に
懸
か
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
事
件
は
問
題
の
性
質
上
、
権
限

配
分
型
の
原
則
―
例
外
関
係
に
則
ら
ざ
る
を
得
な
い
事
案
で
あ
る
と
評
価
し
得
る
。

　

⑵　

比
例
原
則
の
適
用
を
肯
定
し
た
例

　

次
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
比
例
原
則
を
援
用
し
た
例
に
つ
い
て
、
ま
ず
区
域
再
編
決
定
に
お
け
る
聴
聞
権
と
情
報
提
供
を
受
け

る
地
位
は
、
具
体
的
に
法
律
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
区
域
再
編
成
に
際
し
て
あ
る
自
治
体
に
の
み
そ
れ
を
賦
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与
す
る
／
賦
与
し
な
い
と
い
う
立
法
者
の
裁
量
判
断
の
余
地
は
存
在
し
な
い）（（
（

。
自
治
体
改
革
決
定
の
場
合
は
、
組
織
高
権
が
地
方
自

治
の
核
心
領
域
に
属
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
前
提
に
し
て
も
、
立
法
者
の
基
準
に
従
っ
て
自
治
体
連
合
を
結
成
す
る
か
、

あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
枠
組
み
で
の
自
治
体
連
合
の
枠
組
み
を
模
索
す
る
か
、
ま
た
あ
る
い
は
共
同
事
務
な
ど
法
律
の
基
準
以
外
の

方
法
で
行
政
遂
行
能
力
を
確
保
す
る
か
の
決
定
は
自
治
体
に
な
お
留
保
さ
れ
て
お
り）（（
（

、
自
治
体
の
組
織
の
如
何
が
立
法
者
の
決
定
に

は
直
接
懸
か
ら
な
い
事
案
と
い
え
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
事
件
は
立
法
者
の
行
為
そ
れ
自
体
が
問
題
と
な
る
事
案
で
は
な
く
、
む
し

ろ
自
治
体
の
権
限
へ
の
制
限
が
問
題
の
基
本
と
な
る
も
の
と
理
解
し
得
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
原
則
―
例
外
関
係
は
、

基
本
権
類
似
型
と
な
る
。

　

⑶　

比
例
原
則
に
対
す
る
否
定
論
と
肯
定
論
の
関
係

　

で
は
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
タ
イ
プ
は
相
互
に
排
除
し
合
う
も
の
だ
ろ
う
か
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
説
示
か
ら
は
こ
の
点
に
つ
い
て

明
確
な
答
え
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
ラ
ン
ト
憲
法
に
よ
る
地
方
自
治
保
障
の
下
で
、
自
治
侵
害
へ
の
訴
え
の
矢
面
に
立
つ 

ラ
ン
ト
憲
法
裁
判
所
の
説
示
は
、
そ
れ
よ
り
も
な
お
直
截
的
で
あ
る
。

　

ガ
ル
ツ
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
Ⅱ
判
決
で
は
、
州
計
画
法
に
基
づ
き
褐
炭
採
掘
の
鉱
区
に
指
定
さ
れ
た
区
域
を
含
む
自
治
体
が
、
鉱
区
指
定

に
係
る
計
画
高
権
の
侵
害
を
主
張
し
て
提
起
し
た
憲
法
異
議
に
つ
い
て
、
州
憲
法
裁
判
所
は
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

　
「
自
治
の
領
域
に
対
し
て
は
、
ラ
ン
ト
憲
法
第
七
八
条
第
二
項
（
及
び
基
本
法
第
二
八
条
第
二
項
）
に
基
づ
い
て
、
法
律
に
よ
り
介
入
が

な
さ
れ
得
る
。
し
か
し
、
そ
の
介
入
に
は
限
界
が
あ
る
。
介
入
は
、
自
治
行
政
の
保
障
の
核
心
領
域
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
。
核
心
領
域

の
外
に
つ
い
て
も
、
立
法
者
は
地
域
的
共
同
体
の
事
務
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
優
先
を
内
容
と
す
る
事
務
配
分
原
理
、
…
…
及
び
比
例
原
則
と
恣
意

禁
止
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」）

（（
（
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リ
ュ
ー
ヒ
ョ
ウ
・
ダ
ネ
ン
ベ
ル
ク
判
決
で
は
、
委
任
事
務
の
執
行
を
、
法
律
で
指
定
さ
れ
た
特
定
の
区
域
に
限
っ
て
ゲ
マ
イ
ン
デ

か
ら
ク
ラ
イ
ス
に
移
す
こ
と
の
可
否
が
争
わ
れ
た
が
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
委
任
事
務
を
処
理
す
る
権
限
は
ラ
ン
ト
憲
法
で
保
障
さ
れ
て

お
り
、
法
律
に
よ
っ
て
事
務
の
委
任
が
具
体
化
さ
れ
、
か
つ
、
そ
れ
に
事
実
上
の
問
題
が
生
じ
て
い
な
い
以
上
、
委
任
事
務
権
限
と

い
え
ど
も
一
律
に
こ
れ
を
剝
奪
す
る
こ
と
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
優
先
の
事
務
権
限
配
分
に
悖
る
も
の
と
さ
れ
た）（（
（

。
た
だ
、
そ
の
事
務
権

限
配
分
を
立
法
者
が
覆
す
こ
と
の
正
当
化
に
つ
い
て
は
、
比
例
原
則
と
恣
意
禁
止
が
妥
当
す
る
と
し
た）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
権
限
配
分
型
と
基
本
権
類
似
型
は
相
互
に
排
除
し
合
う
も
の
で
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、

周
縁
領
域
に
お
け
る
自
治
権
制
限
が
問
題
と
な
る
場
合
に
、
ま
ず
立
法
者
は
、
原
則
と
し
て
ゲ
マ
イ
ン
デ
優
先
の
権
限
配
分
を
考
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
を
覆
す
場
合
に
は
、
立
法
者
の
側
に
一
定
の
理
由
付
け
と
手
続
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
理
由
付
け

の
内
容
と
し
て
、
そ
の
立
法
行
為
が
自
治
へ
の
介
入
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
は
、
自
治
保
障
の
例
外
と
し
て
の
制
限
の
正

当
化
を
審
査
す
る
基
準
と
し
て
、
比
例
原
則
が
機
能
す
る
と
い
う
構
造
と
な
っ
て
い
る）（（
（

。

　

端
的
に
言
え
ば
、
法
律
に
よ
っ
て
個
別
の
自
治
体
の
事
務
権
限
そ
の
も
の
を
廃
止
し
、
又
は
剝
奪
す
る
よ
う
な
極
端
な
場
合
に
は
、

権
限
配
分
準
拠
型
で
直
截
的
に
審
査
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
権
限
を
認
め
つ
つ
そ
れ
を
法
律
に
よ
り
制
限
す
る

場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
権
限
は
失
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
権
限
配
分
準
拠
型
で
審
査
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
制
限
の
正
当

化
に
関
す
る
基
本
権
類
似
型
の
関
係
と
捉
え
て
審
査
を
す
る
こ
と
に
な
る）（（
（

。
自
治
権
侵
害
の
態
様
が
多
様
化
し
、
そ
の
立
法
上
の
理

由
も
巧
妙
化
す
る
中
で
、
自
治
権
侵
害
に
対
す
る
審
査
基
準
の
実
質
化
と
統
制
密
度
の
向
上
を
目
指
し
た
思
考
の
結
果
と
言
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。

　

そ
う
だ
と
す
る
と
、
ラ
シ
ュ
テ
ー
デ
決
定
は
そ
れ
ま
で
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
の
蓄
積
を
覆
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

原
則
―
例
外
関
係
に
お
け
る
権
限
配
分
準
拠
型
と
基
本
権
類
似
型
の
二
重
構
造
を
打
ち
出
し
、
自
治
権
に
対
す
る
「
法
律
の
留
保
」

の
と
ら
え
方
を
よ
り
精
緻
に
し
た
も
の
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る）（（
（

。
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㈣　

小
括

　

憲
法
上
の
比
例
原
則
は
、
地
方
自
治
の
制
度
的
保
障
に
対
す
る
侵
害
の
審
査
基
準
と
し
て
、
ラ
シ
ュ
テ
ー
デ
決
定
が
打
ち
出
し
た

