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ドイツ疾病保険における保険者自治の民主的正統化（一）（門脇）

門　

脇　

美　

恵

序
章　

問
題
状
況
と
検
討
課
題

　

第
一
節　

問
題
関
心
の
所
在

　

第
二
節　

本
稿
の
検
討
課
題

　

第
三
節　

比
較
法
研
究
の
対
象
国

第
一
章　

公
法
学
に
お
け
る
自
治
概
念
の
定
義

　

第
一
節　

初
期
自
治
構
想
に
お
け
る
参
加
志
向

　
　

一　

自
治
の
制
度
的
端
緒

　
　

二　

自
治
の
理
論
的
端
緒

　
　

三　

初
期
自
治
理
論
の
特
徴

　

第
二
節　

法
概
念
と
し
て
の
自
治
の
形
式
化

　
　

一　
「
法
的
自
治
」
と
「
政
治
的
自
治
」

　
　

二　

法
概
念
と
し
て
の
自
治
の
形
式
的
定
義

ド
イ
ツ
疾
病
保
険
に
お
け
る
保
険
者
自
治
の
民
主
的
正
統
化
（
一
）
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三　

自
治
の
法
概
念
の
形
式
化
に
対
す
る
批
判

　

第
三
節　

法
概
念
と
し
て
の
自
治
の
再
構
成

　
　

一　

自
治
概
念
の
多
様
性
の
意
味

　
　

二　

国
法
上
の
自
治
概
念
を
め
ぐ
る
議
論

　
　

三　

国
法
上
の
自
治
概
念
の
定
義
（
以
上
本
号
）

第
二
章　

疾
病
保
険
に
お
け
る
保
険
者
自
治
の
意
義

第
三
章　

疾
病
保
険
に
お
け
る
保
険
者
自
治
の
民
主
的
正
統
化

終
章　

総
括

序
章　

問
題
状
況
と
検
討
課
題

第
一
節　

問
題
関
心
の
所
在

　

貧
困
お
よ
び
生
存
不
安
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
、
個
人
の
あ
ら
ゆ
る
自
由
権
の
効
果
的
な
行
使
に
と
っ
て
不
可
欠
の
前
提
条
件

で
あ
る(1)

。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
前
提
を
脅
か
し
う
る
生
活
上
の
リ
ス
ク
に
対
す
る
事
前
の
備
え
が
必
要
と
な
る
が
、
現
代
社
会
に
お

い
て
、そ
れ
は
通
常
、個
人
の
自
助
努
力
の
み
で
は
十
分
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、生
活
上
極
め
て
身
近
な
リ
ス
ク
で
あ
る
疾
病
は
、

罹
病
の
予
測
不
可
能
性
や
長
期
化
の
可
能
性
と
い
う
特
徴
を
有
し
、
個
人
の
預
金
や
財
産
形
成
に
よ
る
備
え
に
は
限
界
が
あ
る
。
そ
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こ
で
、
家
族
、
近
所
、
友
人
に
よ
る
助
け
と
並
ん
で
、
よ
り
大
き
な
リ
ス
ク
共
同
体
（G

efahrengem
einschaft

）（
私
保
険
、
社
会

保
険
、
国
家
）
に
よ
る
保
障
が
必
要
と
な
る(2)

。
わ
が
国
に
お
い
て
、
か
か
る
保
障
と
し
て
は
、
私
保
険
、
公
的
医
療
保
険
な
ら
び
に

公
費
扶
助
お
よ
び
医
療
扶
助
が
存
す
る
が
、
そ
の
中
心
は
公
的
医
療
保
険
で
あ
る
。
被
用
者
保
険
を
中
心
に
発
展
し
て
き
た
公
的
医

療
保
険
は
、
一
九
六
一
年
度
よ
り
国
民
健
康
保
険
事
業
が
全
市
町
村
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
国
民
皆
保
険
」
を
達

成
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
被
用
者
保
険
の
被
用
者
お
よ
び
そ
の
扶
養
者
以
外
の
市
町
村
の
住
民
に
対
し
て
国
民
健
康
保
険
法
が
強
制

的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
す
べ
て
の
国
民
は
、
何
ら
か
の
公
的
医
療
保
険
の
被
保
険
者
あ
る
い
は
そ
の
扶
養
者
と
し
て
、
医

療
保
険
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た(3)

。

　

か
よ
う
に
、
国
家
は
社
会
保
障
制
度
を
整
備
す
る
こ
と
で
、
自
由
権
を
行
使
す
る
た
め
の
実
質
的
基
盤
の
確
立
に
仕
え
る
が
、
そ

の
反
面
、
国
家
は
個
人
が
傷
病
や
失
業
と
い
っ
た
生
活
上
の
リ
ス
ク
に
対
し
て
事
前
の
備
え
を
行
う
べ
き
か
否
か
、
行
う
べ
き
で

あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
い
か
な
る
範
囲
に
お
い
て
か
と
い
う
事
柄
に
つ
い
て
、
そ
の
決
定
を
個
人
の
自
由
意
思
に
委
ね
ず
、
法
令
等

に
よ
っ
て
自
ら
規
律
す
る
。
そ
の
こ
と
と
の
関
連
に
お
い
て
、
第
一
に
議
会
制
定
法
律
お
よ
び
行
政
の
公
益
代
表
能
力
の
限
界
、
第

二
に
社
会
保
障
法
の
官
僚
主
義
的
性
格
が
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。
ま
ず
、
前
者
の
問
題
は
、
社
会
保
障
法
領
域
に
限
ら
ず
生
じ

う
る
も
の
で
あ
る
が(4)

、
と
り
わ
け
こ
の
領
域
に
お
い
て
は
そ
の
問
題
性
が
先
鋭
に
現
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
社
会
保
障
法
領
域
に
お

い
て
は
事
柄
が
個
人
の
個
別
的
生
活
と
の
密
接
な
関
係
を
と
り
わ
け
不
可
避
な
も
の
と
し
、
個
人
の
生
活
状
況
の
複
雑
さ
に
鑑
み
れ

ば
、
議
会
制
定
法
律
の
通
用
力
が
相
対
的
に
よ
り
強
く
疑
問
視
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る(5)

。
さ
ら
に
、
本
来
こ
の
点
を
補
完
す
べ
き
行
政

に
よ
る
諸
準
則
の
定
立
も
ま
た
、
多
様
な
利
益
の
調
整
と
反
映
が
確
保
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
の
合
理
性
が
疑
問
視
さ
れ
る(6)

。
次
に
、

後
者
の
問
題
で
あ
る
社
会
保
障
法
の
官
僚
主
義
的
性
格
は
、
社
会
保
障
法
の
法
関
係
に
お
い
て
保
障
が
国
家
の
直
接
・
間
接
の
関
与

に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
特
殊
性
に
起
因
し
、
被
保
障
者
を
、
そ
れ
が
社
会
権
の
権
利
主
体
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
っ
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ぱ
ら
保
障
の
受
け
手
と
い
う
受
動
的
地
位
に
と
ど
め
る
危
険
性
を
は
ら
む
と
と
も
に(7)

、
生
活
上
の
リ
ス
ク
に
対
す
る
事
前
の
備
え
に

お
け
る
個
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
お
よ
び
当
事
者
意
識
の
希
薄
化
を
生
ぜ
し
め
る
危
険
性
も
内
包
す
る(8)

。

　

以
上
の
理
由
か
ら
、
社
会
保
障
法
領
域
に
お
い
て
は
一
般
的
に
行
政
過
程
へ
の
当
事
者
参
加
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
れ
は
と
り
わ
け
公
的
医
療
保
険
領
域
に
お
い
て
よ
り
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る(9)

。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
、
公

的
医
療
保
険
は
被
保
険
者
の
生
活
に
非
常
に
身
近
な
リ
ス
ク
を
対
象
と
す
る
た
め
、
リ
ス
ク
が
被
保
険
者
の
積
極
的
な
意
識
と
行
動

に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
可
能
で
あ
る
点
に
あ
る
。
制
度
の
運
営
・
管
理
へ
の
被
保
険
者
の
参
加
に
よ
っ
て
個
人
と
制
度
が
緊
密

な
関
係
に
立
つ
こ
と
に
よ
り
、
被
保
険
者
の
リ
ス
ク
に
対
す
る
意
識
の
向
上
が
期
待
さ
れ
、
結
果
と
し
て
被
保
険
者
の
健
康
の
維
持
・

改
善
に
資
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、
公
的
医
療
保
険
の
主
た
る
保
険
給
付
は
、
比
較
的
機
械
的
に
定
式
化
が
可
能
な
現
金
給

付
で
は
な
く
、
医
療
・
医
薬
品
の
提
供
な
ど
の
現
物
給
付
で
あ
る
点
に
あ
る
。
現
物
給
付
は
、
一
方
に
お
い
て
保
険
給
付
の
対
象
と

な
る
範
囲
が
医
療
技
術
お
よ
び
薬
学
の
進
歩
に
伴
い
変
化
し
、
他
方
に
お
い
て
給
付
内
容
が
被
保
険
者
の
健
康
状
態
や
生
活
環
境
と

い
っ
た
、
極
め
て
個
別
的
か
つ
複
合
的
な
要
素
を
顧
慮
し
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
性
質
を
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
的
医
療
保
険
に

お
い
て
は
、
一
方
に
お
い
て
行
政
の
意
思
決
定
へ
の
被
保
険
者
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
の
反
映
と
い
う
観
点
か
ら
、
他
方
に
お
い
て
給
付

手
段
の
恒
常
的
な
改
良
と
い
う
観
点
か
ら
、
被
保
険
者
の
制
度
運
営
へ
の
関
与
が
積
極
的
に
要
請
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る(10)

。

　

以
上
の
よ
う
な
被
保
険
者
の
参
加
の
要
請
に
対
し
て
、
日
本
に
お
け
る
現
行
法
制
度
は
ど
の
程
度
応
え
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る

必
要
が
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
公
的
医
療
保
険
の
保
険
者
に
は
、
市
町
村
お
よ
び
特
別
区
（
国
民
健
康
保
険
）
の
ほ
か
に
、
各
種
の

公
共
組
合
（
国
民
健
康
保
険
組
合
、
全
国
健
康
保
険
組
合
協
会
、
健
康
保
険
組
合
、
各
種
の
国
家
・
地
方
公
務
員
共
済
組
合
）
お
よ

び
特
殊
法
人
（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
）
が
存
在
し
、
い
ず
れ
も
行
政
体
性
を
有
す
る(11)

。
公
的
医
療
保
険
制
度
に
お
け

る
被
保
険
者
の
行
政
過
程
へ
の
参
加
ル
ー
ト
に
は
、
大
別
し
て
、
第
一
に
保
険
者
の
意
思
決
定
過
程
へ
の
参
加
、
第
二
に
診
療
報
酬
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等
を
定
め
る
法
規
命
令
の
制
定
過
程
へ
の
参
加
、
第
三
に
行
政
手
続
法
（
条
例
）
上
の
意
見
公
募
手
続
に
基
づ
く
意
見
提
出
に
よ
る

一
般
公
衆
の
地
位
に
お
け
る
参
加
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
、
制
度
の
管
理
・
運
営
へ
の
参
加
、
後
二
者
は
そ
れ
ぞ
れ
狭
義
お
よ
び

広
義
に
お
け
る
政
策
の
企
画
・
立
案
過
程
へ
の
参
加
で
あ
る(12)

。
第
一
の
ル
ー
ト
は
、
保
険
者
の
意
思
決
定
機
関
の
委
員
の
選
出
手
続

に
被
保
険
者
が
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
部
の
保
険
者
に
お
い
て
の
み
、
制
度
上
保
障
さ
れ
て
い
る(13)

。
第
二
の
ル
ー
ト
は
、
法
規

命
令
を
制
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
委
員
に
被
保
険
者
代
表
が
任
命
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
間
接
的
に
実
現
さ
れ
る
が
、
そ
の
代
表
の
選
定
過
程
は
透
明
性
を
欠
き
、
被
保
険
者
個
人
の
関
与
が
制
度
上
保
障
さ
れ
て

い
な
い(14)

。
第
三
の
ル
ー
ト
は
、
社
会
保
障
法
領
域
に
お
い
て
意
見
公
募
手
続
が
そ
も
そ
も
行
政
手
続
法
三
九
条
四
項
二
号
ま
た
は
四

号
の
適
用
除
外
に
該
当
す
る
場
合
が
多
い
こ
と
に
加
え(15)

、
提
出
さ
れ
た
意
見
の
行
政
の
意
思
決
定
へ
の
反
映
に
つ
い
て
は
そ
の
取
捨

選
択
を
含
め
て
行
政
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
（
行
政
を
起
点
と
す
る
「
一
往
復
半
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン(16)

」）、
行
政
の
決
定

へ
の
民
意
反
映
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
当
該
決
定
の
理
由
を
合
理
的
に
説
明
す
る
手
段
（
説
明
責
任
履
行
手
続
）
と
し
て
の
性
格

を
も
つ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る(17)

。
以
上
か
ら
、
現
在
、
日
本
の
公
的
医
療
保
険
行
政
へ
の
被
保
険
者
個
人
の
参
加
は
、
第
一
の
ル
ー
ト

に
よ
り
部
分
的
に
制
度
上
保
障
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
他
の
ル
ー
ト
に
お
い
て
も
、
個
人
の
参
加
の
機
会
ま
た
は
参
加
の
結
果

の
反
映
は
制
度
上
保
障
さ
れ
て
お
ら
ず
、
不
十
分
な
も
の
と
な
っ
て
い
る(18)

。

　

か
か
る
貧
弱
な
参
加
制
度
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
世
論
調
査
の
結
果
に
も
表
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が(19)

、
こ
れ
ま
で
医
療
制
度
改

革
を
め
ぐ
る
議
論
の
俎
上
に
の
ぼ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
一
九
九
六
年
の
医
療
保
険
審
議
会
（
当
時
）
の
建

議
書
を
発
端
と
す
る
「
保
険
者
機
能
の
強
化
」
を
め
ぐ
る
議
論
（
以
下
「
保
険
者
機
能
強
化
論
」
と
い
う
）
は(20)

、保
険
者
の
「
自
律
性
」

の
向
上
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め(21)

、
そ
の
「
自
律
性
」
が
被
保
険
者
の
主
体
的
な
制
度
運
営
へ
の
参
加
に
基
づ
く
結
果
と
し

て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
場
合
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
資
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
。
し
か
し
、
保
険
者
機
能
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強
化
論
の
多
く
は
、
個
々
の
保
険
者
と
医
療
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
と
の
直
接
契
約
に
よ
る
診
療
報
酬
削
減
の
提
案
を
典
型
と
す
る
、
医

療
財
政
の
効
率
化
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た(22)

。
保
険
者
機
能
強
化
論
の
出
自
に
も
規
定
さ
れ(23)

、
実
際
に
制
度
改
革
は
そ

の
よ
う
な
方
向
で
実
施
さ
れ
た(24)

。
か
か
る
議
論
が
標
榜
す
る
「
医
療
の
無
駄
の
排
除
」
お
よ
び
「
医
療
の
質
の
向
上
」
と
い
う
目
的

の
正
当
性
に
異
論
の
余
地
は
な
い
が
、
制
度
改
革
で
目
指
さ
れ
る
も
の
が
医
療
の
「
効
率
性
」
で
あ
れ
「
質
」
で
あ
れ(25)

、
制
度
の
中

心
に
お
か
れ
る
べ
き
は
医
療
の
受
け
手
の
利
益
で
あ
る
こ
と
が
看
過
さ
れ
る
限
り
、
そ
れ
が
制
度
の
本
来
的
目
的
に
適
う
か
た
ち
で

実
現
さ
れ
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う(26)

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
公
的
医
療
保
険
行
政
に
お
け
る
被
保
険
者
の
参
加
は
、
そ
れ
が
医
療
保
障
と
い
う
任
務
の
性
質
上
強

く
要
請
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
状
の
法
整
備
お
よ
び
そ
の
運
用
に
は
問
題
が
多
く
、
政
策
・
立
法
論
も
不
活
発
で
あ
る
。
か

か
る
状
況
を
念
頭
に
お
け
ば
、
参
加
の
機
能
や
有
効
性
を
ア
ト
・
ラ
ン
ダ
ム
に
指
摘
す
る
の
み
で
は
足
ら
ず
、
参
加
の
根
拠
と
形
態

を
規
範
づ
け
る
法
理
論
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
節　

本
稿
の
検
討
課
題

　

公
的
医
療
保
険
を
含
め
た
社
会
保
障
行
政
へ
の
参
加
は
、
主
権
者
た
る
国
民
の
行
政
へ
の
参
加
の
一
局
面
で
あ
る
と
い
え
る
が
、

行
政
法
学
に
お
け
る
参
加
論
は
、
地
方
自
治
（
住
民
自
治
）
の
観
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
除
け
ば(27)

、
従
来
、
実
体
的
な
権
利
利
益

の
防
御
の
観
点
か
ら
の
議
論
が
中
心
で
あ
っ
た
。
近
年
、
民
主
政
原
理
か
ら
の
参
加
論
に
展
開
が
み
ら
れ
る
も
の
の(28)

、
そ
れ
が
公
的

医
療
保
険
を
含
め
た
社
会
保
障
行
政
領
域
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た(29)

。
民
主
政
原
理
に
基
づ
く
被
保
障
者
の
社
会

保
障
行
政
へ
の
参
加
の
重
要
性
は
、
む
し
ろ
こ
れ
ま
で
社
会
保
障
法
学
お
よ
び
憲
法
学
に
お
い
て
多
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
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先
駆
的
に
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
小
川
政
亮
が
、
社
会
保
障
を
「
権
利
の
体
系(30)

」
と
し
て
構
成
す
る
た
め
に
、
社
会
保
障
の
実
体

的
・
手
続
的
請
求
権
が
実
質
的
に
保
障
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
「
自
己
貫
徹
の
権
利(31)

」
と
し
て
、
社
会
保
障
行
政
へ
の
参
加
を
位
置

づ
け
た
。
か
か
る
意
味
に
お
け
る
参
加
は
、
国
会
を
通
じ
て
の
間
接
的
関
与
可
能
性
で
は
足
り
ず
、「
む
し
ろ
民
主
主
義
の
原
理
が

国
民
生
活
の
中
に
一
層
深
く
確
か
に
日
常
的
な
も
の
と
し
て
定
着
し
て
い
く
た
め
に
も
、
社
会
保
障
制
度
そ
れ
自
体
が
民
主
主
義
的

に
組
織
さ
れ
運
営
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
、「
そ
れ
は
社
会
保
障
の
権
利
主
体
と
な
る
べ
き
も
の
が
基
本
的
に
は
無
産
・

勤
労
階
級
の
成
員
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
労
働
組
合
の
よ
う
な
無
産
・
勤
労
階
級
の
民
主
的
組
織
を
通
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
最

も
望
ま
し
い
」
と
さ
れ
る(32)

。
さ
ら
に
一
九
七
〇
年
代
に
中
村
睦
男
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
自
主
管
理
型
社
会
保
障
制
度
を
範
と
し
て
提
唱

し
た
「
下
か
ら
の
社
会
権
」
論
に
お
い
て(33)

、「
階
層
身
分
的
利
益
や
私
的
団
体
的
利
益
か
ら
解
放
さ
れ
た
自
由
か
つ
平
等
な
個
人
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
議
会
が
国
民
を
代
表
す
る
と
い
う
政
治
的
民
主
主
義
を
、
諸
個
人
が
そ
の
社
会
的
な
い
し
職
業
的
立
場
に
よ
っ

て
属
す
る
集
団
の
代
表
を
社
会
的
経
済
的
領
域
の
問
題
の
決
定
に
参
加
さ
せ
る
社
会
的
民
主
主
義
に
よ
っ
て
補
完
す
る
こ
と
が
、
現

代
民
主
主
義
を
機
能
さ
せ
る
た
め
に
必
要
で(34)

」
あ
る
と
し
て(35)

、
社
会
保
障
（
こ
こ
に
お
い
て
は
公
的
扶
助
は
含
ま
れ
な
い
）
を
受
け

る
権
利
が
「
労
働
者
を
中
心
と
す
る
す
る
利
害
関
係
者
の
集
団
的
利
益
・
自
由
に
よ
っ
て
、
当
事
者
の
自
主
活
動
に
よ
っ
て(36)

」
実
現

さ
れ
る
モ
デ
ル
を
構
想
す
る
。
一
九
八
〇
年
代
に
は
遠
藤
昇
三
が
、
上
記
の
先
駆
的
業
績
を
踏
ま
え
、
両
氏
が
そ
の
構
想
を
異
に
し

つ
つ
も
と
も
に
主
張
す
る
社
会
保
障
制
度
の
「
民
主
的
管
理
と
い
う
そ
れ
自
体
否
定
し
が
た
い
命
題
が
、
何
故
ス
ト
レ
ー
ト
に
参
加

に
結
び
つ
き
か
つ
そ
れ
を
不
可
欠
と
し
て
い
る
の
か(37)

」
と
い
う
点
を
根
源
的
に
追
究
し
、
そ
の
答
え
を
、「
社
会
保
障
を
『
生
活
の

自
己
管
理
、
自
己
決
定
』
の
制
度
へ
と
転
換
」
す
る
点
に
求
め
る
。
そ
の
根
拠
は
、
一
方
に
お
い
て
「
社
会
保
障
は
生
活
自
助
原
則

の
破
綻
に
伴
い
そ
の
部
分
的
修
正
と
し
て
登
場
し
…
…
集
団
的
自
助
へ
と
形
態
転
換
さ
せ
た
」
こ
と
の
意
味
が
、「
国
家
管
理
の
中

と
い
う
限
界
性
を
も
ち
つ
つ
そ
れ
ま
で
保
有
し
て
い
た
個
人
的
で
あ
り
な
が
ら
主
体
的
な
生
活
形
成
の
要
素
を
、
集
団
的
で
主
体
的
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な
生
活
形
成
へ
と
部
分
的
に
転
換
し
、そ
れ
を
社
会
保
障
の
中
に
組
み
込
ん
だ
」も
の
で
あ
る
と
す
る
社
会
保
障
法
の
性
格
理
解
に
、