憲
法
上
の
権
限
配
分
原
理
と
関
連
し
合
い
な
が
ら
、
作
用
し
得
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
核
心
領
域
に
関
す
る
絶
対
不
可
侵
の
保

障
に
つ
い
て
繰
り
返
し
判
示
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
実
、
核
心
領
域
に
対
す
る
介
入
を
認
め
た
例
は
未
だ
存
在
し
な
い
。
憲
法
上
の

比
例
原
則
は
、
核
心
領
域
以
外
の
周
縁
領
域
に
対
す
る
侵
害
に
関
す
る
審
査
基
準
と
し
て
出
発
し
、
統
制
密
度
を
高
め
て
き
た
。
ま

た
、
核
心
領
域
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
自
治
体
高
権
に
対
す
る
制
限
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
制
限
が
個
々
の
自
治
体
に
向
け
ら

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
個
々
の
自
治
体
の
権
限
や
存
立
そ
れ
自
体
は
制
度
的
保
障
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
理
解
さ
れ
る
た
め
、
周
縁

領
域
侵
害
の
場
合
と
同
様
の
議
論
に
よ
っ
て
、
制
限
の
許
容
性
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

も
っ
と
も
、
そ
の
侵
害
に
対
す
る
審
査
の
基
準
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
立
法
行
為
の
内
容
、
そ
れ
に

よ
っ
て
介
入
を
受
け
る
権
限
の
種
類
や
内
容
及
び
介
入
の
程
度
に
よ
っ
て
、
個
別
具
体
的
に
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
法
律
の
規
定

に
よ
っ
て
そ
の
内
容
に
大
き
な
変
化
を
被
り
や
す
い
個
別
の
事
項
権
限
に
つ
い
て
は
、
権
限
配
分
原
理
を
審
査
基
準
と
し
た
方
が
よ

り
直
截
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
立
法
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
完
全
に
廃
止
す
る
こ
と
が
難
し

い
特
質
を
有
す
る
組
織
権
限
や
計
画
権
限
に
つ
い
て
は
、
比
例
原
則
を
用
い
て
審
査
を
し
た
方
が
、
統
制
密
度
を
高
め
ら
れ
よ
う
。

各
判
例
の
審
査
基
準
の
違
い
は
、
そ
の
点
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三　

自
治
体
財
政
権
と
比
例
原
則

　

自
治
体
財
政
権
へ
の
立
法
に
よ
る
介
入
に
対
し
て
は
、
比
例
原
則
は
審
査
基
準
と
し
て
援
用
し
得
る
だ
ろ
う
か
。
自
治
体
財
政
権
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は
、
地
方
自
治
体
が
自
ら
財
源
を
確
保
し
、
財
政
計
画
を
作
成
し
、
そ
れ
を
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
そ
の
事
務
に
資
す
る
こ
と
が
で

き
る
た
め
の
権
限
の
一
切
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
自
治
体
高
権
の
一
つ
で
あ
る
財
政
高
権
の
具
体
化
で
あ
る
。

　

㈠　

 
財
政
高
権
の
特
質
と
審
査
基
準

　

こ
の
財
政
高
権
は
、
憲
法
上
は
二
つ
の
形
態
を
も
っ
て
現
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
一
方
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
直
接
か
つ
具
体
的
に

保
障
さ
れ
る
自
治
体
財
政
権
で
あ
る
。
例
え
ば
、
基
本
法
第
一
〇
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
所
得
税
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
帰
属
分
を
、
自

己
の
財
源
と
し
て
取
得
す
る
権
限
が
こ
れ
に
該
当
す
る）（（
（

。
他
方
は
、
憲
法
に
お
い
て
は
一
般
的
に
保
障
さ
れ
る
に
留
ま
り
、
法
律
に

よ
る
制
度
形
成
の
枠
内
で
実
現
さ
れ
る
自
治
体
財
政
権
で
あ
る
。
基
本
法
第
二
八
条
第
二
項
に
よ
る
保
障
の
対
象
に
含
ま
れ
る
「
財

政
上
の
自
己
責
任
の
基
盤
」
は
、
自
治
体
が
自
ら
財
源
基
盤
を
確
保
し
得
る
こ
と
を
一
般
的
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
起

債
や
課
徴
金
の
徴
収
な
ど
に
よ
る
具
体
的
な
財
源
の
確
保
の
方
策
を
と
る
に
は
、
法
律
の
根
拠
が
必
要
と
な
る）（（
（

。

　

前
者
の
、
憲
法
に
よ
り
直
接
か
つ
具
体
的
に
保
障
さ
れ
る
具
体
的
保
障
型
の
自
治
体
財
政
権
は
、
当
然
な
が
ら
立
法
者
の
判
断
に

よ
っ
て
完
全
に
廃
止
さ
れ
、
又
は
実
質
的
に
機
能
し
得
な
い
状
況
に
置
か
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
内

容
の
立
法
は
、
自
治
体
財
政
権
侵
害
を
論
ず
る
以
前
に
そ
も
そ
も
憲
法
明
文
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
後
者

の
、
一
般
的
に
の
み
憲
法
で
保
障
さ
れ
る
に
留
ま
り
、
立
法
者
の
形
成
の
余
地
を
許
す
一
般
的
保
障
型
の
自
治
体
財
政
権
は
、
立
法

者
の
判
断
に
よ
っ
て
実
質
的
に
廃
止
さ
れ
、
又
は
機
能
し
得
な
い
状
況
に
置
か
れ
る
こ
と
が
生
じ
得
る
。

　

自
治
体
財
政
権
へ
の
侵
害
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
一
般
的
保
障
型
が
問
題
と
な
る
が
、
以
下
で
は
両
方
の
例
を
挙
げ
て
、
そ
の

論
理
構
造
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

㈡　

 

具
体
的
保
障
型
自
治
体
財
政
権
へ
の
介
入
に
対
す
る
審
査
基
準
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１　
 

具
体
的
保
障
型
の
自
治
体
財
政
権

　

具
体
的
保
障
型
の
自
治
体
財
政
権
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
直
接
か
つ
具
体
的
に
保
障
さ
れ
た
自
治
体
の
財
政
権
限
で
あ
り
、
基
本
法

の
規
定
の
上
で
は
所
得
税
、
法
人
税
及
び
売
上
税
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
帰
属
分
を
取
得
す
る
権
限
（
基
本
法
第
一
〇
六
条
第
三
項
）、
所
得

税
の
ラ
ン
ト
帰
属
分
か
ら
配
分
を
取
得
す
る
権
限
（
同
条
第
五
項
）、
売
上
税
の
帰
属
分
を
取
得
す
る
権
限
（
同
条
第
五
ａ
項
）、
土

地
税
及
び
営
業
税
の
収
入
を
取
得
し
、
並
び
に
地
域
消
費
税
及
び
奢
侈
税
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
帰
属
分
を
取
得
す
る
権
限
（
同
条
第
六

項
）、
土
地
税
及
び
営
業
税
の
税
率
を
決
定
す
る
権
限
（
同
項
）、
共
同
租
税
の
ラ
ン
ト
取
得
分
か
ら
配
分
を
取
得
す
る
権
限
（
同
条

第
七
項
）
が
あ
る）（（
（

。

　

こ
れ
ら
の
権
限
の
対
象
と
な
る
財
源
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
固
有
の
財
源
と
し
て
取
得
さ
れ
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
自
治
行
政
を
支
え
る

財
政
基
盤
を
形
成
す
る
。
特
に
、
基
本
法
第
一
〇
六
条
第
六
項
の
土
地
税
及
び
営
業
税
の
税
率
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
自
ら
決
定
す
る
権

限
は
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
法
人
誘
致
な
ど
の
経
済
活
動
と
、
財
政
運
営
の
継
続
可
能
性
に
も
影
響
す
る
こ
と
か
ら
、

基
本
法
に
よ
り
特
に
具
体
化
さ
れ
た
自
治
体
財
政
権
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

２　

自
治
体
財
政
権
の
具
体
化
形
態
と
し
て
の
賦
課
率

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
い
て
、
こ
の
具
体
的
保
障
型
の
自
治
体
財
政
権
侵
害
が
争
わ
れ
た
の
が
、
賦
課
率
設
定
の
事
案
で
あ
る
。

こ
の
決
定
は
、
営
業
税
の
賦
課
率）（（
（

に
つ
い
て
、
連
邦
法
律
に
よ
り
下
限
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
の

ゲ
マ
イ
ン
デ
が
、
基
本
法
第
二
八
条
第
二
項
第
三
文
の
一
般
的
な
自
治
体
財
政
権
と
、
同
法
第
一
〇
六
条
第
六
項
の
賦
課
率
設
定
権

の
侵
害
を
主
張
し
て
、
憲
法
異
議
を
提
起
し
た
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
両
条
文
の
関
係
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

　
「
基
本
法
第
二
八
条
第
二
項
第
一
文
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
財
政
高
権
は
、（
基
本
法
の
改
正
に
よ
っ
て
）
同
項
第
三
文
に
独



434

法学研究 87 巻 2 号（2014：2）

自
に
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
…
…
こ
の
規
定
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
土
地
税
と
営
業
税
の
賦
課
率
設
定
の
権
利
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
限

り
に
お
い
て
、
基
本
法
第
一
〇
六
条
第
六
項
第
二
文
の
保
障
を
強
化
す
る
…
…
。」）

（（
（

　

こ
こ
で
は
、
基
本
法
第
二
八
条
第
二
項
が
規
定
す
る
一
般
的
な
自
治
体
財
政
権
は
賦
課
率
設
定
権
を
含
む
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
、

そ
れ
を
特
に
具
体
化
し
た
の
が
基
本
法
第
一
〇
六
条
第
六
項
の
規
定
で
あ
る
と
の
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
両
規

定
は
、
そ
の
介
入
に
対
す
る
審
査
に
お
い
て
競
合
す
る
の
で
は
な
く
、
両
方
が
審
査
の
場
合
の
適
用
条
文
と
な
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
「（
基
本
法
第
一
〇
六
条
第
六
項
の
規
定
は
）
土
地
税
・
営
業
税
の
両
税
自
体
の
存
続
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
賦
課

率
設
定
権
は
税
目
自
体
の
削
除
か
ら
は
保
護
さ
れ
な
い
…
…
。
た
だ
（
第
二
八
条
第
二
項
の
）
規
定
が
、
基
本
法
第
一
〇
六
条
…
…
の
内
容

以
上
に
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
賦
課
率
決
定
権
を
伴
う
他
の
財
政
力
に
対
応
し
た
税
源
が
代
替
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
な
い
限
り
は
、
財
政
力
に

応
じ
た
営
業
税
は
廃
止
さ
れ
な
い
こ
と
を
保
障
す
る
。」）

（（
（

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
税
目
ご
と
の
賦
課
率
の
保
障
は
あ
く
ま
で
自
治
体
財
政
高
権
の
具
体
化
形
態
で

あ
り
、
そ
の
税
目
自
体
の
存
立
ま
で
は
制
度
的
保
障
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
し
た
。
た
だ
し
、
自
治
体
が
そ
の
資
に
充
て
る
た
め

の
財
源
を
確
保
す
る
た
め
の
自
治
体
財
政
権
は
、
そ
れ
を
含
め
て
一
般
的
に
妥
当
す
る
も
の
と
さ
れ
、
万
一
税
目
自
体
が
廃
止
さ
れ

る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
賦
課
率
設
定
権
を
含
め
た
税
源
を
与
え
る
こ
と
が
憲
法
の
趣
旨
で
あ
る
以
上
、
そ
の
代
替
財
源
が
保
障
さ
れ

る
も
の
と
し
て
い
る
。

　

３　

審
査
基
準

　

そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
結
局
立
法
者
は
賦
課
率
設
定
権
を
含
む
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
固
有
の
税
源
を
立
法
に
よ
っ
て
完
全
に
廃
止
し
、
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又
は
実
質
的
に
機
能
し
得
な
い
状
況
に
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
自
治
体
財
政
権
の
具
体
化
形
態
は
、

一
般
的
な
自
治
体
財
政
権
に
よ
っ
て
補
わ
れ
、
強
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 

違
憲
審
査
基
準
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
財
政
権
の
具
体
化
形
態
に
対
す
る
保
障
と
制
限
の
原
則
―
例
外
関
係
が
妥
当
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
裁
判
所
は
、
審
査
基
準
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
示
し
て
い
る
。

　
「
自
治
行
政
の
保
障
一
般
、
そ
し
て
そ
の
本
質
的
要
素
で
あ
る
財
政
高
権
と
同
様
、
基
本
法
第
一
〇
六
条
第
六
項
第
二
文
に
よ
り
保
障
さ

れ
、
更
に
は
基
本
法
第
二
八
条
第
二
項
三
文
に
お
け
る
財
政
高
権
の
特
別
な
具
体
化
と
し
て
保
護
さ
れ
る
賦
課
率
設
定
権
も
、
比
例
性
に
反

し
て
制
限
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
賦
課
率
設
定
権
…
…
へ
の
制
限
は
、
正
当
な
目
的
の
達
成
に
適
切
か
つ
必
要
で
あ
り
、
更
に
比
例
性
に
適

合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」）

（（
（

　

自
治
体
財
政
権
の
保
障
が
、
一
定
の
範
囲
で
の
法
律
の
留
保
と
立
法
に
よ
る
制
度
形
成
を
必
要
と
し
つ
つ
、
憲
法
に
よ
っ
て
直
接

具
体
化
さ
れ
て
い
る
自
治
体
財
政
権
を
立
法
に
よ
っ
て
完
全
に
排
除
で
き
な
い
以
上
、
保
障
さ
れ
る
自
治
体
財
政
権
の
具
体
化
形
態

へ
の
介
入
の
み
が
問
題
と
な
り
、
そ
の
正
当
化
の
要
求
を
通
じ
て
、
違
憲
審
査
に
お
け
る
統
制
密
度
を
高
め
る
と
い
う
、
ラ
シ
ュ

テ
ー
デ
決
定
の
方
向
性
に
概
ね
則
っ
た
も
の
と
評
価
し
得
る
。

　

こ
う
し
て
、
具
体
的
保
障
型
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
保
障
さ
れ
た
権
限
範
囲
へ
の
制
限
の
み
が
問
題
と
な
り
得
る
。
こ
の
場
合

の
具
体
的
保
障
型
自
治
体
財
政
権
に
は
、
憲
法
規
定
の
解
釈
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
一
定
の
保
護
範
囲
が
存
在
し
、
そ
れ
に
対
す
る
介

入
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
介
入
を
基
礎
付
け
る
立
法
者
の
判
断
が
正
当
化
さ
れ
得
る
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
基
本

権
類
似
型
の
原
則
―
例
外
関
係
が
妥
当
す
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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㈢　

一
般
的
保
障
型
自
治
体
財
政
権
へ
の
介
入
に
対
す
る
審
査
基
準

　

一
般
的
保
障
型
自
治
体
財
政
権
と
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
直
接
に
具
体
化
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
地
方
自
治
の
制
度
的
保
障
の
対
象

と
な
る
自
治
体
の
財
政
上
の
権
限
で
あ
る
。

　

自
治
体
が
そ
の
財
源
を
取
得
す
る
局
面
に
お
け
る
一
般
的
保
障
型
の
自
治
体
財
政
権
は
、
そ
の
資
に
充
て
る
べ
き
財
源
が
事
務
権

限
に
付
随
す
る
こ
と
か
ら
、
事
務
権
限
の
分
類
に
対
応
し
て
、
国
か
ら
の
委
任
事
務
又
は
指
図
を
伴
う
事
務
に
関
す
る
適
正
供
与
保

障
と
、
自
治
体
の
固
有
の
事
務
に
関
す
る
最
少
供
与
保
障
と
が
、
そ
の
内
容
と
な
る
と
さ
れ
る）（（
（

。

　

１　

 

委
任
事
務
財
源
に
対
す
る
適
正
供
与
保
障

　

⑴　

委
任
事
務
と
財
源

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
委
任
事
務
と
さ
れ
る
も
の
に
は
二
つ
の
類
型
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
本
来
的
委
任
事
務
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

国
の
事
務
と
自
治
体
の
事
務
の
区
分
を
前
提
と
し
て
、
国
の
事
務
が
、
そ
の
下
級
行
政
機
関
と
し
て
の
自
治
体
に
委
任
さ
れ
る
場
合

の
事
務
権
限
で
あ
る
。
本
来
的
な
権
限
の
主
体
は
国
で
あ
る
点
を
特
徴
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
わ
が
国
に
お
け
る
か
つ
て
の
機
関
委