他
方
に
お
い
て
生
産
・
労
働
の
社
会
化
に
伴
う
生
活
の
社
会
化
を
背
景
に
「
民
主
主
義
の
発
展
と
し
て
の
経
済
的
社
会
的
民
主
主
義

そ
の
一
環
と
し
て
の
生
活
民
主
主
義
が
理
念
に
即
す
方
向
で
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
段
階
に
あ
る
」
と
い
う
事
実
認
識
に
求
め
ら

れ
る(38)

。
遠
藤
の
独
自
性
は
、
第
一
に
参
加
を
根
拠
づ
け
る
「
自
己
管
理
、
自
己
決
定
」
と
い
う
思
想
を
、
民
主
政
原
理
の
「
自
己
統

治
」
の
理
念
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
社
会
保
障
法
に
固
有
の
「
主
体
性
」
の
要
請
か
ら
も
導
く
点
に(39)

、
第
二
に
「
自
己
管
理
・
自
己
決

定
と
は
い
っ
て
も
中
身
は
共
同
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
そ
の
共
同
性
を
支
え
る
主
体
間
の
連
帯
し
か
も
集
団
的
で
強
固
な

連
帯
が
必
要
で
あ
る
が
、
参
加
は
そ
う
し
た
連
帯
の
産
物
で
あ
る
と
同
時
に
連
帯
の
組
織
化
、
強
化
の
媒
介
的
手
段
と
し
て
の
意
味

を
も
つ
」
と
し
、
個
人
の
主
体
性
と
保
障
の
共
同
性
と
の
相
互
不
可
分
性
に
求
め
る
点
に
あ
る
。

　

以
上
の
各
論
者
の
議
論
に
お
い
て
共
通
す
る
の
は
、
第
一
に
、
社
会
保
障
行
政
へ
の
被
保
障
者
の
参
加
が
民
主
政
原
理
（
具
体
的

な
構
想
は
異
に
し
つ
つ
も
）
の
現
代
的
要
請
で
あ
る
と
す
る
点
、
第
二
に
、
参
加
者
の
利
益
が
基
本
的
に
労
働
組
合
に
よ
り
代
表
さ

れ
る
と
す
る
点
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
後
者
の
点
に
つ
い
て
は
、
仔
細
に
み
れ
ば
各
論
者
の
間
に
見
解
の
違
い
が
指
摘
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
中
村
が
「
社
会
権
」
を
「
労
働
者
の
集
団
的
権
利
・
自
由
」
を
中
心
と
し
て
構
成
す
る
際
に
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
個
人
の

自
由
を
基
底
と
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
に
対
し
て(40)

、
小
川
は
「
民
主
主
義
的
」
な
組
織
と
運
営
の
主
体
と
し
て
の
無
産
・
勤
労
階

級
の
成
員
の
利
益
が
労
働
組
合
に
正
統
に
代
表
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
際
、
中
村
に
お
い
て
み
ら
れ
た
よ
う
な
留
保
は
付
さ
れ

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
小
川
に
お
い
て
は
、
比
較
的
同
質
な
勤
労
者
階
層
の
利
益
と
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
導
か
れ
る
、
利
益
代

表
者
と
し
て
の
労
働
組
合
の
正
統
性
が
与
件
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
際
、
労
働
組
合
と
い
う
「
社
会
」
集
団
と
組
合
員

で
あ
る
「
個
人
」
の
利
益
の
対
立
可
能
性
に
対
す
る
意
識
は
薄
い
。
遠
藤
に
お
い
て
も
、
参
加
の
論
拠
に
関
す
る
理
論
的
展
開
（
個

人
の
主
体
性
と
保
障
の
共
同
性
の
調
和
）
が
み
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
お
け
る
「
個
人
」
と
社
会
「
集
団
」
と
の
間
の
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緊
張
関
係
の
存
在
に
つ
い
て
、
意
識
的
に
論
じ
ら
れ
る
に
は
な
お
至
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
小
川
と
同
様
の
立
場
で
あ

る
と
い
え
る(41)

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
以
降
の
議
論
は
、
と
り
わ
け
一
九
九
五
年
の
社
会
保
障
制
度
審
議
会
勧
告
「
社
会
保
障
体
制
の
再
構
築
」

が
、
制
度
改
革
の
方
向
性
と
し
て
生
活
に
つ
い
て
の
個
人
の
「
自
立
」
お
よ
び
「
社
会
連
帯
」
の
強
調
と
社
会
保
険
を
重
視
す
る
姿

勢
を
打
ち
出
し
て
以
来
、
社
会
保
障
法
関
係
を
「
国
家
」
と
「
個
人
」
の
二
当
事
者
関
係
と
把
握
す
る
伝
統
的
枠
組
み
を
見
直
そ
う

と
す
る
大
き
な
流
れ
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
流
れ
は
、
一
方
に
お
い
て
、
従
来
の
伝
統
的
枠
組
み
を
基

本
的
に
維
持
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
支
配
す
る
法
原
理
に
つ
い
て
は
憲
法
二
五
条
の
生
存
権
の
み
な
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
の
議
論
を
参
照
し
、
む
し
ろ
憲
法
一
三
条
な
ど
に
由
来
す
る
「『
自
由
』
の
理
念
」
を
考
慮
す
る
こ
と
に
力
点
を
お
く
菊

池
馨
実
の
見
解
で
あ
り(42)

、
他
方
に
お
い
て
、
伝
統
的
枠
組
み
そ
れ
自
体
の
見
直
し
に
力
点
を
お
き
、
社
会
保
障
法
上
の
ア
ク
タ
ー
と

し
て
、「
国
家
」、「
市
場
」、「
個
人
」
と
区
別
さ
れ
る
「
社
会
」
の
役
割
を
重
視
す
る
倉
田
聡
の
見
解
で
あ
る(43)

。
菊
池
は
、
参
加
を

民
主
政
原
理
あ
る
い
は
適
正
手
続
保
障
の
観
点
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
「『
人
格
的
に
自
律
し
た
個
人
に
よ
る
主
体
的
な
生
の

追
究
』
な
い
し
『
自
由
』
の
理
念
の
観
点
か
ら
も
積
極
的
に
価
値
付
け
る
こ
と
が
可
能(44)

」
で
あ
る
と
し
、「
選
択
」、「
貢
献
」
な
ど

と
並
ぶ「『
自
由
』の
理
念
」か
ら
の「
派
生
」物
と
し
て
位
置
づ
け
る(45)

。
こ
れ
に
対
し
て
倉
田
は
、「
社
会
保
障
法
に
お
け
る『
社
会
』

の
存
在
を
『
個
人
』
お
よ
び
『
国
家
』
と
同
程
度
の
も
の
と
し
て
把
握
し
、
そ
の
あ
り
よ
う
を
対
『
個
人
』
な
い
し
対
『
国
家
』
と

の
関
係
で
整
序
す
る
規
範
論(46)

」
の
必
要
性
を
主
張
す
る
立
場
か
ら(47)

、「
社
会
」
に
お
け
る
「
連
帯
」
の
意
義
を
論
じ
、
参
加
も
ま
た

か
か
る
文
脈
に
お
い
て
位
置
づ
け
る
。
連
帯
が
論
じ
ら
れ
る
場
面
は
「
団
体
扶
養
の
性
格
が
歴
史
的
に
も
明
ら
か
な
社
会
保
険(48)

」
に

限
ら
れ
ず(49)

、「
す
べ
て
の
社
会
福
祉
事
業
に
お
い
て
、利
用
者
・
従
業
者
・
事
業
者
に
よ
る
協
働
運
営
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を『
連
帯
』

概
念
を
用
い
て
一
般
化
す
る
こ
と
」
が
目
指
さ
れ
、
最
終
的
に
は
「『
社
会
』
の
『
連
帯
』」
を
「
社
会
福
祉
（
ひ
い
て
は
社
会
保
障
）
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を
支
え
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
」
が
構
想
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
参
加
は
、「
個
人
」
と
「
個
人
」
の
間
に
お
け
る
「『
社

会
』
関
係
の
形
成
」
と
い
う
意
味
に
お
け
る
「
社
会
連
帯
」
の
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る）

50
（

。

　

か
か
る
倉
田
の
見
解
は
、
菊
池
が
「
社
会
全
体
の
利
益
の
中
に
個
人
を
埋
没
さ
せ
、
安
易
に
個
人
へ
の
犠
牲
を
強
い
か
ね
な
い
危

険
性
」
を
は
ら
み(51)

、
さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
「
連
帯
の
社
会
的
基
盤
自
体
が
脆
弱
化
し
て
い
る
」
こ
と
を
理
由
に
意
識
的
に
距
離
を
と

り
、
参
加
を
あ
く
ま
で
「
個
人
に
よ
る
重
層
的
な
意
思
の
反
映
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
立
場
と
対
照
を
な
す(52)

。
も
っ
と
も
、
菊
池

も
「
個
人
」
の
「
主
体
性
」
あ
る
い
は
「
自
律
」
を
傷
付
け
な
い
範
囲
で
は
社
会
連
帯
を
否
定
せ
ず
、
倉
田
も
個
人
主
義
が
成
熟
し

て
い
な
い
日
本
に
お
い
て
「
個
人
」
の
「
主
体
性
」
を
強
調
す
る
こ
と
の
意
義
は
当
然
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
両
者

の
見
解
は
必
ず
し
も
相
互
排
他
的
な
関
係
に
あ
る
と
は
い
え
な
い(53)

。
し
か
し
、「
社
会
連
帯
」
が
強
制
の
契
機
、
す
な
わ
ち
社
会
保

険
に
お
い
て
は
加
入
強
制
と
そ
れ
に
伴
う
強
制
的
な
保
険
料
徴
収
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、「
社
会
連
帯
」
を
め
ぐ

る
両
者
の
見
解
の
違
い
が
明
確
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
菊
池
が
強
制
の
契
機
を
受
け
入
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
個
人
の
自
由
意
思
に
よ

る
か
、
ま
た
は
「
一
定
の
公
共
心
を
も
つ
」
人
間
で
あ
れ
ば
強
制
が
な
く
と
も
そ
れ
を
選
択
す
る
こ
と
が
「
社
会
契
約
」
的
に
説
明

可
能
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
の
に
対
し
て(54)

、
倉
田
は
「『
社
会
連
帯
』
に
基
づ
い
た
相
互
扶
助
」
で
あ
る
社
会
保
険
制
度
に
お
け

る
強
制
の
契
機
を
否
定
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
は
保
険
料
の
減
免
が
「
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
内
包
さ
れ
て
」
い
る
か
ら
で

あ
り
、
む
し
ろ
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
保
険
料
決
定
を
め
ぐ
る
実
体
と
手
続
の
二
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
問
題
、
す
な
わ
ち
決
定
さ

れ
た
保
険
料
額
が
被
保
険
者
の
負
担
能
力
を
超
え
る
と
い
う
不
均
衡
と
、
決
定
手
続
に
お
け
る
被
保
険
者
の
参
加
の
不
十
分
さ
で
あ

る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
険
集
団
内
の
民
主
的
な
決
定
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
法
理
論
的
な
規
範
形
成
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が

主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る(55)

。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
社
会
連
帯
」
を
め
ぐ
る
菊
池
と
倉
田
の
見
解
は
、
共
通
す
る
部
分
を
有
し
つ
つ
も
、「
社
会
連
帯
」
の
根
拠
と
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限
界
を
「
自
律
的
個
人
」
像
に
求
め
る
か(56)

、
あ
る
い
は
「
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
個
人
は
『
社
会
』
と
結
び
つ
か
ざ
る

を
得
な
い
（
こ
れ
が
法
的
な
意
味
で
の
『
強
制
』
に
あ
た
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
）」
と
い
う
「『
社
会
』
関
係
」
に
お
け

る
「
個
人
」
像
に
求
め
る
か
と
い
う
点
に
お
い
て(57)

、
な
お
明
確
に
区
別
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
菊
池
は
、
倉
田

が
重
視
す
る
「
社
会
連
帯
」
が
「
個
人
の
自
由
な
い
し
自
律
を
抑
圧
す
る
危
険
性
」
を
内
包
す
る
点
を
警
戒
し(58)

、
逆
に
倉
田
は
、
菊

池
の
「
個
人
」
像
が
、
個
人
と
社
会
と
の
本
来
不
可
避
な
か
か
わ
り
合
い
に
つ
い
て
さ
え
も
、「『
個
人
』
の
主
体
的
な
選
択
権
を
保

障
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
し
て
、「
こ
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
選
択
を
認
め
る
こ
と
は
、
社
会
保
障
の
本
来
的
な
性
格
に
合
致
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
呈
す
る
の
で
あ
る(59)

。
な
お
、
両
氏
の
間
に
お
け
る
上
記
区
別
は
、
た
と
え
菊
池
が
自
身
の
構
想
す
る
「
自
律

的
個
人
」
像
が
「
共
同
体
に
お
け
る
個
人
間
の
関
係
性
を
前
提
と
し
た
存
在
で
あ
り
、
ま
た
自
己
利
益
だ
け
を
追
求
す
る
存
在
と
も

考
え
ら
れ
な
い(60)

」
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、な
お
維
持
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
菊
池
、倉
田
の
両
氏
が
「
社

会
連
帯
」
の
限
界
と
の
関
係
に
お
い
て
強
制
の
契
機
に
対
す
る
異
な
る
結
論
に
至
っ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
業
績
を
踏
ま
え
た
上
で
、
社
会
保
障
行
政
へ
の
被
保
障
者
の
参
加
を
規
範
づ
け
る
理
論
を
形
成
す
る
と
い
う
筆
者
の
問
題

関
心
か
ら
す
れ
ば
、
以
下
の
諸
点
が
な
お
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
統
治
原
理
と
し
て

の
民
主
政
原
理
と
参
加
、
す
な
わ
ち
「
国
家
」
と
「
社
会
」（
こ
こ
で
は
「
個
人
」
を
含
め
た
も
の
と
し
て
の
）
の
間
に
存
す
る
緊

張
関
係
を
い
か
に
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
論
者
も
、
社
会
保
障
行
政
へ
の
国
民
・
住
民
の
参
加
が
、
民
主
政

原
理
と
の
関
係
で
積
極
的
意
味
を
有
す
る
こ
と
を
否
定
せ
ず
、
む
し
ろ
前
者
を
後
者
の
補
完
と
し
て
、
あ
る
い
は
前
者
を
後
者
の
具

体
化
と
し
て
論
ず
る
が
、
そ
も
そ
も
間
接
民
主
制
に
お
い
て
、
参
加
は
必
ず
し
も
議
会
の
代
表
機
能
を
補
完
・
強
化
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
は
緊
張
関
係
に
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
す
ら
あ
る(61)

。
し
か
し
、
先
に
み
た
各
論
者

の
主
張
に
お
い
て
、
か
か
る
緊
張
関
係
が
意
識
さ
れ
な
い
ま
ま
に
（
少
な
く
と
も
明
示
さ
れ
な
い
ま
ま
に
）、
例
え
ば
社
会
保
険
の
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保
険
者
に
お
け
る
「
民
主
的
」
意
思
決
定
な
い
し
参
加
が
論
じ
ら
れ
て
い
る(62)

。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
、
行
政
参
加
一
般
に
妥
当
す
る

こ
の
緊
張
関
係
が
、
社
会
保
障
行
政
の
領
域
に
お
い
て
は
い
か
に
解
消
さ
れ
る
の
か
が
、
ま
ず
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

上
で
初
め
て
、
倉
田
が
提
示
し
た
「
保
険
集
団
内
の
民
主
的
な
決
定
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
法
理
論
的
な
規
範
形
成
」
と
い
う
課
題

を
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る(63)

。
民
主
政
と
参
加
と
の
間
の
緊
張
関
係
を
い
か
に
理
解
す
る
か
に
よ
っ
て
、
参
加
の
あ
り
方
、
ひ

い
て
は
保
険
者
内
部
の
意
思
決
定
の
あ
り
方
へ
の
法
的
要
請
は
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
参
加

と
民
主
政
の
関
係
を
整
理
し
た
上
で
、
保
険
者
の
意
思
決
定
の
た
め
の
組
織
お
よ
び
手
続
に
対
す
る
法
規
範
的
要
請
を
、
被
保
険
者

の
参
加
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
行
政
法
学
の
立
場
か
ら
解
明
し
て
い
く
こ
と
を
第
一
の
課
題
と
す
る
。

　

第
二
に
、「
社
会
連
帯
」
と
の
関
係
に
お
い
て
「
個
人
」
と
「
社
会
」
の
緊
張
関
係
を
い
か
に
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
、前
述
の
通
り
、
社
会
保
障
法
学
に
お
い
て
従
来
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、「
社
会
連
帯
」

を
め
ぐ
る
菊
池
と
倉
田
を
中
心
と
す
る
論
争
の
中
で
大
き
な
論
点
と
な
っ
た(64)

。
そ
の
論
争
の
中
で
、
倉
田
は
、「
社
会
連
帯
」
の
問

題
の
本
質
が
、
再
分
配
の
た
め
の
強
制
の
契
機
そ
れ
自
体
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
強
制
を
伴
う
決
定
の
手
続
と
実
体
の
両
面
に
お

け
る
正
当
性
・
合
理
性
如
何
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
指
摘
を
さ
ら
に
敷
衍
す
れ
ば
、「
社
会
連
帯
」
に
向
け
ら
れ
る
批
判

は
、
強
制
的
負
担
の
決
定
過
程
が
「
国
家
」
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
も
格
段
に
不
透
明
で
あ
り
、
決
定
手
続
の
公
正
さ
と
決
定
の
結
果

と
し
て
の
負
担
内
容
の
正
当
性
が
疑
わ
れ
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
菊
池
も
、
再
分
配
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は

中
立
的
立
場
を
と
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば(65)

、「
社
会
」
集
団
の
意
思
決
定
へ
の
「
個
人
」
の
公
正
な
「
参
加
」
と
い
う
手
続
に
よ
り
、

集
団
内
部
に
お
け
る
個
人
の
「
主
体
性
」
あ
る
い
は
「
自
律
」
を
い
わ
ば
「
回
復
す
る
」
理
論
的
可
能
性
は
、「
社
会
連
帯
」
の
も

つ
強
制
の
契
機
に
対
す
る
菊
池
の
批
判
に
対
し
て
有
効
な
反
論
と
な
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
の
み
で

は
十
分
で
は
な
い
。
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筆
者
は
、
社
会
保
障
に
お
け
る
有
効
な
再
分
配
の
た
め
に
強
制
の
契
機
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
否
定
せ
ず
、
そ
の
根
拠
を
「
社
会

連
帯
」
の
理
念
に
求
め
る
こ
と
も
ま
た
否
定
し
な
い
立
場
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
倉
田
と
基
本
的
方
向
性
を
同
じ
く
す
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、「
社
会
連
帯
」
に
内
包
さ
れ
る
危
険
性
に
対
す
る
菊
池
の
前
述
の
批
判
の
意
図
に
つ
い
て
は
十
分
首
肯
可
能
で

あ
り(66)

、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
点
に
対
す
る
よ
り
踏
み
込
ん
だ
応
答
が
不
可
避
な
も
の
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
こ
で
は
「
個
人
主
義
と
両
立
し
さ
ら
に
個
人
主
義
の
前
提
・
下
支
え
と
な
る
社
会
連
帯
が
い
か
な
る
条
件
の
下
で
成
立
し
う

る
か(67)

」
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
「
個
人
」
の
自
由
な
い
し
利
益
が
「
社
会
」
の
利
益
に
い
わ
ば
「
埋
没
」
し
て
し
ま
わ

な
い
た
め
に
は
、「
社
会
」
集
団
の
意
思
決
定
過
程
に
お
い
て
、
い
か
な
る
法
制
度
上
の
予
防
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
か

と
い
う
点
が
、
民
主
政
原
理
お
よ
び
法
治
国
家
原
理
か
ら
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(68)

。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
本
稿
の
第
二
の
課

題
と
す
る(69)

。

第
三
節　

比
較
法
研
究
の
対
象
国

　

上
記
二
つ
の
検
討
課
題
を
検
討
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
比
較
法
研
究
の
対
象
国
と
し
て
ド
イ
ツ
を
選
択
し
、
社
会
保
険
で
あ
る

法
定
疾
病
保
険
（gesetzliche K

rankenversicherung

）（
以
下
、「
疾
病
保
険
」
と
い
う
）
に
お
け
る
保
険
者
の
自
治
（
以
下
、「
保

険
者
自
治
」
と
い
う
）
の
意
思
決
定
シ
ス
テ
ム
を
素
材
と
し
て
、
保
険
者
の
意
思
決
定
へ
の
被
保
険
者
の
参
加
を
め
ぐ
る
問
題
状
況

を
明
ら
か
に
す
る
。
ド
イ
ツ
の
社
会
保
障
は
、
社
会
扶
助
（soziale F ürsorge

）、
社
会
保
険
（soziale Versicherung

）、
社
会
援

護（soziale Versorgung

）に
大
別
さ
れ
、そ
の
中
心
は
社
会
保
険
で
あ
る
。
わ
が
国
の
公
的
医
療
保
険
に
あ
た
る
疾
病
保
険
を
含
め
、

社
会
保
険
（
疾
病
保
険
、
介
護
保
険
、
年
金
保
険
、
労
災
保
険
、
失
業
保
険
）
の
担
当
機
関
は
、
共
通
し
て
国
家
と
は
独
立
の
法
人
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格
を
有
す
る
「
自
治
を
備
え
た
、
公
法
上
の
権
利
能
力
あ
る
社
団
」
で
あ
り
（
社
会
法
典
四
編
二
九
条
一
項
）、
そ
の
運
営
は
、
選

出
さ
れ
た
原
則
同
数
の
雇
用
者
お
よ
び
被
保
険
者
の
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
自
治
機
関
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る（
同
二
九
条
二
項
、