任
事
務
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
も
う
一
つ
は
、
機
能
的
委
任
事
務
で
あ
る
。
国
の
事
務
と
自
治
体
の
事
務
の
区
分
を
設
け
ず
、
地
域

に
お
け
る
公
的
事
務
と
し
て
一
元
化
し
た
場
合
に
、
権
限
自
体
は
自
治
体
に
帰
属
す
る
も
の
の
、
国
全
体
と
し
て
の
規
律
の
必
要
性

を
根
拠
と
す
る
執
行
の
義
務
付
け
や
指
図
が
付
着
し
、
自
治
体
の
執
行
に
お
け
る
判
断
の
余
地
が
国
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
事
務
を

い
う
。
わ
が
国
に
お
け
る
法
定
受
託
事
務
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
。
適
正
供
与
保
障
は
、
事
務
を
委
任
す
る
場
合
に
併
せ
て
財
源
を

移
転
す
る
場
合
の
自
治
体
財
政
調
整
に
作
用
す
る
が
、
こ
の
場
合
の
自
治
体
財
政
調
整
は
、
財
源
の
「
垂
直
的
配
分
」
の
問
題
と
さ

れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
委
任
事
務
の
権
限
が
自
治
体
に
属
す
べ
き
も
の
と
立
法
者
が
決
定
し
た
と
き
、
権
限
の
垂
直
的
配
分
と
財

源
の
垂
直
的
配
分
の
乖
離
が
発
生
す
る
こ
と
が
、
自
治
体
財
政
権
の
侵
害
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る）（（
（

。

　

⑵　

適
正
供
与
保
障
の
審
査
基
準
と
し
て
の
牽
連
性
原
理
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本
来
的
委
任
事
務
及
び
機
能
的
委
任
事
務
の
押
し
つ
け
に
よ
る
自
治
体
財
政
権
へ
の
介
入
に
関
す
る
審
査
基
準
と
な
る
の
は
、
牽

連
性
原
理
で
あ
る
。
こ
の
牽
連
性
原
理
は
、
防
禦
的
効
力
と
予
防
的
効
力
を
内
容
と
す
る）（（
（

。
防
禦
的
効
力
は
、
原
則
と
し
て
立
法
者

が
自
治
体
に
対
し
て
事
務
を
委
任
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
例
外
的
に
費
用
補
塡
の
定
め
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
場
合
に
の
み
委
任
を

許
容
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
費
用
の
補
塡
の
有
無
及
び
補
塡
に
よ
る
充
足
の
程
度
が
、
裁
判
所
に
よ
る
具
体
的
な

審
査
の
対
象
と
な
る
。
ま
た
、
予
防
的
効
力
は
、
立
法
者
が
そ
の
委
任
の
結
果
を
適
切
に
予
測
し
、
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
を
要

請
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
前
者
は
、
防
禦
権
侵
害
の
構
造
と
同
じ
よ
う
に
、
自
治
体
の
事
務
領
域
に
財
政
面
か
ら
介
入
す
る
効
果

を
持
つ
事
務
の
委
任
に
つ
い
て
の
正
当
化
を
要
求
す
る
内
容
を
有
し
、
比
例
原
則
と
は
異
な
る
意
味
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
委
任

の
禁
止
が
原
則
、
費
用
補
塡
が
伴
う
場
合
に
の
み
例
外
と
し
て
委
任
を
正
当
化
し
う
る
と
い
う
、
原
則
―
例
外
関
係
を
形
成
す
る
基

準
と
し
て
機
能
す
る
。
ま
た
後
者
は
、
従
来
は
自
治
体
財
政
へ
の
保
護
機
能
に
お
い
て
劣
る
も
の
と
評
価
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
の

ラ
ン
ト
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
り
、
自
治
体
財
政
に
介
入
す
る
立
法
に
際
し
て
の
自
治
体
へ
の
聴
聞
や
補
塡
費
用
の
算
定
の
適
正

性
を
担
保
す
る
た
め
の
手
続
的
保
障
と
し
て
再
構
成
さ
れ
、
存
在
意
義
を
強
め
て
き
て
い
る
。

　

な
お
、
現
在
に
お
い
て
は
、
委
任
事
務
費
用
の
適
正
供
与
に
関
す
る
限
り
、
本
来
的
委
任
事
務
と
機
能
的
委
任
事
務
の
区
別
は
ほ

と
ん
ど
意
味
を
持
た
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
各
ラ
ン
ト
に
お
け
る
牽
連
性
原
理
の
構
成
要
件
の
厳
格
化
に
よ
り
、
か
つ
て

は
国
の
事
務
た
る
本
来
的
委
任
事
務
の
場
合
に
限
ら
れ
て
い
た
牽
連
性
原
理
の
射
程
は
公
的
事
務
た
る
機
能
的
委
任
事
務
へ
と
拡
大

し
、
か
つ
、
公
的
事
務
に
牽
連
性
原
理
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
各
ラ
ン
ト
の
憲
法
改
正
に
よ
り
明
文
化
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る）（（
（

。

　

⑶　

比
例
原
則
と
牽
連
性
原
理

　

適
正
供
与
保
障
の
審
査
基
準
と
し
て
の
牽
連
性
原
理
は
、
比
例
原
則
と
は
併
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い）（（
（

。
な
ぜ
な
ら
、
牽
連
性
原
理

は
、
財
政
面
に
特
化
し
て
そ
れ
自
体
立
法
者
の
事
務
の
委
任
に
関
す
る
判
断
余
地
を
大
き
く
制
限
す
る
効
力
を
持
つ
財
政
憲
法
原
理

と
し
て
解
釈
に
定
着
し
、
又
は
憲
法
に
明
文
化
さ
れ
る
に
至
っ
て
お
り
、
一
般
的
な
比
例
原
則
を
併
せ
て
援
用
す
る
こ
と
は
、
却
っ



438

法学研究 87 巻 2 号（2014：2）

て
統
制
密
度
を
低
下
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
牽
連
性
原
理
を
、
財
政
面
に
お
け
る
原
則
―
例
外
関
係
を
形
成
す
る
た
め
の
比
例
原
則
の
一
形
態
と
み
る
余
地
も
な
い
で

は
な
い
が
、
牽
連
性
原
理
は
、
あ
く
ま
で
財
政
面
に
お
け
る
決
定
者
と
費
用
負
担
者
と
の
間
で
の
財
源
負
担
と
い
う
実
体
の
繫
が
り

を
根
拠
と
す
る
原
理
で
あ
る）（（
（

。
法
治
国
原
理
を
根
拠
と
し
、
立
法
に
よ
る
介
入
に
つ
い
て
規
範
的
な
正
当
化
を
求
め
る
こ
と
を
内
容

と
す
る
比
例
原
則
と
は
、
そ
の
出
自
や
効
果
に
お
い
て
も
、
や
は
り
別
物
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
、
ラ
ン
ト
レ
ベ
ル
で
の
自
治
体

憲
法
異
議
で
は
、
本
来
必
要
と
な
る
財
源
と
実
際
に
補
塡
さ
れ
た
財
源
と
を
比
較
し
て
、
原
則
一
〇
〇
％
が
補
塡
さ
れ
る
べ
き
と
こ

ろ
、
そ
れ
未
満
の
割
合
の
額
し
か
補
塡
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
正
当
化
が
必
要
で
あ
る
と
の
主
張
が
自
治
体
か
ら
な
さ
れ

た
こ
と
は
あ
る
が
、
直
接
に
牽
連
性
原
理
を
主
張
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
裁
判
所
に
一
蹴
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

た
だ
、
牽
連
性
原
理
に
よ
っ
て
も
、
義
務
付
け
又
は
指
図
を
伴
う
も
の
と
し
て
立
法
者
が
自
治
体
に
割
り
当
て
た
事
務
に
関
し
、

ど
の
程
度
の
財
源
補
塡
が
「
適
切
」
と
算
定
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
立
法
者
の
判
断
の
余
地
が
介
在
す
る
た
め
、
適
正
供
与
と
し
て

保
障
さ
れ
る
明
確
な
財
源
の
範
囲
を
憲
法
の
レ
ベ
ル
で
具
体
的
に
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
。

比
例
原
則
が
牽
連
性
原
理
を
補
う
も
の
と
し
て
機
能
し
得
な
い
以
上
、
牽
連
性
原
理
の
更
な
る
精
緻
化
に
よ
っ
て
対
応
さ
れ
る
べ
き

問
題
で
あ
ろ
う
。

　

２　

 

固
有
事
務
財
源
に
対
す
る
最
少
供
与
保
障

　

⑴　

固
有
事
務
と
財
源

　

固
有
事
務
と
は
、
自
治
体
が
そ
の
全
権
限
性
に
基
づ
き
、
自
己
責
任
に
よ
っ
て
行
う
性
質
の
事
務
で
あ
っ
て
、
自
治
体
に
そ
の
事

務
を
行
う
か
否
か
、
及
び
そ
の
執
行
に
関
す
る
程
度
並
び
に
方
法
に
関
す
る
決
定
権
が
留
保
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う）（（
（

。

　

一
般
的
に
、
国
が
そ
の
領
域
内
に
存
在
す
る
全
て
の
自
治
体
に
つ
い
て
固
有
事
務
に
必
要
な
最
小
限
度
の
財
源
を
確
保
さ
せ
る
た

め
に
は
、
使
途
を
指
定
し
な
い
基
準
交
付
金
を
、
法
律
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
自
治
体
財
政
調
整
制
度
を
通
じ
て
交
付
す
る
方
法
が
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採
ら
れ
る
。
こ
の
自
治
体
財
政
調
整
制
度
に
作
用
す
る
最
少
供
与
保
障
は
、
財
源
の
「
水
平
的
配
分
」
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
立
法
者
が
財
政
調
整
を
通
じ
て
自
治
体
の
財
政
力
の
強
弱
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
を
禁
ず
る
過
度
平

準
化
（
財
政
力
序
列
変
更
）
の
禁
止
や
、
財
政
調
整
総
額
の
減
額
に
比
し
て
あ
る
自
治
体
の
減
額
を
理
由
な
く
大
き
く
す
る
こ
と
を

禁
ず
る
配
分
の
公
平
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る）（（
（

。

　

⑵　

最
少
供
与
保
障
の
審
査
基
準

　

自
治
体
財
政
調
整
制
度
は
ラ
ン
ト
の
事
項
で
あ
る
た
め
、
こ
の
審
査
基
準
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
ト
の
憲
法
裁
判
所
に
お
い
て
し
ば

し
ば
争
わ
れ
る
。

　

例
え
ば
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
学
校
財
政
法
判
決
は
、
州
の
学
校
財
政
法
が
、
公
立
学
校
設
置
者
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
又
は
目
的
連
合
）
に

対
し
て
、
そ
の
所
管
に
あ
る
外
国
人
中
等
教
育
学
校
に
対
す
る
経
常
費
補
助
金
の
交
付
を
義
務
付
け
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
事
案

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
治
体
側
は
、
牽
連
性
原
理
に
対
す
る
違
反
を
主
張
し
て
争
っ
た
が
、
州
憲
法
裁
判
所
の
判
断
は
、
外
国

人
中
等
教
育
学
校
に
対
す
る
補
助
の
事
務
は
固
有
事
務
で
あ
り
、
最
少
供
与
保
障
の
対
象
と
な
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

上
で
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
自
治
行
政
権
の
保
障
の
意
味
か
ら
し
て
、
い
か
な
る
場
合
で
も
そ
の
範
囲
が
恣
意
禁
止
で
制
限
さ
れ
る
の
み
の
国
の
意
思
決
定
に
委
ね
ら

れ
た
ま
ま
に
す
る
こ
と
は
、
正
し
く
な
い
。
…
…
む
し
ろ
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
財
政
高
権
の
範
囲
に
関
す
る
法
律
の
規
定
は
、
法
治
国
原
理
か

ら
導
か
れ
る
比
例
原
則
の
要
請
に
も
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
へ
の
負
担
や
財
政
供
与
へ
の
介
入
と
、

介
入
の
根
拠
と
な
る
べ
き
公
的
利
益
に
適
合
し
、
か
つ
事
実
に
裏
付
け
ら
れ
た
理
由
付
け
と
の
具
体
的
な
比
較
衡
量
が
要
求
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。」）

（（
（

「
立
法
者
が
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
対
す
る
財
政
上
の
最
少
供
与
を
保
障
す
る
義
務
を
ど
の
よ
う
に
果
た
す
か
は
、
立
法
者
自
身
の
判
断
に
よ
る
。
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こ
こ
に
は
規
範
的
な
判
断
の
広
汎
な
余
地
が
あ
る
。
…
…
こ
の
法
律
の
留
保
は
、
財
政
高
権
に
も
及
ぶ
。」）

（（
（

　

問
題
は
、
そ
の
法
律
の
留
保
の
内
容
を
い
か
に
具
体
化
す
る
か
で
あ
る
。

　

本
件
で
は
、
結
論
と
し
て
は
外
国
人
中
等
教
育
学
校
へ
の
経
常
費
補
助
は
地
域
的
共
同
体
の
事
務
そ
の
も
の
で
あ
り
、
実
体
的
に

も
自
治
体
及
び
そ
の
住
民
が
享
受
す
る
利
益
に
鑑
み
れ
ば
実
際
に
生
じ
る
負
担
も
不
合
理
な
も
の
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、
自
治
体

へ
の
補
助
の
義
務
付
け
は
違
憲
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
経
常
費
補
助
の
必
要
性
・
適
合
性
と
負
担
額
に
関
す
る

比
例
性
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
い
い
得
る）（（
（

。
本
判
決
は
、
立
法
事
実
の
主
張
可
能
性
の
審
査
に
留
ま
っ
て
い
た
裁
判
所
の
財
政
高
権

に
対
す
る
見
方
を
、
比
例
原
則
を
用
い
た
具
体
的
な
衡
量
に
推
し
進
め
た
判
断
と
し
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

直
近
の
例
と
し
て
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
憲
法
裁
判
所
の
第
三
次
財
政
調
整
法
判
決
が
あ
る
。
州
財
政
調
整
法
改
正
法
律
が

基
準
交
付
金
の
算
定
基
準
を
変
更
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
自
治
体
憲
法
異
議
の
提
起
が
あ
っ
た
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
基
準

交
付
金
の
算
定
基
準
が
変
更
さ
れ
れ
ば
、
処
理
す
る
事
務
は
変
わ
ら
な
く
と
も
、
自
治
体
が
獲
得
す
る
財
源
の
内
容
は
変
化
し
得
る
。

そ
の
た
め
、
こ
れ
が
固
有
事
務
の
最
少
供
与
保
障
を
侵
害
す
る
、
と
い
う
の
が
、
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。
裁
判
所
は
自
治
体
憲
法
異

議
を
棄
却
し
た
も
の
の
、
そ
の
中
で
三
段
階
審
査
に
類
す
る
審
査
を
行
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
法
律
が
自
治
の

保
障
に
対
す
る
介
入
と
な
る
か
、
②
そ
の
介
入
が
正
当
化
さ
れ
得
る
か
、
具
体
的
に
は
②ʼ
法
律
が
形
式
の
上
で
憲
法
に
適
合
す
る
か
、

②”
法
律
は
実
体
的
に
憲
法
が
保
障
す
る
自
治
の
内
実
を
掘
り
崩
し
て
い
な
い
か
、
と
い
う
審
査
の
構
造
と
な
っ
て
い
る）（（
（

。
そ
の
上
で
、

正
当
化
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。

　
「（
財
政
調
整
法
に
よ
る
）
異
議
申
立
人
の
財
政
高
権
へ
の
介
入
は
、
是
認
し
得
る
公
共
の
利
益
の
理
由
付
け
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
、
か

つ
、
比
例
原
則
に
適
合
し
て
い
る
。」）

（（
（
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こ
の
説
示
を
基
礎
付
け
る
審
査
の
内
容
と
し
て
は
、
①
ラ
ン
ト
及
び
自
治
体
の
財
政
状
況
に
照
ら
し
た
公
共
の
利
益
の
目
的
設
定

の
適
正
性
、
②
公
共
の
利
益
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
の
財
政
調
整
基
準
変
更
の
必
要
性
並
び
に
財
政
調
整
制
度
の
立
法
者
に
よ
る

制
度
形
成
の
必
要
性
と
裁
量
の
範
囲
、
③
当
該
基
準
変
更
に
よ
っ
て
生
ず
る
異
議
申
立
人
の
財
政
高
権
及
び
事
項
高
権
へ
の
侵
害
の