三
一
条
）。
自
治
機
関
は
、
法
律
の
範
囲
内
で
自
主
法
で
あ
る
規
約
（Satzung

）
を
制
定
し
、
法
律
、
規
約
お
よ
び
そ
の
他
の
法
に

従
っ
て
保
険
の
運
営
を
行
い
（
同
二
九
条
三
項
、三
〇
条
）、そ
の
業
務
遂
行
は
適
法
性
審
査
に
限
定
さ
れ
る
国
家
監
督
に
服
す
る
（
同

八
七
条
一
項
）。
今
で
は
す
べ
て
の
社
会
保
険
に
共
通
す
る
運
営
原
則
と
な
っ
て
い
る
自
治
は(70)

、
元
来
、
ビ
ス
マ
ル
ク
社
会
保
険
立

法
の
う
ち
疾
病
保
険
に
固
有
の
運
営
方
式
で
あ
り
、
疾
病
保
険
の
保
険
者
で
あ
る
疾
病
金
庫
（K

rankenkasse

）（
社
会
法
典
五
編

四
条
）
の
自
治
は
最
も
長
い
伝
統
を
有
す
る(71)

。

　

本
稿
に
お
い
て
、
か
か
る
内
容
を
も
つ
疾
病
保
険
に
お
け
る
保
険
者
自
治
を
素
材
に
参
加
を
検
討
す
る
の
は
、
以
下
の
理
由
に
よ

る
。
第
一
に
、
保
険
者
自
治
は
、
保
険
者
と
い
う
、
国
家
行
政
機
関
と
は
区
別
さ
れ
た
、
保
険
当
事
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
団
体
内
部

に
お
け
る
被
保
険
者
と
い
う
「
個
人
」
の
参
加
を
前
提
と
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
具
体
的
法
制
度
の
検
討
は
、
本
稿
に
お
け
る
検
討

課
題
の
一
つ
、
す
な
わ
ち
「
社
会
連
帯
」
と
の
関
係
に
お
い
て
、「
個
人
」
の
自
由
な
い
し
利
益
と
「
社
会
」
の
利
益
と
の
間
の
緊

張
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
上
で
の
具
体
的
な
手
が
か
り
を
供
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。第
二
に
、

ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
い
て
、
疾
病
保
険
を
含
め
た
社
会
保
険
の
自
治
に
関
す
る
理
論
的
な
検
討
が
進
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
疾
病

保
険
に
お
け
る
保
険
者
の
自
治
を
含
め
、
一
九
世
紀
初
頭
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
法
に
歴
史
的
源
泉
を
有
す
る
自
治
は
、
執
行
権
に
属
す
る

も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
行
政
法
学
あ
る
い
は
国
法
学
の
検
討
対
象
と
な
る
。
し
か
し
、
地
方
自
治
や
大
学

の
自
治
に
比
べ
て
、
疾
病
保
険
に
お
け
る
自
治
は
そ
れ
ら
の
学
問
的
検
討
対
象
と
な
る
こ
と
が
少
な
く
、
む
し
ろ
社
会
法
学
ま
た
は

社
会
学
の
検
討
対
象
で
あ
っ
た
。
か
か
る
状
況
に
対
し
て
、
と
り
わ
け
こ
こ
二
〇
年
の
間
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
。
一
九
八
〇
年

代
以
降
、
行
政
組
織
の
あ
り
方
に
対
し
て
憲
法
が
有
す
る
規
範
的
要
請
、
と
り
わ
け
民
主
政
原
理
か
ら
の
要
請
に
つ
い
て
の
研
究
が
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活
発
と
な
り
、
議
論
お
よ
び
判
例
が
蓄
積
さ
れ
た
（
行
政
組
織
の
「
民
主
的
正
統
化
（dem

okratische Legitim
ation

）」
を
め
ぐ

る
議
論(72)

）。
そ
の
中
に
お
い
て
、
疾
病
保
険
を
含
む
社
会
保
険
に
お
け
る
自
治
は
、
そ
れ
が
国
家
権
力
の
正
統
化
主
体
た
る
国
民
総

体
以
外
の
特
定
の
当
事
者
集
団
に
よ
る
国
家
権
力
行
使
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
民
主
的
正
統
化
が
問
い
直
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
雇
用
者
お
よ
び
被
保
険
者
の
参
加
に
基
づ
く
保
険
者
の
自
治
組
織
の
構
成
お
よ
び
意
思
決

定
手
続
の
あ
り
方
に
対
す
る
法
的
要
請
が
、
民
主
政
原
理
と
の
関
係
に
お
い
て
検
討
さ
れ
て
お
り
、
か
か
る
議
論
か
ら
は
、
本
稿
に

お
け
る
い
ま
一
つ
の
検
討
課
題
、
す
な
わ
ち
民
主
政
と
参
加
の
緊
張
関
係
の
整
理
、
さ
ら
に
そ
れ
に
基
づ
く
保
険
者
の
意
思
決
定
の

た
め
の
組
織
お
よ
び
手
続
に
対
す
る
法
規
範
的
要
請
の
解
明
に
お
い
て
、
理
論
的
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
上
が
、
本
稿

に
お
い
て
は
ド
イ
ツ
疾
病
保
険
に
お
け
る
保
険
者
自
治
を
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
る
理
由
で
あ
る
。

　

先
行
業
績
と
の
関
係
に
お
い
て
本
稿
が
有
す
る
意
義
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
ド
イ
ツ
疾
病
保
険
に
お
け
る
自
治
に

関
す
る
法
律
学
者
に
よ
る
研
究
と
し
て
は
、
社
会
保
障
法
学
に
お
け
る
倉
田
聡
と
笠
木
映
里
の
業
績
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
倉
田

は
疾
病
保
険
に
お
け
る
保
険
者
自
治
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
国
家
か
ら
の
法
的
独
立
性
の
観
点
か
ら
制
度
史
を
あ
と
づ
け
、
疾
病
リ

ス
ク
へ
の
備
え
と
い
う
事
柄
に
対
す
る
国
家
関
与
の
あ
り
方
の
変
化
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
国
家
観
の
変

遷
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
さ
ら
に
保
険
者
自
治
が
い
か
な
る
人
的
集
団
に
よ
り
担
わ
れ
て
き
た
か
と
い
う
点
に
も
着
目
し
、

そ
の
時
代
ご
と
の
変
化
を
追
う(73)

。
し
た
が
っ
て
、
倉
田
は
保
険
者
自
治
に
お
け
る
被
保
険
者
の
参
加
と
い
う
側
面
も
検
討
す
る
の
で

あ
る
が
、
本
稿
が
検
討
課
題
と
し
て
挙
げ
る
よ
う
な
、
保
険
者
自
治
が
被
保
険
者
の
参
加
と
の
関
係
で
内
包
す
る
法
的
諸
問
題
を
理

論
的
に
検
討
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
本
稿
と
は
検
討
視
角
を
異
に
す
る
。
次
に
、
笠
木
は
公
的
医
療
保
険
の
給

付
範
囲
に
つ
い
て
、
日
本
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
を
対
象
と
す
る
比
較
法
研
究
の
中
で
、
ド
イ
ツ
疾
病
保
険
に
お
け
る
自
治
の

う
ち
、
保
険
者
自
治
を
基
礎
と
し
て
成
立
す
る
「
共
同
自
治
」
を
と
り
上
げ
る(74)

。
そ
し
て
、
共
同
自
治
に
よ
り
制
定
さ
れ
る
諸
規
範
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の
法
的
性
格
と
制
定
手
続
を
分
析
し
た
上
で
、
共
同
自
治
の
性
格
と
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
検

討
対
象
が
、
共
同
自
治
の
基
礎
を
構
成
し
つ
つ
も
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
保
険
者
自
治
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
検
討
対
象

を
異
に
す
る(75)

。

　

第
二
に
、
行
政
組
織
の
民
主
的
正
統
化
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
憲
法
学
に
お
い
て
同
理
論
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
公
法
学
の
議

論
状
況
を
検
討
す
る
毛
利
透
の
業
績
が
あ
る(76)

。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
同
理
論
の
内
容
そ
れ
自
体
が
検
討
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
具
体

的
に
疾
病
保
険
に
お
け
る
保
険
者
自
治
と
の
関
係
に
お
い
て
同
理
論
を
検
討
す
る
本
稿
と
は
、
い
わ
ば
総
論
と
各
論
の
関
係
を
な
す

と
い
え
る
。
次
に
、
行
政
法
学
に
お
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を
検
討
す
る
太
田
匡
彦
の
業
績
が
あ
る(77)

。
そ
の
検
討
対
象
は
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
お
け
る
同
理
論
の
展
開
過
程
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
判
例
に
、
本
稿
で
検
討
す
る

保
険
者
自
治
を
含
め
た
疾
病
保
険
に
お
け
る
自
治
の
上
位
概
念
で
あ
る
「
機
能
的
自
治
（funktionale Selbstverw

altung

(78)

）」
に
関

す
る
判
例
は
入
っ
て
い
な
い
。
本
稿
は
、
太
田
が
扱
わ
な
か
っ
た
機
能
的
自
治
に
関
す
る
判
例
も
検
討
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点

に
お
い
て
補
完
関
係
を
な
す
。
さ
ら
に
、
機
能
的
自
治
に
属
す
る
個
別
の
自
治
を
民
主
的
正
統
化
の
理
論
と
の
関
係
で
検
討
す
る
数

少
な
い
研
究
と
し
て
、
薄
井
一
成
の
業
績
が
挙
げ
ら
れ
る(79)

。
こ
れ
は
、
本
稿
と
は
検
討
対
象
と
す
る
自
治
の
種
類
を
異
に
す
る
が
、

機
能
的
自
治
の
多
様
な
発
現
形
態
の
一
部
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
共
通
性
を
有
す
る
。

　

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
章
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
疾
病
保
険
に
お
け
る
保
険
者
自
治
の
検
討
に
入
る
前

に
、
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
自
治
概
念
の
定
義
を
明
ら
か
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
疾
病
保
険
に
お
け
る
保
険
者
自
治
に
お
け
る
自

治
概
念
は
、
公
法
学
に
お
け
る
自
治
概
念
の
借
用
概
念
で
あ
り(80)

、
前
者
を
取
り
扱
う
前
提
と
し
て
、
後
者
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
第
二
章
に
お
い
て
、
疾
病
保
険
に
お
け
る
自
治
の
法
制
を
概
観
し
た
上
で
、
保
険
者
自
治

が
い
か
な
る
理
由
か
ら
そ
の
存
在
を
正
統
化
さ
れ
う
る
の
か
、
す
な
わ
ち
実
定
法
上
の
根
拠
に
と
ど
ま
ら
な
い
正
統
化
根
拠
を
明
ら
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か
に
す
る
。
そ
し
て
、
第
三
章
に
お
い
て
、
前
章
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
っ
た
保
険
者
自
治
の
有
す
る
「
公
共
善
の
具
体
化
」
と
い

う
正
統
化
根
拠
と
の
関
連
に
お
い
て
、
保
険
者
自
治
が
民
主
政
に
基
づ
く
憲
法
秩
序
に
い
か
に
秩
序
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
点
を
、

民
主
的
正
統
化
理
論
を
中
心
に
検
討
す
る
。
最
後
に
、
終
章
に
お
い
て
、
以
上
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
、
ド
イ
ツ
疾
病
保
険

に
お
け
る
保
険
者
自
治
を
素
材
と
す
る
被
保
険
者
の
参
加
を
め
ぐ
る
法
的
諸
問
題
か
ら
、
本
章
に
お
い
て
挙
げ
た
二
つ
の
検
討
課
題

に
対
し
て
い
か
な
る
答
え
を
導
く
こ
と
が
可
能
か
、
そ
し
て
い
か
な
る
課
題
が
残
さ
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

な
お
、
本
稿
は
、
筆
者
が
目
標
と
す
る
社
会
保
障
行
政
へ
の
被
保
障
者
参
加
の
法
規
範
論
形
成
の
た
め
の
基
礎
研
究
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
。

注
⑴　

社
会
保
障
が
自
由
権
行
使
の
前
提
条
件
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ウ
ル
ズ
ラ
・
ケ
ー
ブ
ル
（
西
谷
敏
訳
）「
社
会
保
障
と
市
民
の
自
己
決
定
」
松
本
博

之
、
西
谷
敏
編
『
現
代
社
会
と
自
己
決
定
権―

日
独
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム―

』（
信
山
社
、
一
九
九
七
年
）
二
九
七―

二
八
〇
頁
参
照
。

⑵　

産
業
社
会
に
お
け
る
自
助
の
限
界
と
社
会
保
障
と
の
関
係
に
つ
い
て
、vgl. H

ans-D
ieter-B

raun/H
orst J äger, Sozialversicherungsrecht und 

sonstige B
ereiche des Sozialrechts, 12. A

ufl., B
erlin 2005, S. 15ff.

⑶　

国
民
皆
保
険
の
達
成
に
至
る
立
法
過
程
に
つ
い
て
は
、
新
田
秀
樹
『
国
民
健
康
保
険
の
保
険
者
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

⑷　

議
会
法
律
に
よ
る
規
律
範
囲
の
限
界
か
ら
不
可
避
的
に
生
じ
る
行
政
裁
量
の
増
大
と
い
う
生
理
現
象
と
、
行
政
権
に
よ
る
国
会
支
配
と
い
う
病
理
現
象

の
客
観
的
認
識
を
踏
ま
え
た
行
政
裁
量
の
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
原
理
の
提
示
を
法
治
主
義
論
の
課
題
で
あ
る
と
位
置
づ
け
、
こ
の
課
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

と
し
て
国
民
の
行
政
に
対
す
る
参
加
お
よ
び
直
接
・
間
接
の
監
視
的
機
能
に
よ
る
法
治
主
義
の
補
強
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、室
井
力
編
『
新

現
代
行
政
法
入
門
（
一
）〔
補
訂
版
〕―

基
本
原
理
・
行
政
作
用
・
行
政
救
済―

』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
五
年
）
二
四―

二
五
頁
〔
紙
野
健
二
〕。
地
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方
自
治
領
域
に
お
い
て
、
議
会
制
民
主
主
義
お
よ
び
行
政
の
公
益
代
表
能
力
の
限
界
を
指
摘
し
、
住
民
参
加
の
必
要
性
を
論
ず
る
も
の
と
し
て
、
田
村
悦

一
「
地
方
自
治
と
住
民
参
加―

住
民
参
加
の
法
律
問
題
」
公
法
研
究
四
三
号
（
一
九
八
一
年
）
一
八
五
頁
以
下
。

⑸　

法
律
の
通
用
力
に
対
す
る
民
主
的
・
社
会
国
家
的
要
請
に
つ
き
、Friedhelm

 H
ufen, Soziale Selbstverw

altung im
 dem

okratischen R
echtsstaat, 

SD
SRV

 B
d. 34 (1991), S. 50f.; Peter B

adura, D
er Sozialstaat, D

Ö
V

 1984, S. 497.

⑹　
「
行
政
準
則
」
の
概
念
な
ら
び
に
そ
の
民
主
的
正
統
性
お
よ
び
合
理
性
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
市
橋
克
哉
ほ
か
『
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
行
政
法
』（
法
律
文
化

社
、
二
〇
一
〇
年
）
六
三―

六
六
頁
〔
本
多
滝
夫
〕。

⑺　

社
会
保
障
の
権
利
を
含
め
た
社
会
権
の
も
つ
自
由
権
と
異
な
る
特
有
性
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
権
利
主
体
と
権
利
実
現
の
方
法
に
社
会
保
障
法
に
お
け
る

参
加
の
特
殊
的
根
拠
の
一
つ
を
求
め
る
も
の
と
し
て
、
遠
藤
昇
三
「
社
会
保
障
に
お
け
る
参
加
（
権
）
の
根
拠
に
つ
い
て
」
前
田
達
男
ほ
か
編
『
労
働
法

学
の
理
論
と
課
題―

片
岡
昇
先
生
還
暦
記
念
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
）
五
一
七
頁
以
下
。

⑻　

社
会
法
の
規
範
化
と
同
時
に
現
れ
る
「
個
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
お
よ
び
自
己
責
任
の
弱
化
」
を
「
社
会
国
家
的
公
益
作
用
の
不
都
合
」
と
し
て
指

摘
す
る
も
の
と
し
て
、vgl., R

einhard H
endler, D

ie Funktion der sozialen Selbstverw
altung im

 gegenw
ärtigen Sozialrecht, SD

SRV
 B

d. 34 

(1991), S. 75.

⑼　

制
度
の
性
質
に
応
じ
た
当
事
者
参
加
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
嵩
さ
や
か
「
公
的
年
金
制
度
と
当
事
者
参
加
」
駒
村
康
平
編
著
『
年
金
を
選
択
す
る―

参

加
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
か
ら
考
え
る
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）
一
六
三―

一
六
四
頁
、
一
七
八―

一
七
九
頁
参
照
。

⑽　

給
付
手
段
の
恒
常
的
な
改
良
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
給
付
提
供
者
の
行
政
過
程
へ
の
参
加
の
要
請
も
導
か
れ
る
。
筆
者
は
、
よ
り
有
効
な
医
療
保
険
制

度
の
運
営
の
た
め
に
は
、
被
保
険
者
の
み
な
ら
ず
、
現
物
給
付
提
供
者
の
参
加
が
重
要
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
被

保
険
者
の
参
加
と
は
分
け
て
論
ず
べ
き
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
た
め
、
こ
の
点
の
検
討
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
す
る
。

⑾　
「
行
政
体
」
の
概
念
、
国
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
行
政
体
の
多
様
性
な
ら
び
に
行
政
体
性
の
個
別
具
体
的
判
断
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
室
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井
・
前
掲
書
二
六―

二
七
頁
参
照
。
公
共
組
合
の
行
政
体
性
の
判
断
の
基
準
に
つ
い
て
、
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅲ
﹇
第
三
版
﹈―

組
織
法―

』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
六
年
）
一
〇
五
頁
参
照
。
塩
野
は
公
共
組
合
の
行
政
体
性
（
塩
野
の
用
語
で
は
「
行
政
主
体
性
」）
の
判
断
基
準
と
し
て
、
強
制
加
入
お
よ
び
事

業
執
行
に
お
け
る
公
権
力
性
の
付
与
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
塩
野
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
基
準
は
公
共
組
合
に
限
ら
ず
、
国
民
健
康
保
険
の
保
険

者
と
し
て
の
市
町
村
お
よ
び
特
別
区
な
ら
び
に
特
殊
法
人
の
行
政
体
性
の
判
断
に
も
適
用
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
公
的
医
療
保
険
の
保

険
者
の
行
政
体
性
に
つ
い
て
、
こ
の
基
準
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
第
一
に
強
制
加
入
制
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
保
険
者
に
妥
当
す
る
（
国
民
健
康
保

険
法
五
条
お
よ
び
一
三
条
、
健
康
保
険
法
三
条
三
項
、
船
員
保
険
法
一
一
条
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
三
七
条
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
三
九

条
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
一
四
条
）。
第
二
に
事
業
執
行
に
お
け
る
公
権
力
性
の
付
与
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
強
制
徴
収
お
よ
び
不
服
申
立
て

の
規
定
の
有
無
か
ら
判
断
す
る
と
、
ま
ず
、
強
制
徴
収
に
つ
い
て
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
上
規
定
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
お
よ
び
地
方
公
務
員
等
共
済

組
合
法
上
も
一
つ
の
例
外
（
同
法
一
四
四
条
の
一
四
）
を
除
き
規
定
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
除
き
、
す
べ
て
の
保
険
者
に
規
定
が
存
す
る
（
国
民
健
康
保

険
法
八
〇
条
、
健
康
保
険
法
一
八
〇
条
、
船
員
保
険
法
一
三
二
条
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
三
一
条
お
よ
び
三
三
条
）。
次
に
、
不
服
申
立
て
の
規
定

に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
保
険
者
に
規
定
が
存
在
す
る
（
国
民
健
康
保
険
法
九
一
条
、
健
康
保
険
法
一
八
九
条
、
船
員
保
険
法
一
三
八
条
、
国
家
公
務
員

共
済
組
合
法
一
〇
三
条
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
一
一
七
条
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
三
六
条
）。
強
制
徴
収
の
規
定
が
国
家
公
務
員
法
お
よ
び

地
方
公
務
員
法
上
基
本
的
に
は
存
在
し
な
い
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
地
方
公
務
員
法
上
唯
一
認
め
ら
れ
て
い
る
強
制
徴
収
の
規
定
が
、「
地
方
団

体
関
係
団
体
」
の
「
団
体
職
員
」
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
立
法
者
は
、
統
治
団
体
が
掛
金
ま
た
は
負
担
金
の
保
険
者
へ
の
支
払
い
者
で
あ
る
場
合
に

は
、
強
制
徴
収
手
続
を
想
定
し
て
い
な
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
例
外
は
、
掛
金
等
の
支
払
い
者
が
統
治
団
体
で
も
あ
る
と
い
う
特
殊
事
情
に
起
因

す
る
も
の
で
あ
り
、
保
険
者
の
行
政
体
性
の
判
断
そ
れ
自
体
に
本
質
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
険
者
の
行

政
体
性
を
上
記
基
準
か
ら
判
断
す
る
場
合
、
す
べ
て
の
保
険
者
に
行
政
体
性
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑿　

狭
義
に
お
け
る
政
策
の
企
画
・
立
案
過
程
へ
の
参
加
に
は
、
行
政
計
画
策
定
過
程
へ
の
参
加
も
分
類
さ
れ
る
が
、
医
療
保
険
領
域
の
行
政
計
画
に
お
い
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て
参
加
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
も
っ
ぱ
ら
医
療
関
係
者
に
限
ら
れ
て
い
る
。
今
後
、
地
域
住
民
な
ど
の
意
見
反
映
措
置
を
構
ず
る

こ
と
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
も
の
と
し
て
、
菊
池
馨
実
『
社
会
保
障
法
制
の
将
来
構
想
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
）
一
四
〇
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、

社
会
福
祉
領
域
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
〇
年
の
社
会
福
祉
事
業
法
改
正
に
よ
り
、
市
町
村
地
域
福
祉
計
画
お
よ
び
都
道
府
県
地
域
福
祉
支
援
計
画
の
策
定