程
度
（
狭
義
の
比
例
性
））

（（
（

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

⑶　

最
少
供
与
保
障
と
比
例
原
則

　

固
有
事
務
財
源
に
対
す
る
最
少
供
与
保
障
は
、
自
治
権
の
内
容
た
る
財
政
高
権
の
核
心
を
成
す
も
の
で
あ
り
、
委
任
事
務
財
源
に

対
す
る
適
正
供
与
保
障
は
周
縁
領
域
に
あ
る
も
の
だ
と
の
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が）（（
（

、
理
論
的
に
は
と
も
か
く
、
現
実
的
に

は
裁
判
所
が
核
心
領
域
に
対
す
る
立
法
の
侵
害
を
認
定
し
た
例
は
な
い
。
固
有
事
務
の
た
め
の
財
源
は
原
則
と
し
て
自
治
体
が
自
ら

調
達
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
調
達
の
方
法
に
つ
い
て
、
基
本
法
や
ラ
ン
ト
憲
法
が
少
な
く
と
も
自
治
体
税
の
賦
課
徴
収
を
認
め
て

い
る
以
上
は
、
そ
れ
を
完
全
に
廃
止
し
、
又
は
実
質
的
に
機
能
し
得
な
い
状
態
に
置
く
こ
と
は
、
立
法
者
に
と
っ
て
は
極
め
て
困
難

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
憲
法
に
よ
っ
て
制
度
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る
最
少
供
与
保
障
に
対
し
て
、
立
法
に
対
す
る
介
入
が
生
じ
、
そ

れ
が
正
当
化
さ
れ
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
審
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
そ
う
だ
と
す
る
と
、
立
法
者
は
自
治
体
の
最
少
供
与
保
障
に
つ
い
て
、
財
政
調
整
の
措
置
を
執
る
か
ど
う
か
自
体
を
含
め
、

極
め
て
広
い
裁
量
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
現
実
的
な
金
額
の
問
題
で
あ
る
狭
義
の
比
例
性
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
必
要
性
及
び
適

合
性
に
つ
い
て
は
、
こ
の
裁
量
が
作
用
す
る
た
め
、
統
制
密
度
と
し
て
は
低
い
も
の
に
と
ど
ま
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
る）（（
（

。
核
心
領

域
に
属
す
る
固
有
事
務
財
源
へ
の
介
入
の
審
査
基
準
が
比
例
原
則
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
周
縁
領
域
に
属
す
る
委
任
事
務
財
源
へ
の

介
入
の
審
査
基
準
は
そ
れ
よ
り
厳
格
な
牽
連
性
原
理
で
あ
る
と
い
う
逆
転
現
象
が
生
じ
る
原
因
も
、
こ
の
点
に
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
近
年
の
ラ
ン
ト
の
憲
法
判
例
に
お
い
て
、
比
例
原
則
や
三
段
階
審
査
の
導
入
に
よ
っ
て
一
般
保
障
型
の
自
治
体
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財
政
権
へ
の
介
入
に
関
す
る
統
制
密
度
向
上
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
な
お
観
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

㈣　
 

小
括

　

他
の
自
治
体
高
権
に
つ
い
て
と
同
様
に
、
自
治
体
財
政
権
の
保
障
に
つ
い
て
も
、
比
例
原
則
や
三
段
階
審
査
類
似
の
審
査
方
法
の

導
入
に
よ
り
、
統
制
密
度
を
高
め
る
工
夫
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
特
に
、
最
少
供
与
保
障
へ
の
立
法
に
よ
る
侵
害
に
つ
い
て
は
、
憲

法
判
断
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
決
め
手
と
な
る
議
論
の
な
い
状
況
が
続
い
て
い
た
だ
け
に
、
こ
の
動
き
は
着
目
す
べ
き
も
の
で
あ

る
。

　

た
だ
し
、
比
例
原
則
を
用
い
た
自
治
体
財
政
権
へ
の
介
入
に
関
す
る
審
査
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
あ
く
ま
で
判
断
の
具
体
性
を
要

求
し
て
い
る
点
は
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
自
治
体
の
活
動
に
は
財
源
が
お
よ
そ
不
可
欠
で
あ
る
以
上
、
財
政
高
権

は
そ
の
他
の
権
限
と
も
強
い
関
わ
り
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
で
は
、
財
源
の
取
得
と
い
う
純
粋
な
財
政
活
動
の
み
を
検
討
の

対
象
と
し
た
が
、
例
え
ば
自
治
体
の
予
算
決
算
方
式
の
変
更
は
組
織
高
権
と
の
間
に
位
置
す
る
問
題
で
あ
る
し
、
ま
た
官
吏
や
被
傭

者
の
給
与
体
系
の
変
更
は
、
人
事
高
権
と
の
間
に
位
置
す
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
治
体
財
政
権
の
裾
野
に
ま
で
こ
の
審
査

基
準
を
広
げ
て
良
い
か
ど
う
か
が
、
早
晩
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

四　

結
び
に
代
え
て

　

本
稿
は
、
地
方
自
治
行
政
の
制
度
的
保
障
に
対
す
る
介
入
に
対
し
て
の
比
例
原
則
の
援
用
の
可
否
に
つ
い
て
検
討
し
、
以
下
の
結

論
を
得
た
。

　

第
一
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
地
方
自
治
行
政
に
関
す
る
判
決
の
転
換
点
と
評
さ
れ
る
ラ
シ
ュ
テ
ー
デ
決
定
は
、
地
方
自
治
行
政



443

自治体財政権侵害の審査基準としての比例原則

に
対
す
る
法
律
の
留
保
に
関
し
て
、
権
限
配
分
型
と
基
本
権
類
似
型
の
二
つ
の
原
則
―
例
外
関
係
の
存
在
を
提
示
し
た
。
こ
の
こ
と

は
、
同
裁
判
所
の
そ
の
後
の
判
決
の
流
れ
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
。

　

第
二
に
、
具
体
的
保
障
型
の
自
治
体
財
政
権
及
び
一
般
的
保
障
型
の
自
治
体
財
政
権
の
う
ち
最
少
供
与
保
障
に
つ
い
て
は
、
自
治

体
権
限
の
保
障
を
原
則
と
し
、
そ
れ
へ
の
制
限
を
例
外
と
す
る
基
本
権
類
似
型
の
原
則
―
例
外
関
係
が
妥
当
す
る
。
こ
こ
で
は
、
比

例
原
則
を
含
む
三
段
階
審
査
類
似
の
審
査
基
準
を
援
用
す
る
余
地
が
あ
る
。

　

第
三
に
、
一
般
的
保
障
型
の
自
治
体
財
政
権
の
う
ち
適
正
供
与
保
障
に
つ
い
て
は
、
地
域
的
共
同
体
の
事
務
は
原
則
と
し
て
ゲ
マ

イ
ン
デ
の
権
限
に
属
す
る
も
の
と
推
定
し
、
立
法
者
が
そ
の
推
定
を
覆
す
場
合
に
は
例
外
的
に
権
限
配
分
の
修
正
を
認
め
る
権
限
配

分
型
の
原
則
―
例
外
関
係
に
依
拠
す
る
牽
連
性
原
理
が
妥
当
す
る
。
審
査
基
準
と
し
て
の
牽
連
性
原
理
は
、
比
例
原
則
と
は
併
用
さ

れ
な
い
。

　

牽
連
性
原
理
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
自
治
体
財
政
に
関
す
る
比
例
原
則
及
び
そ
れ
を
内
容
と
す
る
三
段
階
審
査
類
似
の
審
査

基
準
が
、
判
例
の
蓄
積
か
ら
理
論
化
さ
れ
、
財
政
憲
法
原
理
と
し
て
の
地
位
を
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
内
容
に
関
す
る
明
晰

な
論
理
を
提
示
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
判
例
の
論
理
の
み
を
拾
い
上
げ
、
審
査
基
準
に
関
す
る
説
示
を
整

理
す
る
に
留
め
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
の
学
説
の
応
答
を
含
む
検
討
は
、
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
1
）　K

laus Stern, D
as Staatsrecht der Bundesrepublik D

eutschland Bd. III/2. 1（（4, S.774f.=

井
上
典
之
・
鈴
木
秀
美
・

宮
地
基
・
棟
居
快
行
（
編
訳
）『
シ
ュ
テ
ル
ン
ド
イ
ツ
憲
法
Ⅱ
基
本
権
編
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
九
年
）
三
二
二
頁
以
下
。

（
2
）　Stern, a. a. O

. (A
nm

.1), S.771ff.=

井
上
他
編
訳
・
三
一
三
頁
以
下
。

（
3
）　

代
表
的
な
例
と
し
て
、
小
山
剛
『「
憲
法
上
の
権
利
」
の
作
法
（
新
版
）』（
尚
学
社
、
二
〇
一
一
年
）
一
六
頁
以
下
。

（
4
）　K

laus Stern, D
as Staatsrecht der Bundesrepublik D

eutchland. Bd. I, 2. A
ufl., 1（84, S.41（.=

赤
坂
正
浩
・
片
山
智

彦
・
川
又
伸
彦
・
小
山
剛
・
高
田
篤
（
編
訳
）『
シ
ュ
テ
ル
ン
ド
イ
ツ
憲
法
Ⅰ
総
論
・
統
治
編
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
九
年
）
四
四
頁
以
下
。
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（
（
）　

こ
の
点
に
つ
き
同
原
則
の
歴
史
的
背
景
に
遡
っ
て
検
討
を
加
え
る
も
の
と
し
て
柴
田
憲
司
「
憲
法
上
の
比
例
原
則
に
つ
い
て
（
一
）」

法
学
新
報
一
一
六
巻
九
・
一
〇
合
併
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
〇
七
頁
以
下
。

（
（
）　BV

erfGE 23, 127(133).
（
7
）　BV

erfGE 1, 1（7(178).

邦
語
で
の
解
説
と
し
て
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
）
四
四
七
頁
以
下
（
髙
橋
洋
）。

（
8
）　BV

erfGE 2（, 228(238).

（
（
）　BV

erfGE 2（, 228(23（).

括
弧
内
―
上
代
。

（
10
）　BV

erfGE 2（, 228(241).

括
弧
内
―
上
代
。

（
11
）　Stern, a. a. O

. (A
nm

.4), S.413f.

（
12
）　BV

erfGE （0, （0(（1).

（
13
）　BV

erfGE （0, （0(（1).

（
14
）　RhPfV

erGH
 U

rteil v. 17. 4. 1（（（.=D
V
Bl 1（（（, 7（（; N

RW
V
erfGH

 U
rteil v. 24. 4. 1（70.=O

V
GE2（, 28（; 28, 

2（1; BadW
ürttStGH

 U
rteil v. 14.2.1（7（.=N

JW
 1（7（, 120（. 

（
1（
）　BV

erfGE （0, （0(（（).

括
弧
内
―
上
代
。

（
1（
）　BV

erfGE （（, 2（8(313).

邦
語
で
の
解
説
と
し
て
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
・
前
掲
注
（
７
）
四
五
二
頁
以
下
（
駒
林
良
則
）。

引
用
部
分
の
括
弧
内
―
上
代
。

（
17
）　

な
お
、
計
画
高
権
が
地
方
自
治
の
核
心
領
域
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
も
態
度
を
明
確

に
は
し
て
い
な
い
。
大
橋
洋
一
『
現
代
行
政
の
行
為
形
式
論
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
三
年
）
二
六
九
頁
以
下
。

（
18
）　BV

erfGE （（, 2（8(313).

括
弧
内
―
上
代
。

（
1（
）　BV
erfGE （（, 2（8(31（).

括
弧
内
―
上
代
。

（
20
）　

須
藤
陽
子
『
比
例
原
則
の
現
代
的
意
義
と
機
能
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
〇
年
）
一
八
〇
頁
。

（
21
）　BV

erfGE （（, 2（8(313).

括
弧
内
―
上
代
。

（
22
）　F

riedrich Schoch, Zur Situation der kom
m

unalen Selbstverw
altung nach R

astede-E
ntscheidung des 
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Bundesverfassungsgerichts, V
erw

A
rch. 81. 1（（0, S.2（.

（
23
）　BV

erw
GE （7, 321(324).

（
24
）　BV

erfGE 7（, 127(143).

邦
語
で
の
解
説
と
し
て
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
）
三
六
〇
頁
以
下
（
白
藤
博
行
）。

（
2（
）　BV

erfGE 7（, 127(14（).

（
2（
）　BV

erfGE 7（, 127(1（0).

（
27
）　BV

erfGE 7（, 127 Leitsatz 3 b.

（
28
）　BV

erfGE 7（, 127(148f.).

（
2（
）　

こ
の
概
念
自
体
は
、
一
八
〇
八
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
都
市
法
の
解
釈
の
中
で
、
国
か
ら
特
権
を
与
え
ら
れ
た
都
市
の
自
治
的
権
限
の
内

容
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。V

gl. Christian A
ckerm

ann, D
ie Bedeutung der Rechtsprechung des Preußischen 

O
berverw

altungsgerichts zum
 K

om
m
unalrecht für unsere heutige D

ogm
atik. 2012, S.（8ff.

（
30
）　BV

erfGE 7（, 127(14（).

（
31
）　BV

erfGE 7（, 127(1（4).

（
32
）　Schoch, a. a. O

. (A
nm

.22), S.32f.

（
33
）　H

artm
ut M

aurer, V
erfassungsrechtliche Grundlagen und kom

m
unalen Selbstverw

altung. D
V
Bl. 1（（（, S.1043.

（
34
）　

白
藤
博
行
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
地
方
自
治
改
革
と
法
理
」
神
長
勲
編
『
現
代
行
政
法
の
理
論
』（
法
律
文
化
社
、
一
九
九
一
年
）
所

収
、
三
三
二
頁
以
下
、
新
村
と
わ
「
自
治
権
に
関
す
る
一
考
察
（
二
・
完
）」
法
学
六
八
巻
四
号
（
二
〇
〇
四
年
）
八
七
頁
以
下
及
び
須

藤
・
前
掲
注
（
20
）
一
七
八
頁
以
下
。

（
3（
）　BV
erfGE （1, 228.

邦
語
で
の
解
説
と
し
て
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
・
前
掲
注
（
24
）
三
八
九
頁
以
下
（
工
藤
達
朗
）。

（
3（
）　BV

erfGE 8（, （0.

邦
語
で
の
解
説
と
し
て
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
・
前
掲
注
（
24
）
三
八
三
頁
以
下
（
駒
林
良
則
）。

（
37
）　BV

erfGE 107, 1.

（
38
）　N

RW
V
erfGH

 U
rteil v. （. （. 1（（7.=N

V
w
Z-RR 1（（8, 473.

（
3（
）　N

dsStGH
 U

rteil v. （. 12. 2007.=N
ordÖ

R 2008, 1（2.
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（
40
）　BV

erfGE （1, 228(242).

本
決
定
は
、
男
女
同
権
委
員
選
任
の
義
務
付
け
は
自
治
体
の
組
織
上
の
行
為
可
能
性
を
封
じ
る
も
の
で
は

な
く
、
そ
の
組
織
上
の
権
能
が
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
自
己
責
任
性
を
擁
護
し
て
い
る
こ
と
は
主
張
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。

（
41
）　BV

erfGE 7（, 127(1（3).

本
決
定
の
論
理
が
立
法
に
よ
る
事
務
の
剝
奪
に
合
憲
の
推
定
を
与
え
る
方
向
で
作
用
し
得
る
こ
と
は
、
上

述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
42
）　BV

erfGE 8（, （0(108).

本
決
定
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
区
域
の
現
状
に
介
入
す
る
法
的
規
律
が
公
的
利
益
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

た
め
に
は
、
そ
の
成
立
段
階
か
ら
既
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
聴
聞
権
の
保
障
な
ど
の
）
手
続
的
要
請
が
充
足
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。

（
43
）　BV

erfGE 107, 1(20f.).

本
決
定
は
、
自
治
体
が
こ
の
よ
う
な
判
断
を
な
し
得
る
こ
と
に
つ
い
て
、
自
治
の
核
心
た
る
全
権
限
性
・

自
己
責
任
性
の
前
域
（V

orfeld

）
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。

（
44
）　N

RW
V
erfGH

, N
V
w
Z-RR 1（（8, 473(47（).

（
4（
）　N

dsStGH
, N

ordÖ
R 2008, 1（2(1（4).