過
程
へ
の
住
民
参
加
が
法
定
さ
れ
た
。
地
域
福
祉
計
画
の
概
説
と
し
て
、
武
川
正
吾『
地
域
福
祉
計
画―

ガ
バ
ナ
ン
ス
時
代
の
社
会
福
祉
計
画
』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
五
年
）、
地
域
福
祉
計
画
に
お
け
る
住
民
参
加
の
意
義
と
課
題
に
つ
い
て
、
本
多
滝
夫
「
地
域
福
祉
計
画
と
住
民
参
加
」
室
井
力
編
『
住
民
参
加

の
シ
ス
テ
ム
改
革―
自
治
と
民
主
主
義
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
三
年
）
一
三
三
頁
以
下
参
照
。

⒀　

保
険
者
の
意
思
決
定
機
関
の
構
成
員
の
選
出
過
程
に
被
保
険
者
個
人
が
直
接
参
加
し
う
る
の
は
、
国
民
健
康
保
険
組
合
（
国
民
健
康
保
険
法
二
六
条
）、

健
康
保
険
組
合（
健
康
保
険
組
合
法
一
八
条
）、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
上
の
一
部
の
共
済
組
合（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
九
条
）に
限
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
国
民
健
康
保
険
の
保
険
者
と
し
て
の
市
町
村
・
特
別
区
（
国
民
健
康
保
険
法
一
一
条
）、
健
康
保
険
法
上
の
保
険
者
と
し
て
の
全
国
健

康
保
険
協
会
（
健
康
保
険
法
七
条
の
一
八
）、
船
員
保
険
の
保
険
者
と
し
て
の
全
国
健
康
保
険
協
会
（
船
員
保
険
法
六
条
）、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
（
国

家
公
務
員
共
済
組
合
法
九
条
）、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
上
の
一
部
共
済
組
合
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
六
条
）、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済

事
業
団
（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
一
八
条
）
に
お
い
て
は
、
意
思
決
定
機
関
の
参
与
機
関
ま
た
は
諮
問
機
関
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
委
員
に

被
保
険
者
の
利
益
代
表
委
員
が
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
保
険
者
の
利
益
の
反
映
を
図
る
ル
ー
ト
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
委
員
は
主
務
大
臣
の
任

命
に
よ
る
な
ど
、
そ
の
選
任
過
程
へ
の
被
保
険
者
の
関
与
が
法
的
に
保
障
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
に
お
い
て
被
保
険
者
の
行
政
参
加
手
段
と
し
て
は
限

界
が
あ
る
。

⒁　

中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
組
織
構
成
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
医
療
協
議
会
法
を
参
照
。
同
協
議
会
へ
の
諮
問
事
項
に
つ
い
て
は
、
同
法
二
条
一

項
が
定
め
る
。

⒂　

市
橋
ほ
か
・
前
掲
注
⑹
三
四
頁
〔
市
橋
〕
は
、
行
政
手
続
法
が
経
済
活
動
を
行
う
事
業
者
の
た
め
の
手
続
法
と
い
う
特
徴
を
顕
著
に
有
し
て
い
る
と
指
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摘
す
る
。
意
見
公
募
手
続
の
対
象
も「
命
令
等
」（
行
政
手
続
法
二
条
八
号
イ
な
い
し
ニ
）に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
規
制
的
局
面
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
。

⒃　

常
岡
孝
好
『
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
と
参
加
権
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）
二
二
六
頁
、
⻆
松
生
史
「
決
定
・
参
加
・
協
働―

市
民
／
住
民
参
加

の
位
置
付
け
を
め
ぐ
っ
て
」
新
世
代
法
政
策
学
研
究
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
五
頁
、
二
〇
頁
。

⒄　

豊
島
明
子「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
の
意
義
と
課
題
」室
井
力
編『
住
民
参
加
の
シ
ス
テ
ム
改
革
』（
日
本
評
論
社
、二
〇
〇
三
年
）一
八
九―

一
九
〇
頁
。

⒅　

第
一
の
ル
ー
ト
で
被
保
険
者
個
人
に
保
険
の
管
理
・
運
営
へ
の
参
加
が
法
律
上
保
障
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
法
律
の
規
定
が
労
使
双
方
に
公

平
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
、
さ
ら
に
、
実
務
上
選
挙
手
続
が
適
法
か
つ
公
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
を
め
ぐ
っ
て
は
、
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
前
者
に
つ
い
て
、
小
川
政
亮
『
権
利
と
し
て
の
社
会
保
障
』（
勁
草
書
房
、
一
九
六
四
年
）
一
五
六
頁
は
、
当
時
の
健
康
保
険
法
施
行
令
（
現
健
康

保
険
法
二
一
条
三
項
）
が
、
健
康
保
険
組
合
に
お
け
る
理
事
長
を
事
業
主
選
定
議
員
た
る
理
事
の
互
選
、
す
な
わ
ち
事
業
主
側
か
ら
の
選
出
に
よ
る
と
規

定
す
る
こ
と
の
問
題
性
を
指
摘
す
る
。
後
者
に
つ
い
て
、例
え
ば
、J 

M 

I 

U
日
本
I 

B 

M
支
部
（
日
本
ア
イ
ビ
ー
エ
ム
お
よ
び
関
連
会
社
の
労
働
組
合
）

の
サ
イ
ト
（http://w

w
w

.jm
iu-ibm

.org/2008/08/63.htm
l

）
に
よ
れ
ば
、
議
決
機
関
で
あ
る
組
合
会
選
挙
に
お
い
て
、
選
挙
公
示
か
ら
立
候
補
の
締
切

り
ま
で
の
期
間
が
十
分
に
確
保
さ
れ
な
い
こ
と
、
立
候
補
の
た
め
に
必
要
な
推
薦
人
数
が
高
く
設
定
さ
れ
、
立
候
補
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
選
挙

人
名
簿
が
公
開
さ
れ
な
い
た
め
に
立
候
補
者
の
趣
意
書
の
配
布
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
な
ど
の
問
題
が
あ
る
。
な
お
、
上
記
U 

R 

L
は
二
〇
一
一
年
九

月
三
〇
日
現
在
の
も
の
で
あ
る
（
以
下
、
す
べ
て
の
U 

R 

L
に
つ
い
て
同
様
）。

⒆　

日
本
医
療
政
策
機
構
が
実
施
し
た
「
日
本
の
医
療
に
関
す
る
二
〇
一
〇
年
世
論
調
査
」（http://w

w
w

.hgpi.org/report_events.htm
l?article=47

）
に

お
い
て
、「
制
度
決
定
へ
の
市
民
参
加
の
度
合
い
（
制
度
に
国
民
の
声
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
）」
の
項
目
に
つ
い
て
の
満
足
度
は
、「
大
い
に
不
満
」
が

二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、「
や
や
不
満
」
が
六
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
の
ぼ
り
、
八
割
超
の
回
答
者
が
何
ら
か
の
不
満
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

⒇　

建
議
書
「
今
後
の
医
療
保
険
制
度
の
あ
り
方
と
平
成
九
年
改
正
に
つ
い
て
（
平
成
八
年
一
一
月
二
七
日
医
療
保
険
審
議
会
）」（
週
刊
社
会
保
障

一
九
一
六
号
一
五
頁
以
下
）に
お
い
て
は
、「
二
一
世
紀
初
頭
に
目
指
す
べ
き
医
療
保
険
制
度
の
姿
」と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
基
本
的
方
針
の
一
つ
で
あ
る「
安
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定
し
た
運
営
が
で
き
る
医
療
保
険
制
度
の
確
立
」
と
い
う
項
目
の
下
で
、「
保
険
者
の
機
能
の
強
化
等
」
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
医
療
保
険

制
度
に
お
け
る
当
事
者
の
選
択
の
比
重
を
高
め
る
」
と
い
う
基
本
的
観
点
が
示
さ
れ
た
上
で
、
保
険
者
は
、
医
療
機
関
情
報
の
被
保
険
者
へ
の
提
供
、
医

療
機
関
の
質
の
評
価
、
保
険
者
規
模
の
適
正
化
に
よ
り
、
そ
の
「
自
律
性
」
を
高
め
る
と
と
も
に
、
事
業
・
事
務
の
効
率
化
を
進
め
る
べ
き
こ
と
が
述
べ

ら
れ
る
。

21　

医
療
保
険
に
お
け
る
「
保
険
者
機
能
」
を
め
ぐ
る
全
体
的
議
論
状
況
に
つ
い
て
、
山
崎
泰
彦
・
尾
形
裕
也
編
著
『
医
療
制
度
改
革
と
保
険
者
機
能
』

（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
佐
々
木
貴
雄
「
医
療
保
険
に
お
け
る
保
険
者
機
能―

リ
ス
ク
に
応
じ
た
機
能
強
化―

」
一
橋
論
叢
一
三
二
巻
二
号

（
二
〇
〇
四
年
）
一
五
六
頁
以
下
、
尾
形
裕
也
「
保
険
者
機
能
強
化
論
の
経
済
・
政
策
学
」
遠
藤
久
夫
・
池
上
直
己
編
著
『
医
療
保
険
・
診
療
報
酬
制
度
』

（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
二
一
九
頁
以
下
を
参
照
。

22　

広
井
良
典
『
医
療
保
険
改
革
の
構
想
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
七
年
）
四
三
頁
以
下
、
八
代
尚
宏
「
効
率
と
質
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
組
み

入
れ
た
医
療
制
度
に
」http://w

w
w

.pfizer.co.jp/pfizer/healthcare/pfizer_forum
/1997/1997_06.htm

l

（
一
九
九
七
年
）。
こ
れ
に
対
し
て
、佐
々
木
・

前
掲
注
21
は
、
日
本
の
医
療
保
険
に
お
け
る
保
険
者
の
特
性
、
平
等
性
の
要
請
お
よ
び
疾
病
構
造
の
変
化
を
考
慮
す
れ
ば
、
医
療
財
政
の
効
率
化
は
「
医

療
費
リ
ス
ク
」
の
削
減
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
基
と
な
る
「
疾
病
リ
ス
ク
」
の
削
減
（
一
時
予
防
を
中
心
と
し
た
疾
病
予
防
）
と
い
う
方
向
に
お
い
て

目
指
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
点
に
お
い
て
立
場
を
異
に
す
る
。

23　

保
険
者
機
能
強
化
論
が
、
厚
生
（
労
働
）
省
内
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
内
閣
府
の
諮
問
機
関
に
お
い
て
議
論
さ
れ
、
そ
の
答
申
を
踏
ま
え
て
決
定
さ
れ

る
規
制
緩
和
に
関
す
る
諸
計
画
に
お
い
て
積
極
的
に
推
進
さ
れ
て
き
た
と
い
う
経
緯
か
ら
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
極
め
て
政
策
的
な
色
彩
を
帯
び
た
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
尾
形
・
前
掲
注
21
二
二
四―

二
二
六
頁
参
照
。

24　

総
合
規
制
改
革
会
議
お
よ
び
規
制
改
革
・
民
間
開
放
推
進
会
議
の
諮
問
を
経
て
決
定
さ
れ
た
諸
計
画
を
受
け
て
、
厚
生
労
働
省
は
、「
健
康
保
険
法
第

七
六
条
第
三
項
の
認
可
基
準
に
つ
い
て
」（
平
成
一
五
年
五
月
二
〇
日
保
発
第
〇
五
二
〇
〇
〇
一
号
厚
生
労
働
省
保
険
局
長
通
知
）
お
よ
び
「
保
険
薬
局
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に
係
る
健
康
保
険
法
第
七
六
条
三
項
の
認
可
基
準
等
に
つ
い
て
」（
平
成
一
七
年
三
月
三
〇
日
保
発
第
〇
三
三
〇
〇
〇
〇
二
号
）
に
よ
り
、
従
来
禁
止
さ

れ
て
い
た
健
康
保
険
組
合
と
保
険
医
療
機
関
・
保
険
薬
局
の
間
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
や
診
療
報
酬
に
関
す
る
個
別
（
割
引
）
契
約
を
解
禁
し
た
。
個
別
契

約
の
締
結
に
は
、
医
療
へ
の
フ
リ
ー
ア
ク
セ
ス
の
要
請
と
対
立
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
当
初
、
上
記
通
知
に
お
い
て
、
個
別
契
約
締
結
に
は
フ
リ
ー

ア
ク
セ
ス
を
阻
害
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
提
出
が
条
件
付
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
こ
の
条
件
が
個
別
契
約
の
締
結
推
進
の
障

害
と
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
、
提
出
資
料
の
内
容
の
簡
素
化
・
簡
便
化
が
図
ら
れ
た
。

　
　

保
険
者
機
能
強
化
は
、
現
在
も
な
お
、
内
閣
総
理
大
臣
の
下
に
お
か
れ
る
政
府
・
与
党
社
会
保
障
改
革
検
討
本
部
（
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
二
八
日
設
置
）

に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
お
り
、
同
検
討
本
部
が
決
定
し
た
「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
成
案
」（
二
〇
一
一
年
六
月
三
〇
日
）
に
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
、
保
険
者
の
規
模
拡
大
に
よ
る
財
政
基
盤
の
強
化
お
よ
び
短
時
間
労
働
者
に
対
す
る
被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
と
い
っ
た
保
険
者
の
再
編
に

か
か
わ
る
事
項
を
中
心
と
す
る
。

25　

行
政
の
公
共
性
お
よ
び
効
率
性
と
業
務
の
公
共
性
お
よ
び
効
率
性
の
区
別
に
つ
い
て
、
室
井
力
「
行
政
の
公
共
性
と
効
率
性
」
同
『
行
政
の
民
主
的
統

制
と
行
政
法
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
九
年
）
二
二
八
頁
以
下
参
照
。

26　

か
か
る
観
点
か
ら
は
、
尾
形
・
前
掲
注
21
二
三
一―
二
三
四
頁
が
、
保
険
者
機
能
強
化
論
が
こ
れ
ま
で
技
術
的
論
点
に
偏
っ
て
展
開
さ
れ
る
傾
向
に

あ
っ
た
と
い
う
認
識
に
立
ち
、「
単
な
る
保
険
者
の
個
々
の
『
機
能
』
を
問
題
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
…
…
む
し
ろ
保
険
者
が
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
需
給
関

係
に
お
い
て
全
体
と
し
て
責
任
あ
る
『
当
事
者
』
と
し
て
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
「
保
険
者
当

事
者
論
」
を
展
開
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
し
、「em

pow
erm

ent

（
患
者
、
被
保
険
者
の
権
限
の
拡
大
）」
の
た
め
の
保
険
者
の
役
割
が
、
特
に
負
担
に
つ

い
て
の
合
意
形
成
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
内
容
の
決
定
へ
の
患
者
・
被
保
険
者
の
意
向
反
映
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
と
指
摘
す
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

27　

地
方
自
治
領
域
に
お
け
る
住
民
参
加
に
関
す
る
論
稿
は
数
多
い
が
、
さ
し
あ
た
り
、
室
井
・
前
掲
注
⑿
所
収
の
諸
論
文
、
田
村
・
前
掲
注
⑷
、
北
村
喜

宣
『
分
権
改
革
と
条
例
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）
二
五
八
頁
以
下
を
参
照
。
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28　

榊
原
秀
訓
「
討
議
民
主
主
義
と
参
加
制
度
」
室
井
力
先
生
古
稀
記
念
『
公
共
性
の
法
構
造
』（
勁
草
書
房
、二
〇
〇
四
年
）
七
一
頁
以
下
、
⻆
松
生
史
「
手

続
過
程
の
公
開
と
参
加
」
磯
部
力
ほ
か
編
『
行
政
法
の
新
構
想
Ⅱ　

行
政
作
用
・
行
政
手
続
・
行
政
情
報
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）二
八
九
頁
以
下
。

29　

社
会
保
障
行
政
に
お
け
る
被
保
障
者
の
手
続
的
権
利
に
関
す
る
問
題
は
、
従
来
、
主
と
し
て
法
治
主
義
に
基
づ
く
権
利
利
益
の
防
御
あ
る
い
は
適
正
手

続
原
則
の
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
大
沢
光
「
ド
イ
ツ
社
会
法
に
お
け
る
受
給
権
者
の
協
力
義
務
の
法
構
造
（
一
）〜（
三
）
完
」
法
政
論

集
一
七
二
号
（
一
九
九
八
年
）
一
一
五
頁
以
下
、
一
七
四
号
（
同
年
）
一
七
七
頁
以
下
、
一
七
五
号
（
同
年
）
二
五
三
頁
以
下
、
簡
玉
聰
「
ア
メ
リ
カ
社

会
保
障
行
政
に
お
け
る
聴
聞
手
続
の
法
構
造
（
一
）〜（
三
）
完
」
法
政
論
集
一
八
八
号
（
二
〇
〇
一
年
）
八
一
頁
以
下
、
一
八
九
号
（
同
年
）
四
〇
三
頁

以
下
、
一
九
〇
号
（
同
年
）
二
六
九
頁
以
下
。

30　

小
川
・
前
掲
注
⒅
一
二
四
頁
。

31　

同
上
一
二
五
頁
。

32　

同
上
一
五
五
頁
。

33　
「
下
か
ら
の
『
社
会
権
』」
論
に
つ
い
て
は
、中
村
睦
男
『
社
会
権
法
理
の
形
成
』（
有
斐
閣
、一
九
七
三
年
）
二
九
四―

二
九
九
頁
、同
「
社
会
権
再
考
」

企
業
と
法
創
造
二
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
六
四
頁
以
下
参
照
。

34　

中
村
・
前
掲
注
33
「
社
会
権
再
考
」
六
九
頁
。

35　
「
社
会
的
民
主
主
義
」の
概
念
お
よ
び
そ
の
類
似
概
念
で
あ
る「
社
会
民
主
主
義
」と
の
区
別
に
つ
い
て
、
只
野
雅
人『
憲
法
の
基
本
原
理
か
ら
考
え
る
』

（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
六
年
）
二
九
一
頁
以
下
参
照
。

36　

中
村
・
前
掲
注
33
社
会
権
法
理
の
形
成
九
七
頁
。

37　

遠
藤
・
前
掲
注
⑺
五
一
八
頁
。

38　

同
上
五
二
九―

五
三
〇
頁
。



285

ドイツ疾病保険における保険者自治の民主的正統化（一）（門脇）

39　

か
か
る
理
解
の
基
盤
に
は
、「
人
間
の
尊
厳
の
原
理
」
を
「
国
家
と
社
会
の
構
成
及
び
そ
の
活
動
を
実
体
・
手
続
両
面
で
拘
束
す
る
と
と
も
に
、
人
間

の
真
の
主
体
性
を
厳
し
く
要
請
す
る
も
の
」（
同
上
五
二
三
頁
）
で
あ
る
と
す
る
解
釈
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

40　

中
村
・
前
掲
注
33
社
会
権
法
理
の
形
成
三
〇
〇
頁
以
下
参
照
。

41　

遠
藤
・
前
掲
注
⑺
五
二
七―

五
二
八
頁
。

42　

も
っ
と
も
、
菊
池
は
「
社
会
保
障
法
関
係
に
お
け
る
『
個
人
』
に
焦
点
を
当
て
る
筆
者
の
立
場
を
前
提
と
し
て
も
、
狭
義
の
国
家
（
中
央
政
府
）
と
個

人
と
の
中
間
領
域
に
あ
る
様
々
な
共
同
体
な
い
し
社
会
を
、
社
会
保
障
に
関
与
す
る
法
主
体
と
し
て
認
め
な
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
」（
菊
池
馨
実
『
社

会
保
障
の
法
理
念
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
五
四
頁
）
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
お
い
て
「
社
会
」
は
あ
く
ま
で
「
個
人
」
の
人
格
的
「
自
律
」

と
い
う
規
範
的
価
値
と
相
容
れ
る
範
囲
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
「
国
家
」
お
よ
び
「
個
人
」
と
同
列

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
と
い
え
る
。

43　

倉
田
聡
『
医
療
保
険
の
基
本
構
造―

ド
イ
ツ
疾
病
保
険
制
度
史
研
究―

』（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
一
九
九
七
年
）、
同
『
社
会
保
険
の
構
造
分
析

―

社
会
保
障
に
お
け
る
「
連
帯
」
の
か
た
ち
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）。
倉
田
の
見
解
は
、
ド
イ
ツ
・
リ
ベ
ラ
ル
の
う
ち
「
新
傾
向
」（
栗

城
壽
夫
「
西
ド
イ
ツ
公
法
理
論
の
変
遷
」
公
法
研
究
三
八
号
（
一
九
七
六
年
）
七
六
頁
以
下
）
と
呼
ば
れ
る
理
論
傾
向
に
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
な
お
、
社
会
保
障
法
に
お
け
る
「
社
会
」
を
重
視
す
る
点
に
お
い
て
倉
田
と
同
様
の
見
解
に
立
つ
も
の
と
し
て
、
加
藤
智
章
『
医
療
保
険
と
年

金
保
険―

フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
制
度
に
お
け
る
自
律
と
平
等
』（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
一
九
九
五
年
）
が
あ
る
。

44　

菊
池
・
前
掲
注
42
一
四
四
頁
。

45　

し
た
が
っ
て
、
菊
池
馨
実
「
社
会
保
険
か
税
か
」
法
学
教
室
二
五
一
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
〇
八
頁
は
、「
一
般
の
政
治
的
意
思
決
定
シ
ス
テ
ム
と
は

切
り
離
さ
れ
た
社
会
保
険
と
い
う
独
自
の
民
主
的
参
加
な
い
し
意
思
決
定
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
の
「
保
険
者
自
治
」
を
、「
個
人
に
よ
る
重
層
的
な
意
思

の
反
映
」
と
い
う
側
面
か
ら
積
極
的
に
評
価
す
る
。
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46　

倉
田
・
前
掲
注
43
社
会
保
険
の
構
造
分
析
四
九
頁
。

47　

同
上
二
九―

三
二
頁
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
見
解
の
背
景
に
は
、「
福
祉
国
家
」
批
判
が
「
個
人
」
の
自
己
責
任
論
と
「
市
場
」
化
に
直
結
さ
れ
や
す
い

近
年
の
政
策
傾
向
に
対
し
て
、「『
社
会
』
関
係
」
に
基
づ
く
「
連
帯
」
を
前
提
と
し
た
「
社
会
」
に
よ
る
行
政
任
務
遂
行
と
い
う
選
択
肢
を
打
ち
出
そ
う

と
す
る
意
識
が
あ
る
。

48　

同
上
五
〇
頁
。

49　

同
上
二
七―

三
二
頁
に
よ
れ
ば
、
倉
田
は
遠
藤
博
也
の
「
社
会
管
理
機
能
」
論
に
依
拠
し
て
お
り
、「
行
政
」
の
範
囲
を
、
公
務
員
制
度
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
る
行
政
組
織
に
限
定
し
な
い
立
場
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、「
社
会
管
理
機
能
」
を
担
う
主
体
＝
「
行
政
」
の
う
ち
、
ど
こ
ま
で
が
「
国
家
」
ま
た

は
そ
れ
と
区
別
さ
れ
る
「
社
会
」
と
認
識
し
て
い
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
現
在
の
公
的
医
療
保
険
の
保
険
者
に
つ
い
て
は
「
国
家
」

と
区
別
さ
れ
る
「
社
会
」
の
側
に
お
い
て
「
社
会
管
理
機
能
」
を
担
う
「
行
政
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
と
い
え
る
。

50　

同
上
五
二
頁
。

51　

さ
ら
に
、
社
会
を
広
義
に
捉
え
れ
ば
国
家
レ
ベ
ル
の
連
帯
が
問
題
と
な
り
う
る
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
六
年
に
独
立
し
た
高
齢
者
の
医
療
制
度
財
政
を
現

役
世
代
が
支
え
る
仕
組
み
は
当
初
「
連
帯
保
険
料
」
と
称
さ
れ
て
い
た
。
菊
池
が
か
か
る
「
連
帯
」
の
理
念
に
よ
る
負
担
強
要
に
警
戒
感
を
も
っ
て
い
る

こ
と
に
つ
き
、
同
上
三
七―

三
八
頁
。

52　

菊
池
・
前
掲
注
⑿
三
七―

三
八
頁
。
菊
池
が
利
益
代
表
に
と
ど
ま
ら
な
い
よ
り
普
遍
的
な
市
民
参
加
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
同
上

三
二
九―

三
三
〇
頁
、
駒
村
康
平
・
菊
池
馨
実
編
『
希
望
の
社
会
保
障
改
革―
お
年
寄
り
に
安
心
を
・
若
者
に
仕
事
を
・
子
ど
も
に
未
来
を
』（
二
〇
〇
九

年
、旬
報
社
）二
一
九―

二
二
一
頁
参
照
。
し
た
が
っ
て
、
菊
池
の
立
場
か
ら
社
会
保
障
に
お
け
る「
連
帯
」が
な
お
敷
衍
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は「
個

人
」
か
ら
出
発
す
る
か
た
ち
を
と
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
社
会
民
主
主
義
を
支
え
る
伝
統
的
な
連
帯
の
基
盤
の
揺
ら
ぎ
を
踏
ま
え
た
新
た
な
連
帯
の
か
た
ち

の
模
索
に
つ
い
て
、
近
藤
康
史
「
社
会
民
主
主
義
と
連
帯
の
政
治―

『
個
人
の
連
帯
』
に
向
け
て
」
宇
野
重
規
編
『
政
治
の
発
見
第
四
巻　

つ
な
が
る―
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社
会
的
紐
帯
と
政
治
学
』（
二
〇
一
〇
年
、
風
行
社
）
一
一
六
頁
以
下
参
照
。

53　

菊
池
馨
実
「
社
会
保
障
の
法
理
念
」
法
学
教
室
二
五
三
号
（
二
〇
〇
一
年
）
九
一
頁
。

54　

菊
池
・
前
掲
注
⑿
二
九―

三
〇
頁
。

55　

倉
田
・
前
掲
注
43
社
会
保
険
の
構
造
分
析
二
〇
七―

二
一
〇
九
頁
。

56　

菊
池
・
前
掲
注
⑿
五
八―

六
一
頁
。

57　

倉
田
・
前
掲
注
43
社
会
保
険
の
構
造
分
析
五
二
頁
。

58　

菊
池
・
前
掲
注
⑿
三
七
頁
。

59　

倉
田
・
前
掲
注
43
社
会
保
険
の
構
造
分
析
五
二
頁
。

60　

菊
池
・
前
掲
注
⑿
六
〇
頁
。

61　

榊
原
・
前
掲
注
28
七
四
頁
。

62　

前
述
の
先
駆
的
諸
業
績
の
み
な
ら
ず
、
倉
田
・
前
掲
注
43
社
会
保
険
の
構
造
分
析
二
〇
九―

二
一
〇
頁
、
菊
池
・
前
掲
注
45
一
〇
八
頁
も
ま
た
、
参
加

と
民
主
政
の
緊
張
関
係
を
十
分
意
識
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

63　

倉
田
は
、
自
ら
が
提
示
し
た
課
題
に
つ
い
て
、「
保
険
者
の
保
険
料
決
定
等
に
関
す
る
民
主
的
な
決
定
＝
保
険
者
自
治
を
担
保
す
る
法
理
論
と
し
て
、

抽
象
的
に
は
、
労
働
組
合
に
つ
い
て
提
唱
さ
れ
た
『
公
正
代
表
義
務
』
的
な
思
考
様
式
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
」（
倉
田
・
前
掲
注
43
社
会
保
険

の
構
造
分
析
二
一
五
頁
）
と
し
て
、
道
幸
哲
也
「
労
働
組
合
の
公
正
代
表
義
務―

新
法
理
へ
の
模
索
」
日
本
労
働
法
学
会
誌
六
九
号
（
一
九
八
七
年
）

一
六
頁
を
参
照
す
る
。

64　

社
会
保
障
法
学
に
お
い
て
菊
池
が
展
開
す
る
「
個
人
」
の
尊
重
を
強
調
す
る
議
論
が
、
憲
法
学
の
ほ
か
、
労
働
法
学
お
よ
び
民
法
学
な
ど
他
の
分
野
に

お
い
て
も
展
開
さ
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
、
押
久
保
倫
夫
「
個
人
の
尊
重
：
そ
の
意
義
と
可
能
性
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
四
四
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
三
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頁
以
下
参
照
。

65　

菊
池
・
前
掲
注
⑿
一
六
頁
。

66　

例
え
ば
社
会
保
険
に
お
い
て
労
働
組
合
組
織
を
通
じ
た
集
団
的
権
利
を
構
築
す
る
場
合
、
組
合
内
部
に
お
い
て
指
導
部
に
よ
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
利
益
集
約
が
容
認
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
西
原
博
史
「
自
治
と
自
律
と
社
会
権―

生
存
権
の
権
利
主
体
の
立
ち
位
置

を
め
ぐ
っ
て―
」
企
業
と
法
創
造
二
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
八
五
頁
参
照
。
こ
の
こ
と
は
、
菊
池
の
懸
念
が
ま
さ
に
現
実
の
も
の
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
労
働
組
合
に
組
織
さ
れ
な
い
被
保
険
者
の
利
益
の
反
映
の
要
否
と
い
う
問
題
も
理
論
的
に
は
も
と
よ
り
潜
在
す

る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
公
的
年
金
保
険
制
度
の
運
営
管
理
に
お
け
る
当
事
者
参
加
の
構
想
に
お
い
て
、
受
給
権
者
お
よ
び
非
被
用
者
な
ど
未
組
織
の
分

散
的
集
団
の
利
益
を
代
表
す
る
こ
と
の
困
難
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
嵩
・
前
掲
注
⑼
一
七
八
頁
。

67　

太
田
匡
彦
「『
社
会
保
障
受
給
権
の
基
本
権
保
障
』
が
意
味
す
る
も
の―

『
憲
法
と
社
会
保
障
』
の
一
断
面
」
法
学
教
室
二
四
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）

一
二
二
頁
。

68　

本
来
、
か
か
る
予
防
措
置
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
を
含
め
た
包
括
的
な
検
討
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
主
題
と
の
関
係
に
お
い
て
、
さ
し

あ
た
り
民
主
的
正
統
化
と
か
か
わ
る
範
囲
に
お
い
て
の
み
、
法
治
国
家
原
理
に
基
づ
く
予
防
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
訴
訟
に
よ
る
保
険
者
か
ら
の

構
成
員
の
権
利
利
益
の
保
護
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
す
る
。

69　

こ
の
論
点
に
関
す
る
政
治
学
に
お
け
る
議
論
と
し
て
、
齋
藤
純
一
・
宮
本
太
郎
「
対
談　

自
由
の
相
互
承
認
に
向
け
て
」
齋
藤
純
一
編
『
自
由
へ
の
問

い　

社
会
統
合―

自
由
の
相
互
承
認
に
向
け
て
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
一
五―

一
七
頁
は
、
個
人
の
自
由
を
犠
牲
に
し
な
い
か
た
ち
で
有
意
に

個
人
を
社
会
に
統
合
す
る
可
能
性
を
、
民
主
主
義
に
即
し
た
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
再
生
と
い
う
方
向
に
お
い
て
模
索
す
る
。
同
じ
く
政
治
学
に
お
い

て
、
労
働
組
合
を
未
組
織
者
労
働
者
の
み
な
ら
ず
社
会
運
動
・
市
民
運
動
へ
と
開
か
れ
た
組
織
へ
と
再
編
す
る
途
を
模
索
す
る
動
き
と
し
て
、
新
川
敏
光
・

篠
田
徹
編
著
『
労
働
と
福
祉
国
家
の
可
能
性
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
三
二
六
頁
参
照
。
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70　

ド
イ
ツ
社
会
保
険
に
お
け
る
自
治
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
り
以
下
の
文
献
を
参
照
。
包
括
的
研
究
書
と
し
て
、D

ieter Leopold, D
ie 

Selbstverw
altung der Sozialversicherung, 6. A

ufl., Sankt A
ugustin 2008. 

社
会
保
険
に
お
け
る
自
治
の
法
制
に
関
す
る
簡
潔
な
紹
介
と
し

て
、U

lrich B
ecker, O

rganisation und Selbstverw
altung der Sozialversicherung, in: B

ernd B
aron von M

aydell/Franz R
uland (H

rsg.), 

Sozialrechtshandbuch, 3. A
ufl., B

aden-B
aden 2003, S. 225ff.; Friedhelm

 H
ase, Soziale Selbstverw

altung, in: Josef Isensee/Paul K
irchhof 

(H
rsg.), H

andbuch des Staatsrechts der B
undesrepublik D

eutschland B
d. V

I, 3. A
ufl., H

eidelberg 2008, S. 1775ff. 

社
会
保
険
に
お
け
る

自
治
の
概
念
に
つ
い
て
、R

einhard H
endler, O

rganisation und Selbstversicherung, in: B
ernd B

aron von M
aydell/Franz R

uland (H
rsg.), 

Sozialrechtshandbuch, 2. A
ufl., N

euw
ied/K

riftel/B
erlin 1996, S. 207ff.

71　

も
っ
と
も
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
疾
病
保
険
制
度
の
従
来
の
基
本
要
素
に
か
か
わ
る
重
大
な
変
更
を
伴
う
法
改
正
が
相
次
い
で
お
り
、
保
険
者
自

治
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
が
、
保
険
運
営
が
基
本
的
に
雇
用
者
お
よ
び
被
保
険
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
と
い
う
原
則
に
は
変
更
は
な
い
。
ド
イ
ツ
疾

病
保
険
制
度
の
歴
史
、
内
容
お
よ
び
近
年
の
改
革
動
向
を
含
め
た
概
説
と
し
て
、 vgl. Ingw

er Ebsen/Franz K
nieps, K

rankenversicherungsrecht, 

in: M
aydell/R

uland (H
rsg.), Sozialrechtshandbuch, 3. A

ufl., S. 813ff. 

二
〇
〇
七
年
に
施
行
さ
れ
た
疾
病
保
険
法
競
争
強
化
法
（G

esetzliche 

K
rankenversicerung- W

ettbew
erbsst ärksgesetz

）
の
内
容
に
つ
い
て
は
、vgl. H

orst M
arburger, G

esetzliche K
rankenversicherung vor und 

nach der G
esundheitsreform

 2007, Stuttgart/M
ünchen/H

annover/B
erlin/W

eim
ar/D

resden 2007. 

日
本
の
研
究
者
に
よ
る
制
度
改
革
の
紹
介
と

分
析
と
し
て
、
松
本
勝
明
『
社
会
保
障
構
造
改
革
』（
信
山
社
、
一
九
九
八
年
）、
同
『
ド
イ
ツ
社
会
保
障
論
Ⅰ―

医
療
保
険―

』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三

年
）
三
一
頁
以
下
、
倉
田
聡
「
ド
イ
ツ
の
医
療
改
革
の
軌
跡―

二
〇
〇
四
年
改
革
か
ら
二
〇
〇
六
年
改
革
へ―

」
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
生
活
福
祉
研
究
六
〇
号

（
二
〇
〇
七
年
）一
頁
以
下
、土
田
武
史「
ド
イ
ツ
の
医
療
保
険
に
お
け
る『
連
帯
と
自
己
責
任
』の
変
容
」早
稲
田
商
学
第
四
二
八
号
四
一
頁
以
下（
二
〇
一
一

年
）
参
照
。

72　

民
主
的
正
統
化
論
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
裁
判
官
を
務
め
た
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
が
提
唱
し
た
民
主
政
理
論
で
あ
り
、
一
九
九
〇
年
代
の
連
邦
憲
法
裁
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判
所
判
例
に
お
い
て
支
配
的
と
な
っ
た
。Ernst-W

olfgang B
öckenförde, D

em
okratie als Verfassungsprinzip, in: Josef Isensee/Paul K

irchhof 

(H
rsg), H

andbuch des Staatsrechts, B
d. II, 3. A

ufl., H
eidelberg 2004, S. 429ff.

73　

倉
田
・
前
掲
注
43
医
療
保
険
の
基
本
構
造
。

74　

笠
木
映
里
「
公
的
医
療
保
険
の
給
付
範
囲
（
二
）―

比
較
法
を
手
が
か
り
と
し
た
基
礎
的
考
察―

」
法
学
協
会
雑
誌
一
二
四
巻
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）

六
二
頁
以
下
。「
共
同
自
治
」（gem

einsam
e Selbstverw

altung

）
と
は
、
疾
病
保
険
に
お
い
て
、
法
律
上
の
規
定
（
保
険
事
故
、
給
付
類
型
、
給
付
の

際
に
遵
守
さ
れ
る
べ
き
準
則
）
を
具
体
化
し
、
給
付
の
範
囲
と
方
法
を
定
め
る
た
め
に
、
保
険
者
で
あ
る
疾
病
金
庫
と
医
療
供
給
者
側
の
連
合
組
織
（
い

ず
れ
も
自
治
主
体
）
と
の
間
で
諸
規
範
を
制
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
法
律
よ
り
下
位
の
こ
れ
ら
の
規
範
は
、
契
約
、
規
約
お
よ
び
法
律
上
の
規
定
を
通
じ

て
、
医
療
提
供
者
お
よ
び
被
保
険
者
に
対
す
る
法
的
拘
束
力
を
有
し
、
疾
病
金
庫
に
対
す
る
被
保
険
者
の
給
付
請
求
権
を
具
体
的
に
形
成
す
る
も
の
と
解

さ
れ
て
い
る
。
共
同
自
治
に
つ
い
て
は
、vgl. auch H

ase, a. a. O
., S.1183f.

75　

な
お
、
筆
者
は
共
同
自
治
に
つ
い
て
の
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
共
同
自
治
に
よ
る
規
範
制
定
の
憲
法
お
よ
び
行
政
法
的
な
秩
序
付
け

に
関
す
る
議
論
を
扱
う
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
や
は
り
笠
木
と
は
検
討
の
視
点
を
異
に
す
る
。

76　

毛
利
透
「
民
主
主
義
と
行
政
組
織
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
」
法
学
論
叢
一
五
二
巻
三
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
頁
以
下
。

77　

太
田
匡
彦
「
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
け
る
民
主
政
的
正
統
化
（dem

okratische Legitim
ation

）
思
考
の
展
開―

B
VerfG

E93, 37

ま
で
」
樋

口
古
稀
『
憲
法
論
集
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
四
年
）
三
一
六
頁
以
下
参
照
。

78　

地
方
自
治
が
地
理
的
領
域
と
任
務
の
幅
広
さ
に
関
連
付
け
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
機
能
的
自
治
は
立
法
府
に
よ
り
創
設
お
よ
び
配
分
さ
れ
た
特
定
の
公

的
任
務
に
関
連
付
け
ら
れ
た
当
事
者
集
団
が
、自
ら
参
加
し
、自
ら
の
責
任
に
お
い
て
行
う
分
権
的
行
政
類
型
で
あ
る
。機
能
的
自
治
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
、

本
稿
に
お
い
て
扱
う
疾
病
保
険
に
お
け
る
自
治
の
ほ
か
、
大
学
の
自
治
や
職
業
組
合
の
自
治
な
ど
多
様
な
種
類
の
自
治
が
属
す
る
。
機
能
的
自
治
の
概

念
に
つ
い
て
、vgl. W

infried K
luth, Funktionale Selbstverw

altung. Verfassungsrechtlicher Status-verassungsrechtlicher Schutz, T übingen 
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1997, S. 541ff. 

な
お
、
本
稿
第
一
章
注
74
も
参
照
。
機
能
的
自
治
の
形
態
の
多
様
性
に
つ
い
て
は
、vgl. Ebenda, S. 30ff.

79　

薄
井
一
成
「
ド
イ
ツ
商
工
会
議
所
と
自
治
行
政―

公
共
組
合
の
法
理
論―

」
一
橋
法
学
二
巻
二
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
五
七
頁
以
下
。

80　

Leopold, a. a. O
., S. 68.

第
一
章　

公
法
学
に
お
け
る
自
治
概
念
の
定
義

　

ド
イ
ツ
疾
病
保
険
に
お
け
る
保
険
者
自
治
の
検
討
に
入
る
前
に
、「
自
治
」
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
法
領
域
と
し

て
の
社
会
法
は
公
法
に
分
類
さ
れ
、
行
政
法
各
論
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る(1)

。
し
た
が
っ
て
疾
病
保
険
を
含
む
社
会
保
険
に

お
け
る
自
治
概
念
は
、
一
九
世
紀
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
法
に
由
来
す
る
公
法
学
上
の
自
治
概
念
の
借
用
概
念
で
あ

る(2)

。
も
っ
と
も
、
自
治
概
念
は
個
別
分
野
に
合
わ
せ
て
内
容
形
成（A

usgestaltung

）さ
れ
て
い
る
た
め
、
両
者
は
同
置
さ
れ
え
ず
、

比
較
可
能
で
あ
る
に
と
ど
ま
る(3)

。
し
か
し
、
前
者
が
後
者
の
借
用
概
念
で
あ
る
以
上
、
公
法
学
に
お
い
て
自
治
概
念
の
本
質
的
要
素

が
い
か
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
を
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
「
国
法
お
よ
び
行
政
法
学
説

は
、
統
一
的
自
治
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
治
現
象
の
事
実
に
即
し
た
把
握
と
評
価
の
た
め
に
は
、
制
度
史
お
よ

び
理
論
史
へ
の
回
顧
が
不
可
欠
で
あ
る(4)

」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
自
治
概
念
の
展
開
を
跡
付
け
な
が

ら
、
多
様
な
観
点
か
ら
定
義
さ
れ
て
い
る
自
治
概
念
を
整
理
し
た
上
で
、
現
在
の
公
法
学
に
お
け
る
自
治
概
念
の
定
義
に
関
す
る
共

通
認
識
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
。



法政論集　242号（2011） 292

論　　説

第
一
節　

初
期
自
治
構
想
に
お
け
る
参
加
志
向

一　

自
治
の
制
度
的
端
緒

　

自
治
の
歴
史
的
源
泉
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
法
に
あ
る
と
さ
れ
、
一
八
〇
八
年
一
一
月
一
九
日
に
公
布
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
シ
ュ

タ
イ
ン
都
市
法
」（
以
下
「
都
市
法
」
と
い
う(5)

）
が
近
代
的
自
治
の
原
型
で
あ
る
と
さ
れ
る(6)

。
F
・ 

シ
ュ
タ
イ
ン
（Freiherr vom

 

Stein

）
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
絶
対
主
義
の
最
盛
期
に
お
け
る
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
の
内
政
に
関
し
て
、
慈
恵
的
、
文
化
的
、
財
政

的
側
面
に
お
け
る
統
治
能
力
を
積
極
的
に
評
価
し
つ
つ
も
、
統
治
機
構
の
不
備
と
臣
民
の
精
神
的
受
動
性
に
つ
い
て
は
克
服
す
べ
き

課
題
で
あ
る
と
し
た(7)

。
背
景
に
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
対
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
に
お
け
る
敗
北
と
、
そ
れ
が
プ
ロ
イ
セ
ン
に
提
起
し
た
国

民
形
成
の
課
題
が
あ
っ
た
。
F
・
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
を
強
力
な
中
央
集
権
国
家
と
し
て
再
建
す
る
た
め
に
、
都
市
法
に

よ
り
地
方
自
治
制
を
整
備
し
、
自
由
な
市
民
の
公
共
心
を
涵
養
し
よ
う
と
し
た(8)

。
同
法
の
前
文
に
お
い
て
、
か
か
る
国
家
政
策
的
観

点
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
市
民
に
公
共
団
体
（G

em
einw

esen

）
の
行
政
へ
の
積
極
的
な
影
響
力
を
付
与
す
る
こ
と
、

お
よ
び
こ
の
参
加
に
よ
り
公
共
心
（G

em
einsinn

）
を
喚
起
し
、
維
持
す
る
こ
と
の
必
要
不
可
欠
性
」
が
強
調
さ
れ
た
。
同
法
は
、

第
一
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
絶
対
主
義
に
お
い
て
は
「
行
政
国
家
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
行
政
が
ポ
リ
ツ
ァ
イ
と
し
て
国
家
に
集
中
し