な
お
、
本
判
決
の
委
任
事
務
に
関
す
る
権
限
領
域
に
対
す
る
制
限
の
説
示
は
、
三
段
階
審

査
類
似
の
構
造
を
と
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
委
任
事
務
の
権
限
は
自
治
の
保
障
の
対
象
に
含
ま
れ
、
委
任
事
務
の
権
限
の
吸
い
上
げ
は

保
障
内
容
へ
の
介
入
に
当
た
り
、
そ
れ
が
正
当
化
さ
れ
な
い
、
と
い
う
説
示
の
流
れ
を
な
し
て
い
る
。

（
4（
）　N

dsStGH
, N

ordÖ
R 2008, 1（2(1（（).

（
47
）　

な
お
、
憲
法
裁
判
所
が
、
原
子
力
法
上
の
連
邦
所
管
大
臣
の
指
示
に
よ
る
ラ
ン
ト
の
権
限
へ
の
制
限
に
つ
い
て
、「
個
人
の
権
利
領

域
へ
の
国
家
作
用
に
対
す
る
法
治
国
原
理
か
ら
導
か
れ
る
制
限
は
、
権
限
法
上
の
連
邦
と
ラ
ン
ト
と
の
関
係
に
お
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
。

こ
れ
は
特
に
比
例
原
則
に
当
て
は
ま
る
」（BV

erfGE 81, 310 [338]

）
と
説
示
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
国
家
機
関
相
互
の
権

限
関
係
一
般
に
比
例
原
則
が
排
除
さ
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
正
し
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
連
邦
と
ラ
ン
ト
と
の

関
係
は
純
然
た
る
国
家
関
係
に
擬
し
た
連
邦
制
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の
権
限
関
係
の
原
則
は
基
本
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

比
例
原
則
が
当
て
は
ま
る
余
地
が
な
い
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
連
邦
制
と
地
方
自
治
は
、
垂
直
的
権
限
配

分
の
原
理
で
あ
る
点
は
共
通
す
る
が
、
憲
法
上
の
制
度
及
び
原
理
と
し
て
は
全
く
別
の
も
の
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
保
護
範

囲
の
概
念
が
存
在
し
、
保
障
と
制
限
の
原
則
―
例
外
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
を
根
拠
に
、
個
人
の
権
利
領
域
に
比
例
原
則
が
妥
当
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
類
似
の
構
造
を
持
つ
地
方
自
治
の
制
度
的
保
障
に
関
し
て
も
比
例
原
則
が
妥
当
す
る
余
地
が
あ
る
、
と
読
む
の
が
妥

当
と
思
わ
れ
る
。
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（
48
）　

須
藤
・
前
掲
注
（
20
）
一
八
三
頁
は
、
騒
音
防
止
決
定
に
つ
い
て
権
限
配
分
原
理
を
審
査
基
準
と
し
て
援
用
す
る
こ
と
は
不
適
切
で

あ
る
と
す
る
が
、
権
限
配
分
原
理
は
計
画
権
限
の
存
在
を
基
礎
付
け
る
理
由
付
け
で
あ
り
、
制
限
を
論
じ
る
場
合
の
前
提
と
し
て
審
査
基

準
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
よ
り
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

（
4（
）　M

aurer, a. a. O
. (A

nm
.33), S.1044.

（
（0
）　M

ichael Sachs (H
rg.), Grundgesetz K

om
m
entar. （. A

ufl. 2011, A
rt.10（. Rnr. 31f. (H

elm
ut Siekm

ann).

こ
の
よ
う
に

具
体
化
さ
れ
た
財
政
高
権
は
、
住
民
に
対
す
る
命
令
的
効
果
に
着
目
す
れ
ば
、
租
税
に
関
し
て
は
課
税
高
権
、
対
価
性
を
有
す
る
金
銭
徴

収
に
関
し
て
は
課
徴
高
権
と
な
る
。

（
（1
）　Sachs, a. a. O

. (A
nm

.（0), A
rt.28. Rnr. 87 (M

ichael N
iehaus).

（
（2
）　Sachs, a. a. O

. (A
nm

.（0), A
rt.10（. Rnr. 30ff. (Siekm

ann).

（
（3
）　

連
邦
営
業
税
法
は
、
営
業
税
の
税
額
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
法
人
の
収
益
に
、
連
邦
が
定
め
る
課
税
基
準
率

と
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
定
め
る
賦
課
率
を
乗
じ
て
算
出
す
る
と
定
め
る
。

（
（4
）　BV

erfGE 12（, 141(1（0f.).

括
弧
内
―
上
代
。

（
（（
）　BV

erfGE 12（, 141(1（1).

括
弧
内
―
上
代
。

（
（（
）　BV

erfGE 12（, 141(1（8).

（
（7
）　Sachs, a. a. O

. (A
nm

.（0), A
rt.28. Rnr. 84 (N

iehaus).

（
（8
）　Friedrich Schoch, V

erfassungsrechtlicher Schutz der kom
m
unalen Finanzautonom

ie. 1（（7, S.182.

（
（（
）　

拙
稿
「
自
治
体
財
政
に
対
す
る
憲
法
的
保
障
の
構
造
と
牽
連
性
原
理
」
法
学
政
治
学
論
究
七
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
三
二
七
頁
以
下
。

（
（0
）　

拙
稿
「
財
政
憲
法
原
理
と
し
て
の
牽
連
性
」
法
学
政
治
学
論
究
七
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
〇
〇
頁
以
下
。

（
（1
）　H
ans-GünterH

enneke, Begrenzt die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes den A
nspruch der K

om
m
unen 

auf eine aufgabenangem
essene Finanzausstattung? D

Ö
V
 2008, S.3（（f.

ヘ
ネ
ッ
ケ
は
、
牽
連
性
原
理
は
立
法
者
の
財
政
供
与

能
力
を
考
慮
せ
ず
に
自
治
体
の
財
源
を
保
障
す
る
効
力
を
持
つ
の
に
対
し
、
比
例
原
則
は
立
法
者
の
財
政
供
与
能
力
が
考
慮
要
素
に
含
ま

れ
る
こ
と
を
、
区
別
に
お
い
て
重
要
視
し
て
い
る
。

（
（2
）　Schoch, a. a. O

. (A
nm

.（8), S.4（.



448

法学研究 87 巻 2 号（2014：2）

（
（3
）　BayV

erfGH
 Entscheidung v. （. 2. 2007. =BayV

Bl. 2007, 3（4(3（（).

（
（4
）　Schoch, a. a. O

. (A
nm

.（8), S.148f.
（
（（
）　SächsV

erfGH
, U

rteil v. 27. 1. 200（. =LV
erfGE 21, 318(332).

こ
れ
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
ラ
ン
ト
間
財
政
調
整
に
お
け

る
審
査
基
準
と
し
て
定
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。V

gl. BV
erfGE 72, 330(338).

（
（（
）　BayV

erfGH
, BayV

Bl. 2007, 3（4(3（（f.).

（
（7
）　BayV

erfGH
, BayV

Bl. 2007, 3（4(3（（).

（
（8
）　H

enneke, a. a. O
. (A

nm
.（1), S.3（（.

（
（（
）　BbgV

erfGH
 U

rteil v. （. 8. 2013.

〈http://w
w
w
.verfassungsgericht.brandenburg.de/sixcm

s/detail.php?gsid=b- 
b1.c.337（1（.de/: letzter Zugriff 2（.8.2013.

〉; B.II.

（
70
）　BbgV

erfGH
 U

rteil v. （. 8. 2013; B. II. 2. b. bb.

括
弧
内
―
上
代
。

（
71
）　BbgV

erfGH
 U

rteil v. （. 8. 2013; B. II. 2. b. bb. (1)-(3).

判
決
文
の
中
で
括
弧
付
き
で
「
狭
義
の
比
例
性
」
の
文
言
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。

（
72
）　Sachs, a. a. O

. (A
nm

.（0), A
rt.28. Rnr. 84 (N

iehaus).

（
73
）　

そ
の
た
め
、
立
法
者
に
よ
っ
て
必
要
性
・
適
合
性
が
低
く
見
積
も
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
事
務
配
分
の
財
源
配
分
に
お
け
る

評
価
の
等
価
性
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。V

gl. H
enneke, a. a. O

. (A
nm

.（1), S.3（（f.