て
い
た
と
こ
ろ
、
ポ
リ
ツ
ァ
イ
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
事
務
と
そ
れ
を
除
く
狭
義
化
さ
れ
た
ポ
リ
ツ
ァ
イ
に
分
化
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
地
方
自

治
制
の
原
理
と
な
る
都
市
行
政
の
二
重
構
造
を
成
立
さ
せ
た(9)

。
こ
れ
に
よ
り
、
都
市
は
市
民
に
よ
り
構
成
・
運
営
さ
れ
る
「
市
民
ゲ

マ
イ
ン
デ
（B

ürgergem
einde

）」
と
な
り
、
都
市
行
政
は
「
共
同
組
織
に
関
す
る
業
務
」
た
る
「
ゲ
マ
イ
ン
デ
事
務
」
と
狭
義
の

ポ
リ
ツ
ァ
イ
と
に
明
確
に
峻
別
さ
れ
、
前
者
は
都
市
団
体
に
委
ね
ら
れ
た
。
第
二
に
、
都
市
住
民
は
、
市
民
権
の
保
有
を
基
準
と
し

て
市
民（B

ürger

）と
そ
れ
以
外
の
被
保
護
者（Schutzverw

andte

）に
分
け
ら
れ
た(10)

。
収
入
等
に
関
す
る
要
件
を
満
た
す
市
民
に
は
、
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議
決
機
関
で
あ
る
市
議
会
（Stadtverordnetenversam

m
lung

）
の
選
挙
権
お
よ
び
被
選
挙
権
が
付
与
さ
れ(11)

、
市
議
会
は
執
行
機
関

で
あ
る
市
参
事
会
（M

agistrat

）
を
市
民
の
中
か
ら
選
出
し(12)

、
特
定
の
重
要
な
行
政
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
る
行
政
委

員
会
（D

eputation, K
om

m
ission

）
に
も
市
議
を
選
出
し
た
。
行
政
委
員
会
は
、
市
議
の
ほ
か
、
市
参
事
お
よ
び
両
機
関
に
よ
り

選
出
・
承
認
さ
れ
た
市
民
か
ら
構
成
さ
れ
た(13)

。
第
三
に
、
市
民
の
参
加
に
基
づ
く
ゲ
マ
イ
ン
デ
行
政
に
狭
義
ポ
リ
ツ
ァ
イ
以
外
の
公

共
事
務
の
権
限
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
に
対
応
し
て
、
都
市
団
体
に
対
す
る
国
家
の
監
督
権
が
規
定
さ
れ
た(14)

。
な
ぜ
な
ら
、
F
・
シ
ュ

タ
イ
ン
の
主
張
す
る
「
行
政
へ
の
市
民
の
参
加
」
は
、
あ
く
ま
で
も
列
強
に
対
抗
し
う
る
国
家
形
成
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め

に
必
要
な
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る(15)

。

　

F
・
シ
ュ
タ
イ
ン
の
改
革
は
、
地
方
自
治
制―

も
っ
と
も
都
市
法
条
文
お
よ
び
F
・ 

シ
ュ
タ
イ
ン
の
用
語
法
に
お
い
て
「
自
治

（Selbstverw
altung

）」
は
な
お
現
れ
て
い
な
い
が―

の
導
入
や
封
建
的
身
分
制
度
の
改
革
等
に
よ
り
プ
ロ
イ
セ
ン
の
自
由
主
義
的

近
代
化
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、完
成
を
前
に
し
て
保
守
的
ユ
ン
カ
ー
に
阻
ま
れ
た
。
改
革
は
後
に
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク（K

. A
. 

v. H
ardenberg

）
に
引
き
継
が
れ
た
が
、
ウ
ィ
ー
ン
会
議
以
降
の
政
府
の
反
動
化
に
よ
っ
て
完
全
に
止
め
ら
れ
た(16)

。
し
か
し
、
F
・ 

シ
ュ
タ
イ
ン
の
改
革
構
想
は
「
今
日
の
自
治
理
解
を
顧
慮
す
れ
ば
、
社
会
（
国
民
（N

ation

））
が
よ
り
強
く
公
的
任
務
に
参
加
す

る
と
い
う
政
治
的
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
事
情
は
特
別
の
注
目
に
値
す
る
」―

そ
れ
が
な
お
身
分
制
原
理
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る

に
し
て
も―

こ
と
が
指
摘
さ
れ
る(17)

。

二　

自
治
の
理
論
的
端
緒

　

自
治
の
法
制
度
的
端
緒
が
一
九
世
紀
初
頭
の
都
市
法
に
求
め
ら
れ
る
一
方
、
自
治
の
現
象
に
対
す
る
学
問
的
・
理
論
的
な
取
り
組

み
は
、
一
九
世
紀
半
ば
に
な
っ
て
初
め
て
始
ま
っ
た
。
そ
こ
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
L
・ 

シ
ュ
タ
イ
ン
（Lorenz von 
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Stein

）、
グ
ナ
イ
ス
ト
（R

udolf von G
neist

）
お
よ
び
ギ
ー
ル
ケ
（O

tto von G
ierke

）
の
理
論
で
あ
る(18)

。
い
わ
ゆ
る
「
三
月
前

期
（Vorm

ärz

）」
に
お
け
る
反
動
政
府
と
そ
れ
に
抗
す
る
自
由
主
義
者
と
の
対
立
の
中
で
、
自
治
は
他
の
諸
制
度
と
同
様
に
国
家

と
社
会
の
二
元
論
の
中
に
入
り
、
社
会
（
第
三
階
級
で
あ
る
市
民
階
級
）
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
自
治
を
社
会
が
当
然
に
享
受
す
べ
き

も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
国
家
と
社
会
の
緊
張
関
係
は
、
一
八
四
九
年
三
月
二
八
日
公
布
の
通
称
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
」
に

よ
る
立
憲
主
義
の
一
般
的
採
用
に
よ
り
、
市
民
階
級
が
国
家
の
共
通
秩
序
内
部
に
確
固
と
し
た
地
位
を
占
め
た
こ
と
に
よ
り
初
め
て

克
服
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
同
憲
法
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
が
皇
帝
位
へ
の
推
戴
を
拒
絶
し
た
こ
と
に
よ
り
実
効
を
み
な
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
憲
法
的
お
よ
び
憲
法
政
治
的
状
況
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
自
治
は
国
家
と
市
民
社
会
の
間
を
結
び
つ
け
る
要
素
と
み
な

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た(19)

。

　

国
家
と
社
会
の
分
離
を
前
提
に
、
か
か
る
考
え
方
を
明
確
に
し
た
の
が
L
・ 

シ
ュ
タ
イ
ン
で
あ
る
。
L
・ 

シ
ュ
タ
イ
ン
の
本
質

的
関
心
は
、
と
り
わ
け
、
立
法
の
領
域
へ
と
方
向
付
け
ら
れ
た
立
憲
主
義
の
自
由
を
、
体
系
的
に
君
主
制
行
政
に
拡
張
す
る
こ
と
に

あ
り
、
憲
法
上
定
め
ら
れ
た
立
法
権
へ
の
国
家
市
民
の
参
加
が
、
自
由
の
原
理
の
第
二
の
適
用
、
す
な
わ
ち
国
家
市
民
が
執
行
権
へ

も
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た(20)

。
な
ぜ
な
ら
、
L
・
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
資
本
・
労
働
関
係
に
律
せ

ら
れ
た
近
代
「
社
会
」
の
従
属
階
級
の
経
済
的
・
人
格
的
不
自
由
に
対
峙
し
て
、
個
々
人
全
て
に
自
由
と
人
格
的
発
展
の
前
提
条
件

を
提
供
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
社
会
改
良
に
、
国
家
の
理
念
あ
る
い
は
使
命
が
あ
る
と
理
解
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
の
行
政
任

務
は
、
こ
の
前
提
条
件
を
提
供
す
る
た
め
に
社
会
に
介
入
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
（「
社
会
行
政
」
の
観
念
）、
こ
の
任
務

遂
行
に
は
社
会
的
・
階
級
的
諸
対
立
の
調
整
が
不
可
欠
と
な
る(21)

。
そ
こ
で
L
・
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
行
政
を
「
国
家
行
政
（staatliche 

Verw
altung

）」
と
「
自
由
な
行
政
（freie Verw

altung

）」
に
区
別
し
た
上
で
、
後
者
に
「
自
治
（Selbstverw

altung

）」
を
配
置

す
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
的
・
階
級
的
な
利
害
対
立
の
調
整
と
組
織
化
の
機
能
を
期
待
し
た(22)

。
そ
の
際
、「
自
治
」
は
「
自
由
な
社
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会
の
団
体
制
度
（das freie gesellschaftliche Vereinsw

esen

）」
と
「
国
家
行
政
」
の
中
間
的
地
位
（M

ittlerstellung

）
に
あ
る

と
み
な
さ
れ
て
い
る(23)

。
L
・
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
行
政
作
用
へ
の
国
家
市
民
の
参
加
を
自
治
原
理
の
助
力
に
よ
っ
て
組
織
的
に
確
立
し

よ
う
と
し
た(24)

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
グ
ナ
イ
ス
ト
は(25)

、
L
・ 

シ
ュ
タ
イ
ン
と
同
様
に
国
家
と
社
会
の
分
離
を
前
提
と
し
て
、
自
治
概
念
に
と
っ
て
「
中

間
的
地
位
」
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
と
し
つ
つ
も(26)

、
独
自
の
自
治
構
想
を
主
張
し
た
。
憲
法
闘
争
期
に
は
反
政
府
主
義
者
で
あ
っ

た
グ
ナ
イ
ス
ト
は
、
一
八
六
八
年
の
普
墺
戦
争
に
お
け
る
プ
ロ
イ
セ
ン
の
勝
利
に
よ
る
事
後
承
諾
法
の
成
立
と
憲
法
闘
争
の
終
結
に

よ
り
ビ
ス
マ
ル
ク
の
軍
事
官
僚
国
家
制
政
策
に
対
す
る
国
内
の
自
由
主
義
勢
力
の
敗
北
が
確
定
す
る
と
、
分
裂
し
た
自
由
主
義
勢
力

の
右
派
を
結
集
し
て
国
民
自
由
党
を
結
成
し
、
ビ
ス
マ
ル
ク
体
制
と
の
妥
協
を
図
っ
た
。
グ
ナ
イ
ス
ト
は
、
一
方
に
お
け
る
反
動
政

権
の
も
つ
封
建
ユ
ン
カ
ー
の
保
守
性
お
よ
び
官
僚
制
専
制
、
他
方
に
お
け
る
三
月
革
命
期
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
民
主
主
義
と
の
対
抗
関

係
の
中
に
お
い
て
、
学
問
的
支
柱
を
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
名
誉
職
的
貴
族
支
配
を
軸
と
す
る
憲
法
構
造
に
求
め
た
。
イ
ギ

リ
ス
に
お
い
て
は
、
産
業
革
命
以
来
の
社
会
変
化
に
伴
っ
て
下
院
が
民
主
化
の
基
盤
の
上
に
拡
大
さ
れ
て
い
た
が
、
グ
ナ
イ
ス
ト
は

か
か
る
現
実
を
認
識
し
つ
つ
も
、
意
図
的
に
純
粋
な
貴
族
主
義
の
残
っ
た
上
院
を
下
院
の
「
対
重
」
と
し
て
理
解
し
、
か
か
る
上
院

の
貴
族
主
義
を
地
方
レ
ベ
ル
に
お
い
て
担
う
名
誉
職
の
自
治
（selfgovernm

ent

）
を
下
院
を
抑
制
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
た
。

グ
ナ
イ
ス
ト
が
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
自
治
と
は
、
主
に
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
層
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
治
安
判
事
制
で

あ
り
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
治
安
判
事
を
国
王
の
任
命
を
も
っ
て
ユ
ン
カ
ー
層
に
名
誉
職
と
し
て
引
き
受
け
さ
せ
、
公
共
の
た
め

の
義
務
を
負
う
と
と
も
に
封
建
的
特
権
の
放
棄
を
強
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
封
建
社
会
と
産
業
社
会
の
双
方
に
優
越
す
る
、
高
次
の

国
家
思
想
を
具
体
化
す
る
統
治
階
層
と
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た(27)

。
そ
こ
で
、自
治
の
対
立
す
る
二
つ
の
契
機
と
し
て
、公
権
的
（
官

憲
的
）
自
治
（obrigkeitliche Selbstverw

altung

）
と
、
経
済
的
自
治
（w

irtschaftliche Selbstverw
altung

）
と
が
措
定
さ
れ
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る(28)

。
グ
ナ
イ
ス
ト
に
と
っ
て
自
治
と
は
「
国
家
の
任
命
す
る
職
員
が
国
家
に
よ
り
強
制
さ
れ
た
名
誉
職
と
し
て
行
う
国
家
事
項
の
管

理(29)

」で
あ
り
、こ
の
所
有
階
層
の
国
家
行
政
へ
の
関
与
に
よ
り
、社
会
が
国
家
に
よ
り
統
合
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、こ
れ
が
公
権（
官
憲
）

的
自
治
に
あ
た
る(30)

。
他
方
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
議
会
の
統
制
可
能
な
経
済
的
自
治
は
、
財
政
統
制
機
能
に
限
定
さ
れ
、
経
済
社
会
へ
の
展

開
へ
の
対
応
、
議
会
主
義
へ
の
一
応
の
妥
協
を
一
定
程
度
示
す
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
グ
ナ
イ
ス
ト
の
自
治
理
論
の
主
た
る
対

象
は
前
者
に
あ
っ
た(31)

。
グ
ナ
イ
ス
ト
は
、「
国
家
と
社
会
の
鋭
い
分
離
」
の
克
服
の
際
に
、
い
か
に
社
会
の
利
益
を
国
家
に
反
映
さ

せ
る
か
を
問
う
の
で
は
な
く
、
国
家
の
機
能
が
社
会
に
貫
徹
さ
れ
う
る
よ
う
な
制
度
を
目
指
し
た
の
で
あ
り(32)

、
そ
こ
に
お
い
て
自
治

と
は
、
主
と
し
て
名
誉
職
者
に
よ
る
ラ
ン
ト
行
政
の
国
家
機
能
の
ラ
ン
ト
法
律
に
基
づ
く
遂
行
で
あ
っ
た(33)

。
グ
ナ
イ
ス
ト
に
と
っ
て

重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
名
誉
職
を
法
律
執
行
に
ひ
ろ
く
関
与
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
モ
デ
ル
の
参
加
的
志
向
は
明
白
で
あ
る(34)

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ギ
ー
ル
ケ
は
前
二
者
と
は
異
な
り
国
家
と
社
会
の
二
元
論
を
否
認
す
る
理
論
的
立
場
か
ら
、
自
治
構
想
を

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
（G

enossenschaft
）
理
論
に
お
い
て
展
開
し
た(35)

。
拡
張
す
る
国
家
行
政
お
よ
び
国
家
官
僚
制
に
対
抗
し

て
、
ギ
ー
ル
ケ
は
「
尽
き
な
い
ゲ
ル
マ
ン
的
結
社
精
神(36)

」
を
賞
賛
し
、
そ
れ
を
喚
起
す
る(37)

。
ギ
ー
ル
ケ
が
か
か
る
結
社
精
神
の
具

現
化
で
あ
る
と
み
な
す
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
は
、「
部
分
の
結
合
か
ら
全
体
へ
と
、
部
分
の
集
合
と
は
異
な
る
生
命
統
一
体

（Lebenseinheit

）
(38)

」を
生
み
出
す
人
的
結
合
を
特
徴
と
す
る
。
こ
こ
で
重
要
で
あ
る
の
は「
統
一
体（Einheit

）」の
原
理
で
あ
る
が
、

ギ
ー
ル
ケ
は
、
人
的
結
合
の
構
成
員
が
、
常
に
そ
の
と
き
ど
き
の
全
体
の
利
益
の
た
め
に
、
個
人
性
と
独
自
性
の
一
部
を
放
棄
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
認
識
す
る
た
め
、
同
原
理
が
単
独
か
つ
排
他
的
に
貫
徹
さ
れ
る
こ
と
を
否
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
同
原
理

と
並
ん
で
、「
よ
り
高
次
の
統
一
体
に
合
流
す
る
、
下
は
個
々
人
に
至
る
ま
で
の
す
べ
て
の
よ
り
低
次
の
統
一
体
の
権
利
お
よ
び
自

立
性
の
思
想
、
す
な
わ
ち
自
由
の
思
想(39)

」
が
同
列
に
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の
「
自
由
の
思
想
」
に
よ
れ
ば
、
国
家
に
求

め
ら
れ
る
べ
き
は
、「
個
人
お
よ
び
団
体
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
の
固
有
の
生
命
領
域
を
委
縮
さ
せ
ず
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
た
だ
補
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完
的
に
の
み
活
動
す
る(40)

」
こ
と
で
あ
る
。
ギ
ー
ル
ケ
が
主
張
す
る
こ
の
「
自
由
の
思
想
」
は
、
個
人
の
み
な
ら
ず
、
国
家
内
部
の
団

体
制
度
ま
で
も
利
す
る
よ
う
に
拡
張
さ
れ
た
、
法
的
に
保
護
さ
れ
た
固
有
領
域
を
求
め
る
が
ゆ
え
に
、
ギ
ー
ル
ケ
は
自
治
を
推
奨
す

る
。
た
だ
し
、
そ
の
際
、
自
治
は
無
制
限
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
国
家
統
一
体
を
脅
か
さ
な
い
範
囲
に
お
い
て
認
め

ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
た
め
、国
家
監
督
に
よ
る
一
定
の
拘
束
に
服
す
る(41)

。
も
っ
と
も
、ギ
ー
ル
ケ
は
、法
治
国
家
が「
公

的
社
団
に
対
し
て
、
規
則
的
に
、
そ
れ
ら
の
行
為
の
適
法
性
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
み
を
主
張
す
る(42)

」
と
し
、
か
か
る
法
監
督
の
構
想
を

警
察
国
家
的
後
見
実
務
に
対
す
る
法
治
国
家
的
対
重
と
み
な
す(43)

。
以
上
の
よ
う
な
見
解
に
立
つ
ギ
ー
ル
ケ
に
お
い
て
、自
治
と
は「
行

動
に
よ
る
市
民
的
自
由（th ätige b ürgerliche Freiheit

）
(44)

」で
あ
っ
た
。
こ
の
性
格
づ
け
は
、ギ
ー
ル
ケ
が
、国
家
の
干
渉（Ingerenz

）

に
対
す
る
抵
抗
へ
と
方
向
付
け
ら
れ
た
古
典
的―

自
由
主
義
的
自
由
概
念
に
、
政
治
的
参
加
と
い
う
強
力
な
要
素
を
実
装
し
た
こ
と

を
示
す
。
ギ
ー
ル
ケ
に
お
い
て
、
自
治
と
は
、
一
方
で
は
国
家
官
僚
制
の
影
響
お
よ
び
統
制
に
対
す
る
自
由
空
間
を
つ
く
り
、
そ
し

て
他
方
で
、
公
的
任
務
の
高
権
的
遂
行
へ
の
個
々
人
の
参
加
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た(45)

。

　

三　

初
期
自
治
理
論
の
特
徴

　

以
上
か
ら
、
L
・ 

シ
ュ
タ
イ
ン
、
グ
ナ
イ
ス
ト
、
ギ
ー
ル
ケ
が
内
容
に
お
い
て
著
し
く
異
な
る
自
治
の
構
想
を
有
し
て
い
た
こ

と
が
判
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
L
・ 

シ
ュ
タ
イ
ン
と
グ
ナ
イ
ス
ト
は
、
と
も
に
国
家
と
社
会
の
二
元
論
か
ら
出
発
し
つ
つ
も
、
そ

の
克
服
の
方
向
性
に
お
い
て
大
き
な
差
異
を
示
し
た
の
で
あ
っ
て
、
前
者
が
社
会
の
利
益
の
国
家
へ
の
反
映
を
目
指
し
た
の
に
対
し

て
、
後
者
は
、
国
家
機
能
の
社
会
へ
の
貫
徹
を
目
指
し
た
。
ギ
ー
ル
ケ
は
、
国
家
と
社
会
に
二
元
論
を
否
認
し
、
自
治
を
行
動
に
よ

る
市
民
的
自
由
の
保
障
で
あ
る
と
理
解
し
た
。
こ
こ
で
は
、
自
治
解
釈
に
お
け
る
か
か
る
差
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
参
加
と
い
う
要

素
が
そ
の
中
心
に
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
て
よ
い(46)

。
初
期
自
治
理
論
に
お
い
て
、
自
治
概
念
を
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決
定
づ
け
る
共
通
の
要
素
は「
参
加
」で
あ
り
、そ
の
点
に
お
い
て
一
八
〇
八
年
都
市
法
か
ら
の
連
続
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

第
二
節　

法
概
念
と
し
て
の
自
治
の
形
式
化

一　
「
政
治
的
自
治
」
と
「
法
的
自
治
」

　

一
九
世
紀
の
半
ば
頃
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
人
口
増
大
お
よ
び
国
内
の
人
口
移
動
は
行
政
事
務
を
増
加
さ
せ(47)

、
農
村
か
ら
都
市
へ
の

人
口
移
動
と
大
都
市
化
に
伴
う
問
題
に
よ
り
生
じ
た
追
加
的
行
政
事
務
は
任
務
の
分
化
を
ま
ね
く
と
と
も
に
、
任
務
の
担
い
手
と

し
て
専
門
家
を
前
提
と
す
る
と
い
う
特
殊
な
性
質
を
も
つ
に
至
っ
た
。
名
誉
職
的
行
政
と
い
う
グ
ナ
イ
ス
ト
の
自
治
概
念
は
、
ゲ
マ

イ
ン
デ
の
事
務
が
、
そ
の
遂
行
に
お
い
て
量
・
質
と
も
に
専
門
的
能
力
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
前
提
に
お
い
て
の
み
可
能
な
も
の

で
あ
っ
た
が
、
一
九
世
紀
末
期
の
都
市
に
お
け
る
現
実
は
、
も
は
や
そ
の
前
提
に
合
致
し
な
か
っ
た(48)

。
も
っ
と
も
、
市
民
の
行
政
事

務
へ
の
名
誉
職
的
引
き
入
れ
を
絶
つ
必
要
は
な
く
、
そ
れ
は
国
家
お
よ
び
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
い
て
な
お
可
能
な
ま
ま
で
あ
っ
て
、
実

際
に
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
な
お
自
治
の
主
要
原
理
と
み
な
す
こ
と
は
も
は
や
困
難
で
あ
っ
た
。
か
か
る
状
況
を

背
景
に
、
法
実
証
主
義
の
明
ら
か
な
影
響
下
に
お
い
て
、
ラ
ー
バ
ン
ト
（Paul Laband

）
お
よ
び
彼
の
理
論
を
体
系
化
し
た
ロ
ジ

ン
（H

einrich R
osin

）
に
よ
っ
て
団
体
的
自
治
理
論
（die korporative Selbstverw

altungslehre

）
が
主
張
さ
れ
た(49)

。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
自
治
と
は
、
社
団
的
構
造
を
も
つ
権
利
能
力
あ
る
団
体
に
よ
る
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
国
家
の
任
務
領
域
に
含
ま
れ
る
行
政

事
務
の
遂
行
で
あ
る
と
さ
れ
た(50)

。
自
治
概
念
は
、
も
は
や
国
家
市
民
の
参
加
と
結
び
つ
け
ら
れ
ず
、
権
利
能
力
あ
る
団
体
と
結
び
つ

け
ら
れ
た(51)

。
し
か
し
、
こ
の
自
治
概
念
の
構
成
は
グ
ナ
イ
ス
ト
的
な
そ
れ
を
完
全
に
排
除
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
二
重
の

定
義
、
す
な
わ
ち
名
誉
職
的
行
政
と
し
て
の
自
治
と
団
体
的
行
政
と
し
て
の
自
治
が
生
ず
る
。
ロ
ジ
ン
は
、
前
者
を
「
政
治
的
自
治
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（politische Selbstverw
altung

）」ま
た
は「
市
民
的
自
治（b ürgerlische Selbstverw

altung

）」（
以
下
、「
政
治
的
自
治
」と
い
う
）、

後
者
を
「
法
的
意
味
に
お
け
る
自
治
（Selbstverw

altung im
 R

echtssinn

）」（
以
下
、「
法
的
自
治
」
と
い
う
）
と
定
義
し
た(52)

。
こ

れ
に
よ
り
、
自
治
の
法
概
念
は
、
第
一
に
、
自
治
が
源
泉
的
に
有
す
る
参
加
政
策
的
指
向
か
ら
分
離
さ
れ
る
と
と
も
に
、
第
二
に
、

地
方
自
治
領
域
か
ら
分
離
さ
れ
て
分
権
的
行
政
組
織
構
成
の
一
般
的
に
利
用
可
能
な
原
理
と
な
り
、
の
ち
に
経
済
や
文
化
と
い
っ
た

社
会
領
域
の
規
律
の
た
め
の
構
造
的
手
段
と
な
っ
た(53)

。

二　

法
概
念
と
し
て
の
自
治
の
形
式
的
定
義

　

一
九
世
紀
末
期
に
お
け
る
法
実
証
主
義
者
に
よ
る
「
政
治
的
自
治
」
と
「
法
的
自
治
」
と
い
う
自
治
の
二
元
的
理
解
と
、
法
概
念

と
し
て
の
自
治
の
後
者
へ
の
限
定
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
学
説
に
お
い
て
も
な
お
受
け
継
が
れ
て
い
た(54)

。
例
え
ば
、
フ
ォ
ル
ス

ト
ホ
フ
（Ernst Forsthoff

）
は
、
政
治
的―
法
的
と
対
置
す
る
用
語
法
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
法
概
念
と
し
て
の
自
治
を
「
そ
れ

自
体
と
し
て
国
家
任
務
で
あ
る
も
の
の
、
公
法
上
の
社
団
、
営
造
物
お
よ
び
財
団
に
よ
る
遂
行
」
で
あ
る
と
定
義
し
た(55)

。
ヴ
ォ
ル
フ

（H
ans Julius W

olff

）
も
、
法
概
念
と
し
て
の
自
治
を
「
列
挙
的
ま
た
は
包
括
的
に
委
ね
ら
れ
ま
た
は
配
分
さ
れ
た
固
有
の
公
的
任

務
を
、
国
家
の
下
に
あ
る
公
行
政
の
担
い
手
ま
た
は
主
体
が
、
固
有
の
名
の
下
で
、
独
立
し
て
、
専
門
指
示
か
ら
自
由
に
遂
行
す
る

こ
と
」
で
あ
る
と
形
式
的
に
定
義
し
た(56)

。

三　

自
治
の
法
概
念
の
形
式
化
に
対
す
る
批
判

　

一
九
世
紀
末
に
実
証
主
義
法
学
者
に
よ
る
自
治
の
二
元
的
理
解
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
支
配
的
学
説
に
お
い
て
継
承
さ
れ

た
が
、
学
界
に
お
い
て
異
論
の
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た(57)

。
例
え
ば
、
シ
ョ
イ
ナ
ー
（U

lrich Scheuner

）
は
、「
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
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シ
ャ
フ
ト
的
参
加
の
放
棄
に
反
し
て
、
そ
し
て
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ
が
自
治
概
念
の
完
全
な
形
式
化
の
下
で
構
想
す
る
、
独
立
の
法

人
に
よ
る
間
接
的
国
家
行
政
の
機
能
を
も
っ
ぱ
ら
顧
慮
し
て
…
…
し
か
し
私
は
、
構
成
員
の
決
定
的
な
参
加
（die m

a βgebende 

M
itw

irkung

）
と
い
う
要
素
を
自
治
概
念
に
関
し
て
固
守
し
た
い
」
と
主
張
し
た(58)

。
法
概
念
と
し
て
の
自
治
の
形
式
化
に
対
す
る
一

種
の
反
動
と
し
て
、
自
治
の
実
質
的
側
面
を
強
調
す
る
動
き
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
。

　

か
か
る
実
質
的
自
治
概
念
を
主
張
す
る
論
者
は
、
自
治
の
目
的
を
強
調
す
る
。
例
え
ば
、
プ
ロ
イ
ス
（U

lrich K
. Preu β

）
は
、

形
式
的
自
治
概
念
に
対
し
て
、「
社
会
国
家
的
自
治
」
の
概
念
を
対
置
さ
せ
た(59)

。
彼
は
、
社
会
国
家
的
自
治
を
「
特
殊
な
憲
法
上
の

正
統
性
・
責
任
性
の
領
域
」
で
あ
る
と
理
解
し
、「
そ
の
構
想
に
お
い
て
は
、
名
宛
人
の
具
体
的
な
需
要
の
た
め
の
、
政
治
的
共
同

体
の
機
関
の
行
政
組
織
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、
基
本
的
に
は
規
格
化
さ
れ
得
な
い
生
存
配
慮
の
機
能
が
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
、

三
八
条
一
項
の
原
理
か
ら
逸
脱
し
て
、完
全
ま
た
は
部
分
的
に
正
統
化
さ
れ
た
機
関
に
お
い
て
民
主
的
に
行
わ
れ
る
」と
す
る(60)

。
も
っ

と
も
、
プ
ロ
イ
ス
自
身
が
「
社
会
国
家
的
自
治
の
担
い
手
の
具
体
的
な
組
織
的
形
整
（A

usform
ung

）
は
い
ま
だ
な
い(61)

」
こ
と
を

認
め
る
よ
う
に
、
こ
の
自
治
の
構
想
に
は
法
的
に
不
明
確
な
部
分
が
あ
り
、
法
概
念
と
し
て
は
有
用
性
が
低
い(62)

。
そ
の
意
義
は
、
む

し
ろ
自
治
の
法
概
念
の
形
式
化
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
役
割
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
ベ
ッ
カ
ー
（Erich B

ecker

）
は
、
自
治
の
法
概
念
を
よ
り
具
体
的
に
構
想
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
法
概
念
と

し
て
の
自
治
は
形
式
的
意
味
と
実
質
的
意
味
に
お
い
て
区
別
さ
れ(63)

、
前
者
が
「
国
家
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
公
法
人
に
よ
る
公
行
政

の
遂
行
」
に
そ
の
本
質
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
「（
分
権
に
よ
り
）
固
有
の
責
任
に
お
い
て
社
会
の
任
務
を
遂
行
す
る
と
い

う
目
的
決
定
（Zw

eckbestim
m

ung

）
に
よ
り
、自
治
を
行
政
形
式
以
上
の
も
の
に
引
き
上
げ
る
」
も
の
で
あ
る
と
す
る(64)

。
ベ
ッ
カ
ー

は
自
治
概
念
の
定
義
に
際
し
て
、
自
治
の
目
的
を
顧
慮
す
る
必
要
性
を
強
調
し
つ
つ
も
、
正
確
な
定
義
の
た
め
に
は
形
式
的
意
味
に

お
け
る
自
治
の
要
素
を
放
棄
す
る
こ
と
な
く
取
り
込
む
こ
と
も
ま
た
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
。
ベ
ッ
カ
ー
は
最
終
的
に
、
自
治
の
法
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概
念
を
「
国
家
監
督
の
下
に
お
け
る
、選
出
さ
れ
た
機
関
を
備
え
た
、国
家
に
組
み
込
ま
れ
た
権
利
能
力
の
あ
る
公
的
団
体
に
よ
る
、

固
有
の
名
に
お
け
る
、
固
有
責
任
に
よ
る
社
会
の
公
的
任
務
の
遂
行
」
で
あ
る
と
定
義
し
た(65)

。

第
三
節　

法
概
念
と
し
て
の
自
治
の
再
構
成

一　

自
治
概
念
の
多
様
性
の
意
味

　

こ
こ
ま
で
、
自
治
理
論
の
展
開
を
概
観
し
て
き
て
判
明
す
る
の
は
、
政
治
的―

法
的
自
治
、
あ
る
い
は
実
質
的―

形
式
的
自
治
と

い
う
よ
う
に
、
自
治
概
念
を
め
ぐ
っ
て
は
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
時
代
ご
と
の
政
治
社
会
的
状

況
、
そ
れ
に
規
定
さ
れ
る
各
論
者
の
関
心
の
所
在
や
目
的
に
応
じ
て
、
自
治
と
い
う
現
象
か
ら
多
様
な
要
素
が
取
り
出
さ
れ
、
そ
の

こ
と
が
概
念
定
義
を
特
徴
づ
け
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
こ
の
こ
と
は
、
政
治
的―

法
的
自
治
、
あ
る
い
は
実
質
的―

形
式
的
自
治
と

い
う
従
来
対
立
的
に
理
解
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
概
念
が
、
必
ず
し
も
排
他
的
対
立
を
な
す
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
。

実
際
に
、
ベ
ッ
カ
ー
の
自
治
概
念
の
定
義
は
そ
の
可
能
性
を
示
し
て
い
た
。

　

ク
ル
ー
ト
（W

infried K
luth

）
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
実
質
的―

形
式
的
自
治
構
想
の
区
別
が
、「
自
治
の
定
義
的
把
握
の
た
め

に
は
、
純
粋
に
組
織
法
的
考
察
方
法
で
足
り
る
の
か
、
ま
た
は
そ
れ
を
超
え
て
、
構
成
員
に
分
配
さ
れ
る
参
加
権
お
よ
び
上
位
に
お

か
れ
た
国
法
上
の
目
的
契
機
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
問
題
」
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
行
政
法
と
国
法
と

の
、
概
念
形
成
に
お
け
る
要
請
の
違
い
に
密
接
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
指
摘
す
る(66)

。
ク
ル
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
行
政
法
は
、
一

般
的
に
法
適
用
、よ
り
厳
密
に
い
え
ば
単
純
法
の
適
用
に
関
心
を
お
く
た
め
、
自
治
の
概
念
形
成（B

egriffsbildung

）に
お
い
て
は
、

そ
の
担
い
手
を
行
政
法
的
法
規
の
帰
責
主
体
と
し
て
明
確
に
説
明
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、国
法
上
の
概
念
は
、



法政論集　242号（2011） 302

論　　説

自
治
を
国
法
体
系
の
文
脈
に
お
い
て
、
国
家
機
関
の
一
部
と
し
て
、
正
統
性
と
の
関
係
に
お
い
て
も
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
か
か
る
学
問
的
目
的
の
違
い
が
概
念
定
義
の
違
い
を
規
定
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
行
政
法
学
に
お
け
る
自

治
概
念
の
定
義
が
、自
治
の
国
法
・
憲
法
上
の
秩
序
づ
け（Zuordnung

）や
正
統
性
を「
殆
ど
盲
目
的
に
前
提
と
す
る
」と
い
う
ク
ル
ー

ト
の
指
摘
は
正
鵠
を
射
て
い
る
と
思
わ
れ
る(67)

。
こ
の
点
に
お
い
て
、
法
技
術
的―

行
政
法
的
な
概
念
の
地
平
に
限
定
さ
れ
な
い
、
よ

り
上
位
の
次
元
に
お
け
る
概
念
形
成
の
要
請
が
理
論
的
に
潜
在
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　

従
来
、
行
政
法
学
に
お
い
て
は
組
織
法
的
問
題
が
疎
か
に
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ(68)

、
私
法
形
式

に
お
け
る
行
政
の
問
題
が
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
た
一
九
八
〇
年
代
に
組
織
法
へ
の
関
心
の
増
加
が
認
め
ら
れ
た(69)

。
か
か
る
事
情
を

背
景
と
し
て
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
か
ら
、
そ
れ
ま
で
法
概
念
と
し
て
の
自
治
か
ら
隔
離
さ
れ
て
き
た
政
治
的
自
治
を
法
的
に
構
造

化
し
、
法
規
範
的
内
容
を
も
つ
国
法
上
の
原
理
と
し
て
一
元
的
、
統
一
的
自
治
概
念
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
、
公
法
学
に
お

い
て
生
ず
る
。

二　

国
法
上
の
自
治
概
念
を
め
ぐ
る
議
論

（
一
）
ヘ
ン
ト
ラ
ー

　

か
か
る
観
点
か
ら
自
治
を
定
義
す
る
試
み
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
は
、
ヘ
ン
ト
ラ
ー
（R

einhard H
endler

）
の
業
績
で

あ
る
。
ヘ
ン
ト
ラ
ー
は
、
地
方
自
治
に
限
定
さ
れ
な
い
自
治
の
諸
制
度
が
、
そ
の
多
様
な
相
違
を
超
え
て
実
質
的
な
共
通
性
を
示
し

て
い
る
と
し
て
、
国
家
秩
序
に
関
す
る
一
般
原
理
と
し
て
の
自
治
概
念
を
形
成
し
よ
う
と
す
る(70)

。
ヘ
ン
ト
ラ
ー
は
、「
参
加
に
よ
る

自
由
希
求
的
な
自
治
の
伝
統
（partizipatorisch-freiheitliche Tradition der Selbstverw

altung

）
が
国
家
・
行
政
法
的
ド
グ
マ
ー

テ
ィ
ク
に
お
い
て
も
生
き
た
ま
ま
で
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
限
り
、
政
治
的
自
治
の
考
え
方
と
法
概
念
と
を
再
び
し
っ
か
り
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と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
て
、
自
治
の
法
概
念
が
、
公
行
政
へ
の
市
民
の
参
加
と
い
う
観
点
を
明
確
に
受
け
入
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
「
個
々
の
自
治
主
体
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
大
学
、
社
会
保
険
担
当
機
関
、
産
業
・
商
業

会
議
所
な
ど
）
が
、
そ
の
と
き
ど
き
に
特
定
の
人
的
範
囲
の
み
を
包
括
し
、
そ
の
主
体
に
課
さ
れ
た
公
的
任
務
の
遂
行
へ
と
参
加
さ

せ
る
」
点
を
顧
慮
す
れ
ば
、
自
治
は
「
当
事
者
参
加
の
形
態
」
で
あ
り
「
当
事
者
行
政
（B

etrofenenverw
altung

）」
で
あ
る
こ
と

が
判
明
す
る
と
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
参
加
と
い
う
政
治
的
思
考
が
目
指
す
の
は
、「
当
事
者
の
観
念
、
希
望
お
よ
び
要
求
を
、
強

く
顧
慮
し
、そ
し
て
こ
の
人
的
集
団
を
と
り
わ
け
多
数
決
か
ら
守
る
こ
と
で
あ
」
り
、そ
れ
は
「
差
異
化
す
る
（differenzierend

）、

少
数
者
保
護
の
原
理
に
影
響
さ
れ
た
政
治
的
平
等
思
考
に
基
づ
い
て
い
る
」。こ
れ
は
す
な
わ
ち「
当
事
者
参
加
に
よ
る
当
事
者
保
護
」

と
し
て
の
自
治
で
あ
り
、
ヘ
ン
ト
ラ
ー
は
か
か
る
構
想
か
ら
自
治
概
念
の
一
般
的
な
定
義
を
行
う(71)

。
す
な
わ
ち
、
自
治
と
は
「
国
家

直
属
の
官
庁
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
機
構
的
に
独
立
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
と
い
う
ま
と
ま
り
（Staatsverband

）
に
組
み
込

ま
れ
て
お
り
、
特
定
の
公
的
任
務
が
そ
れ
に
特
別
に
関
係
す
る
人
々
す
な
わ
ち
当
事
者
に
よ
っ
て
固
有
の
責
任
で
（
そ
れ
は
、
せ
い

ぜ
い
国
家
に
よ
る
法
監
督
の
下
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
）
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
際
立
つ
と
こ
ろ
の
、
公
法
上
の
組
織
体
」
で

あ
る(72)

。
こ
の
自
治
概
念
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
公
法
上
の
法
形
式
、
当
事
者
参
加
お
よ
び
固
有
の
責
任
に
よ
る
任
務
遂
行
（
国
家
監

督
の
法
監
督
へ
の
制
限
）
で
あ
る
。

　

ヘ
ン
ト
ラ
ー
の
自
治
概
念
定
義
は
、
か
つ
て
ギ
ー
ル
ケ
が
示
し
た
、
自
治
の
自
由
主
義
的
性
格
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、「
当
事
者
参
加
に
よ
る
当
事
者
保
護
」
と
い
う
公
式
に
は
、
自
治
主
体
た
る
団
体
が
個
々
の
構
成
員
の
権
利
と
自
由
を
抑
圧

す
る
危
険
性
が
不
可
避
的
に
つ
き
ま
と
う
。
ヘ
ン
ト
ラ
ー
も
当
然
こ
の
点
を
認
識
し
て
お
り
、
こ
の
公
式
が
実
際
に
有
効
に
機
能
す

る
か
否
か
は
、
第
一
に
自
治
主
体
の
内
部
構
造
に
依
存
し
て
お
り
、
自
治
制
度
の
民
主
的
内
部
構
造
が
こ
の
点
に
お
い
て
有
効
な
法

的
保
護
シ
ス
テ
ム
と
な
る
こ
と
、
第
二
に
法
監
督
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
が
正
当
に
言
及
さ
れ
て
い
る(73)

。
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（
二
）
ク
ル
ー
ト

　

ヘ
ン
ト
ラ
ー
が
自
治
の
自
由
主
義
的
意
義
を
強
調
す
る
の
に
対
し
て
、ク
ル
ー
ト
は
自
治
と
民
主
政
原
理
の
近
接
性
を
強
調
す
る
。

ク
ル
ー
ト
は
従
来―

憲
法
上
保
障
さ
れ
た
地
方
自
治
の
影
と
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
あ
る
い
は
そ
の
発
現
形
態
の
多
様
性
か
ら―

学

問
上
統
一
的
考
察
・
評
価
が
十
分
に
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
機
能
的
自
治
（funktionale Selbstverw

altung

）
を
検
討
対
象
と
す

る(74)

。
な
ぜ
な
ら
、
一
方
に
お
け
る
国
民
国
家
の
超
国
家
的
共
同
体
へ
の
統
合
に
よ
る
国
家
の
存
在
意
義
の
変
遷
、
そ
の
反
作
用
と
し

て
の
サ
ブ
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
生
活
統
一
体
（
地
域
）
の
有
す
る
意
味
の
増
大
お
よ
び
市
民
の
側
か
ら
の
統
合
・
参
加
へ
の
要
求
の
強

ま
り
、
他
方
に
お
け
る
産
業
社
会
に
お
け
る
国
家
任
務
の
増
大
、
国
家
市
民
に
よ
る
民
主
政
実
現
の
困
難
化
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
公

的
重
要
事
項
の
決
定
に
対
す
る
専
門
家
の
影
響
力
拡
大
を
背
景
に
、
機
能
的
自
治
の
有
す
る
市
民
の
参
加
・
統
合
機
能
、
潜
在
的
行

政
能
力
、
反
民
主
的
作
用
の
緩
和
可
能
性
が
注
目
を
集
め
て
い
る
と
認
識
す
る
か
ら
で
あ
る(75)

。

　

し
か
し
、
か
か
る
国
家
的
諸
問
題
の
克
服
の
た
め
に
機
能
的
自
治
を
取
り
上
げ
る
に
は
、
機
能
的
自
治
の
国
家
組
織
体
系
へ
の
秩

序
づ
け
と
憲
法
上
の
正
統
化
の
解
明
が
前
提
と
し
て
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
機
能
的
自
治
が
合
理
的
か
つ
組
織
的
に
基
本
法
の
憲
法

構
造
へ
と
取
り
込
ま
れ
た
統
一
的
行
政
類
型
で
あ
る
と
い
う
仮
説
を
立
て
、
そ
の
実
証
を
試
み
る
。
ク
ル
ー
ト
は
、
行
政
組
織
法
に

関
す
る
憲
法
上
の
所
与
条
件
（Vorgabe

）
に
関
す
る
考
察
か
ら
、
ま
ず
自
治
概
念
に
対
す
る
国
法
上
の
最
小
限
の
要
請
を
、「
法
人

格
を
有
す
る
行
政
の
担
い
手
の
固
有
の
任
務
に
関
す
る
固
有
の
決
定
権
限
の
存
在
」で
あ
る
と
す
る(76)

。
こ
の
要
請
が
意
味
す
る
の
は
、

第
一
に
、
自
治
の
組
織
が
国
家
の
領
域
に
属
し
、
し
た
が
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
基
本
権
あ
る
い
は
私
的
自
治
に
基
づ
く
組
織
と
区
別
さ

れ
う
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
真
正
の
国
家
行
政
か
ら
も
区
別
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
自
治
主
体

が
遂
行
す
る
任
務
が
、
国
家
の
管
轄
秩
序
か
ら
演
繹
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る(77)

。
そ
の
延
長
線
上
に
お
い
て
、
ク
ル
ー
ト
は

機
能
的
自
治
の
概
念
決
定
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
以
下
の
よ
う
に
整
理
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
⑴
民
主
的
参
加
権
の
⑵
集
団
的
に
正
統
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化
さ
れ
た
団
体
国
民
（Verbandsvolk

）
へ
の
配
分
で
あ
っ
て
、
⑶
そ
の
団
体
国
民
は
事
柄
上
お
よ
び
人
的
に
固
有
の
任
務
の
固
有

の
責
任
に
よ
る
遂
行
の
た
め
に
任
じ
ら
れ
、
⑷
そ
れ
ゆ
え
に
最
終
責
任
に
よ
る
決
定
の
自
由
余
地
を
有
し
て
お
り
、
⑸
そ
の
余
地
は

国
家
監
督
の
法
監
督
へ
の
制
限
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る(78)

」。

　

ク
ル
ー
ト
の
自
治
構
想
に
お
い
て
特
徴
的
で
あ
る
の
は
、
自
治
と
民
主
政
原
理
の
間
に
特
別
な
近
接
関
係
を
見
出
す
点
で
あ
る
。

そ
れ
は
第
一
に
、
立
法
者
に
よ
る
機
能
的
自
治
の
創
設
行
為
が
、
機
能
的
自
治
主
体
の
構
成
員
に
対
し
て
集
団
的
に
議
会
に
由
来
す

る
民
主
的
正
統
性
を
付
与
す
る
と
す
る
解
釈
に(79)

、
第
二
に
、
機
能
的
自
治
主
体
の
設
立
に
伴
う
義
務
的
構
成
員
資
格
そ
れ
自
体
は
、

基
本
権
的
自
由
に
対
す
る
抽
象
的
侵
害
と
し
て
法
治
国
家
原
理
と
緊
張
関
係
に
立
つ
も
の
で
は
な
く(80)

、
む
し
ろ
「
民
主
的
な
能
動
的

地
位
」す
な
わ
ち「
民
主
的
参
加
権
」の
拡
大
を
目
指
す
優
遇
的
事
象
で
あ
る
と
す
る
解
釈
に
表
れ
て
い
る(81)

。
し
た
が
っ
て
、
ク
ル
ー

ト
に
お
い
て
機
能
的
自
治
と
は
、
端
的
に
は
「
民
主
的
な
当
事
者
行
政
」
で
あ
る
と
い
う
公
式
に
よ
り
説
明
さ
れ
る(82)

。
も
っ
と
も
、

ク
ル
ー
ト
は
、
機
能
的
自
治
に
お
け
る
民
主
的
参
加
が
無
条
件
に
民
主
政
原
理
の
強
化
に
至
る
な
ど
と
い
う
楽
観
的
見
解
を
と
る
も

の
で
は
な
い
。
ク
ル
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
機
能
的
自
治
主
体
の
民
主
的
正
統
化
は
あ
く
ま
で
国
家
国
民
す
な
わ
ち
議
会
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
機
能
的
自
治
主
体
の
構
成
員
が
そ
の
正
統
化
の
源
泉
と
な
る
こ
と
は
出
来
ず(83)

、
し
た
が
っ
て
機
能
的
自
治
主
体
の
内

部
組
織
の
あ
り
方
が
基
本
法
上
の
民
主
政
原
理
に
拘
束
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
る(84)

。

（
三
）
シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
ア
ス
マ
ン

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
ア
ス
マ
ン
（Eberhard Schm

idt-A
βm

ann
）
は
、
一
方
に
お
い
て
、
ヘ
ン
ト
ラ
ー
が
示
し
た
「
当
事
者
行
政
」

と
い
う
自
治
構
想
を
受
け
入
れ
つ
つ
も
、
自
治
に
潜
在
す
る
上
述
の
危
険
性
に
対
し
て
よ
り
強
い
注
意
を
促
し
、
他
方
に
お
い
て
、

ク
ル
ー
ト
の
強
調
す
る
自
治
と
民
主
政
原
理
の
近
接
性
に
対
し
て
は
、
両
者
の
間
に
共
通
性
を
承
認
し
つ
つ
も
、
確
か
な
緊
張
関
係

の
存
在
を
認
め
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
ア
ス
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ン
ト
ラ
ー
が
提
起
し
た
「
国
法
上
の
『
秩
序
原
理
と
し
て
の
自
治
』
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と
い
う
、
複
線
の
統
一
化
へ
の
こ
の
問
い
（diese Frage nach den verheitlichenden Linien

）
は
、
ま
ず
は
憲
法
レ
ベ
ル
に
お

い
て
答
え
が
探
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い(85)

」。
基
本
法
上
、「
民
主
主
義
的
に
形
成
さ
れ
た
当
事
者
行
政
の
モ
デ
ル
」で
あ
る
地
方
自
治
、

「
基
本
権
保
護
的
な
当
事
者
行
政
の
モ
デ
ル
」
で
あ
る
大
学
の
自
治
、
お
よ
び
両
者
の
「
中
間
領
域
」
で
あ
る
社
会
保
険
法
上
の
自

治
の
三
つ
に
つ
い
て
は
少
な
く
と
も
「
当
事
者
に
よ
る
固
有
の
運
営
と
し
て
の
、
団
体
的
に
か
た
ち
づ
く
ら
れ
た
分
権
行
政
」
と
い

う
考
え
が
根
拠
づ
け
ら
れ
、
そ
し
て
基
本
法
上
か
よ
う
に
見
出
さ
れ
る
国
家
組
織
的
原
理
と
し
て
の
自
治
の
発
展
が
、
実
定
憲
法
の

所
与
性
に
基
づ
く
行
政
組
織
法
の
新
た
な
秩
序
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
期
待
す
る(86)

。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
ア
ス
マ
ン
に
お
い
て
、
自
治
と
は
「
一
方
に
お
け
る
民
主
主
義
的―

代
表
的
国
家
お
よ
び
そ
こ
に
組
み
込
ま
れ
る

ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ッ
シ
ュ
に
組
み
立
て
ら
れ
た
行
政
と
、
他
方
に
お
け
る
基
本
法
上
保
護
さ
れ
た
個
々
人
の
権
利
領
域
の
多
様
な
具
現
方

法
と
の
間
の
領
域
を
、
行
動
と
秩
序
（B
ew

egung und O
rdnung

）
と
が
同
様
に
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
、『
混
合
形
態
』
に
よ
っ
て

構
成
す
る
こ
と
で
あ
る―

団
体
的
な
外
観
の
法
形
式
と
政
治
的
な
内
部
構
造
と
の
、
特
殊
な
、
法
治
国
家
的
に
細
部
ま
で
作
り
上
げ

ら
れ
た
結
合
と
し
て
の
自
治
！)87

(

」
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
と
り
わ
け
注
意
を
向
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
自
治
が
「
法
治
国
家
的
支

配
の
基
本
前
提
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
距
離
」（
客
観
性
を
担
保
す
る
距
離―

例
え
ば
ゲ
マ
イ
ン
デ
議
会
と
住
民
）
を
短
縮
す
る
」
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
自
治
固
有
の
決
定
手
続
に
対
す
る
限
界
づ
け
ら
れ
た
枠
組
制
御
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
ば
な
ら
」
ず
、し
た
が
っ

て
、
法
監
督
と
し
て
の
国
家
監
督
が
自
治
に
お
い
て
有
す
る
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る(88)

。
さ
ら
に
、
特
定
の
人
的
範
囲
に
公
的
任
務
遂

行
を
委
ね
る
「
当
事
者
行
政
」
と
し
て
の
自
治
が
、
政
治
的
平
等
を
要
請
す
る
民
主
政
原
理
と
の
間
で
緊
張
を
は
ら
む
こ
と
に
つ
い

て
の
理
論
的
整
理
も
行
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
地
方
自
治
を
除
く
機
能
的
自
治
は
、
国
家
国
民
す
な
わ
ち
議
会
に
よ
り
民
主
的
正
統

化
を
行
わ
れ
る
と
同
時
に
、
自
治
主
体
の
構
成
員
に
由
来
す
る
自
律
的
正
統
化
（autonom

e Legitim
ation

）
と
い
う
独
自
の
ル
ー

ト
に
よ
っ
て
も
正
統
化
さ
れ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る(89)

。
こ
の
見
解
は
、
機
能
的
自
治
の
民
主
的
正
統
性
と
大
臣
行
政
あ
る
い
は
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地
方
自
治
の
そ
れ
と
の
間
に
構
造
的
区
別
を
認
め
な
い
ク
ル
ー
ト
の
立
場
と
対
照
的
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
民
主
政
原
理
と

自
治
と
の
異
質
性
が
よ
り
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

三　

国
法
上
の
自
治
概
念
の
定
義

　

国
法
上
の
自
治
概
念
の
構
想
を
め
ぐ
っ
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
政
治
的
自
治
と
法
的

自
治
あ
る
い
は
実
質
的
自
治
と
形
式
的
自
治
と
い
う
自
治
の
二
元
的
理
解
を
克
服
し
て
、
自
治
を
「
当
事
者
行
政
」
と
い
う
観
念
の

下
で
一
元
的
概
念
と
し
て
形
成
し
よ
う
と
す
る
点
、
第
二
に
、
自
治
概
念
を
単
に
法
技
術
的
に
定
義
す
る
の
み
な
ら
ず
、
国
法
上
の

概
念
と
し
て
憲
法
規
範
へ
の
秩
序
づ
け
を
強
く
意
識
す
る
点
で
あ
る
。
各
論
者
は
と
も
に
公
的
任
務
遂
行
へ
の
当
事
者
参
加
を
自
治

の
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
み
な
し
て
お
り
、
自
治
の
概
念
決
定
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
当
事
者
参
加
が
組
織
化
さ
れ
た
権
利
能

力
の
あ
る
（
主
と
し
て
公
法
上
の
）
団
体
と
い
う
組
織
形
態
お
よ
び
固
有
の
任
務
の
固
有
の
責
任
に
よ
る
遂
行
権
限
の
存
在
（
国
家

監
督
の
法
監
督
へ
の
限
定
）
を
挙
げ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
治
の
憲
法
規
範
へ
の
秩
序
づ
け
に
関
し
て
は
、
執
行
権
に
属
す
る
自

治
が
民
主
政
原
理
お
よ
び
法
治
国
家
原
理
に
服
す
る
点
に
つ
い
て
各
論
者
の
一
致
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
重
点
の
置
き
方
は

多
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
に
お
い
て
は
自
治
の
自
由
主
義
的
意
義
が
強
調
さ
れ
（
ヘ
ン
ト
ラ
ー
）、
他
方
に
お
い
て
は
自
治

に
よ
る
法
治
国
家
的
距
離
の
縮
減
が
警
戒
さ
れ
る
（
シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
ア
ス
マ
ン
）。
あ
る
い
は
、
一
方
に
お
い
て
は
自
治
と
民
主
政

原
理
の
近
接
性
が
強
調
さ
れ
（
ク
ル
ー
ト
）、
他
方
に
お
い
て
は
両
者
の
共
通
性
に
解
消
さ
れ
え
な
い
異
質
性
へ
の
固
執
す
な
わ
ち

正
統
化
ル
ー
ト
の
区
別
が
み
ら
れ
る
（
シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
ア
ス
マ
ン
）。

　

以
上
の
よ
う
な
解
釈
問
題
を
残
し
つ
つ
も
、
国
法
上
の
自
治
概
念
は
、
各
論
者
の
議
論
を
参
考
に
す
れ
ば
、
さ
し
あ
た
り
以
下
の

よ
う
に
定
義
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
自
治
と
は
、
主
と
し
て
公
法
上
の
組
織
に
よ
る
、
当
事
者
の
参
加
に
基
づ
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き
固
有
の
任
務
を
固
有
の
責
任
に
よ
り
遂
行
す
る
（
国
家
監
督
の
法
監
督
へ
の
限
定
）「
当
事
者
行
政
」
で
あ
り
、
執
行
権
に
属
す

る
も
の
と
し
て
そ
の
根
拠
と
限
界
を
法
治
国
原
理
お
よ
び
民
主
政
原
理
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る(90)

。
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altung, S. 1106.

⒆　

Forsthoff, a. a. O
., S. 472.

⒇　

H
endler, Selbstverw

altung, S. 1106.

21　

L
・
シ
ュ
タ
イ
ン
の「
社
会
行
政
」の
観
念
に
つ
い
て
、
木
村
周
市
朗「
シ
ュ
タ
イ
ン
行
政
国
家
論
の
成
立
」成
城
大
学
経
済
研
究
一
四
三
号（
一
九
九
八

年
）
三
二
六―

三
二
八
頁
参
照
。

22　

同
上
三
二
四
頁
。
シ
ュ
タ
イ
ン
行
政
学
に
お
け
る
「
国
家
行
政
」
お
よ
び
「
自
由
な
行
政
」
の
概
念
に
つ
い
て
、
同
上
三
二
四―

三
二
六
頁
参
照
。

23　

Forsthoff, a. a. O
., S. 472. 
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24　
H

endler, Selbstverw
altung, S. 1105.

25　

グ
ナ
イ
ス
ト
の
自
治
理
論
に
つ
い
て
、北
住
・
前
掲
注
⑸
七
一
頁
以
下
、上
山
安
敏
『
憲
法
社
会
史
』（
日
本
評
論
社
、一
九
七
七
年
）
七
五
頁
以
下
、木
佐
・

前
掲
注
⑵
（
三
）
八
六―

九
七
頁
、赤
木
須
留
喜
「
ド
イ
ツ
法
治
国
家
の
論
理
と
構
造
（
二
）（
三
）」
国
家
学
会
雑
誌
七
八
巻
一
一
・
一
二
号
（
一
九
六
五

年
）
一
頁
以
下
、
七
九
巻
一
・
二
号
（
一
九
六
五
年
）
五
二
頁
以
下
を
参
照
。

26　

Forsthoff, a. a. O
., S. 472.

27　

グ
ナ
イ
ス
ト
が
、「
国
王
を
蔑
に
し
な
い
、
貴
族
主
義
的
・
似
而
非
議
会
主
義
的
統
治
シ
ス
テ
ム
」（
上
山
・
前
掲
注
25
六
二
頁
）
の
構
築
を
目
指
し
、

イ
ギ
リ
ス
のself governm

ent
を
い
か
な
る
理
念
像
で
と
ら
え
て
い
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
同
上
五
〇―

八
二
頁
参
照
。

28　

同
上
九
一
頁
に
よ
れ
ば
、
グ
ナ
イ
ス
ト
の
か
か
る
二
元
論
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
、
古
い
一
八
世
紀
の
治
安
判
事
制
と
、
一
九
世
紀
の
新
た
な
産
業

社
会
と
そ
れ
に
対
応
し
た
選
挙
法
の
改
正
の
下
で
、
社
会
的
・
経
済
的
変
化
に
即
応
し
た
、
選
出
さ
れ
たB

oards

と
の
対
立
に
着
想
を
得
て
お
り
、
両

者
の
対
立
を
、
公
権
（
官
憲
）
的
自
治
（
対
象
は
陪
審
、
治
安
）
と
経
済
的
自
治
（
対
象
は
救
貧
、
衛
生
、
道
路
行
政
）
と
い
う
用
語
に
お
い
て
表
現
し

て
い
る
。
両
者
は
、
前
者
が
国
家
の
職
務
の
義
務
を
通
じ
て
遂
行
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
が
社
会
の
地
域
的
利
益
を
遂
行
す
る
点
で
対
比
さ
れ
る
。

29　

O
tto von G

ierke, R
udolf v. G

neist. G
edächtnisrede, B

erlin 1896, S. 30.

30　

木
佐
・
前
掲
注
⑵
（
三
）
九
一
頁
。

31　

同
上
。

32　

北
住
・
前
掲
注
⑸
七
一―

七
三
頁
。

33　

Forsthoff, a. a. O
., S. 473.

34　

H
endler, Selbstverw

altung, S. 1136.

35　

ギ
ー
ル
ケ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
理
論
に
基
づ
く
国
家
論
に
つ
い
て
、
遠
藤
康
弘
「
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ギ
ー
ル
ケ
の
政
治
共
同
体
像―

団
体
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人
格
論
と
自
然
法
論
の
内
在
的
理
解
を
中
心
と
し
て―

（
一
）（
二
）
完
」
北
大
法
学
論
集
第
五
三
巻
五
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
七
一
頁
以
下
、
同
巻
六

号
二
二
三
頁
以
下
（
同
年
）、
同
『
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ギ
ー
ル
ケ
の
政
治
思
想―

第
二
帝
政
期
ド
イ
ツ
政
治
思
想
史
研
究
序
説―

』（
国
際
書
院
、

二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

36　

O
tto von G

ierke, D
as deutsche G

enossenschaftsrecht, B
d. 1, B

erlin 1868

〔
以
下
、G

enossenschaftsrecht

と
略
記
〕, S.3. 

な
お
、
引
用
し
た

原
語
の
表
記
は
原
典
の
表
記
法
に
従
っ
て
い
る
た
め
、
現
代
ド
イ
ツ
語
の
表
記
法
と
異
な
る
。

37　

Forsthoff, a. a. O
., S. 475.

38　

O
tto von G

ierke, D
ie G

rundbegriff des Staatsrechts und die neuesten Staatsrechtstheorien, Tübingen 1915, S. 56.

39　

G
ierke, G

enossenschaftsrecht, S.1.

40　

O
tto von G

ierke, Lands Staatsrecht und die D
eutsche R

echtsw
issenschaft, 2. A

ufl., D
arm

stadt 1961 (N
achdruck), S.56.

41　

H
endler, O

rdnungsprinzip, S.68.

42　

O
tto von G

ierke, D
ie G

enossennschaftstheorie und die deutsche R
echtsprechung, B

erlin 1963 (N
achdruck), S.655.

43　

H
endler, O

rdnungsprinzip, S. 68.

44　

G
ierke, G

enossenschaftsrecht, S. 3.

45　

H
endler, Selbstverw

altung, S. 1107.

46　

Ebenda, S. 1106.

47　

Forsthoff, a. a. O
., S. 473.

48　

Ebenda. 

フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ
は
、
一
八
九
〇
年
に
行
わ
れ
た
統
計
調
査
に
よ
れ
ば
、
大
都
市
人
口
の
僅
か
四
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
居
住
都
市
で
生

ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
大
都
市
人
口
の
過
半
数
以
上
が
外
部
か
ら
の
流
入
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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49　
H

endler, Selbstverw
altung, S. 1108. 

ラ
ー
バ
ン
ト
の
自
治
理
論
に
つ
い
て
、
木
佐
・
前
掲
注
⑵
（
四
）
九
三―

九
五
頁
参
照
。
ラ
ー
バ
ン
ト
の
実

証
主
義
的
憲
法
理
論
に
つ
い
て
は
、
栗
城
壽
夫
「
ゲ
ル
バ
ーC

arl Friedlich G
erber

（1823― 1891

）
と
ラ
ー
バ
ン
トPaul Laband

（1838― 1918

）

―
形
式
主
義
的
憲
法
理
論
の
機
能―

」小
林
孝
輔
編『
ド
イ
ツ
公
法
の
理
論―

そ
の
今
日
的
意
義
』（
一
粒
社
、一
九
九
二
年
）五
四
頁
以
下
参
照
。
ハ
チ
ェ
ッ

ク
（Jurius H

atschek

）
が
指
摘
す
る
ラ
ー
バ
ン
ト
的
法
実
証
主
義
の
三
つ
の
ド
グ
マ
に
つ
い
て
、
塩
野
宏
『
オ
ッ
ト
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
行
政
法
学
の
構
造
』

（
有
斐
閣
、
一
九
六
二
年
）
五
七―

六
一
頁
参
照
。

50　

Forsthoff, a. a. O
., S. 474.

51　

Ebenda. 

な
お
、
こ
の
定
義
に
お
い
て
、
国
家
市
民
の
活
動
お
よ
び
共
同
決
定
の
契
機
は
、
さ
し
あ
た
り
、
な
お
社
団
の
必
要
条
件
、
す
な
わ
ち
団
体

の
組
織
の
有
効
化
の
た
め
の
団
体
構
成
員
の
意
思
と
し
て
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

52　

Ebenda, S. 474.

53　

Forsthoff, a. a. O
., 475. 

ラ
ー
バ
ン
ト
自
身
は
自
治
概
念
を
も
っ
ぱ
ら
地
方
団
体
に
限
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
後
の
公
法
学
説
に
よ
っ
て
公
共
的

な
任
務
を
与
え
ら
れ
た
そ
の
他
の
団
体
が
自
治
概
念
に
引
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
倉
田
聡
『
医
療
保
険
の
基
本
構
造―

ド
イ
ツ

疾
病
保
険
制
度
史
研
究
』（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
一
九
九
七
年
）
一
〇
四
頁
参
照
。

54　

第
二
次
世
界
大
戦
以
降
の
自
治
構
想
の
整
理
に
つ
い
て
、vgl. H

endler, O
rdnungsprinzip, S. 271ff.

55　

Forsthoff, a. a. O
., S. 478.

56　

H
ans J. W

olff/O
tto B

achof/R
olf Stober, Verw

altungsrecht B
d. 2, 5. A

ufl., M
ünchen 1987, S. 19f. 

も
っ
と
も
、
ク
ル
ー
ト
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
に

よ
る
こ
の
定
義
は
、「
専
門
的
指
示
か
ら
自
由
」
な
任
務
遂
行
と
い
う
要
素
を
含
む
た
め
に
、
自
治
主
体
の
固
有
の
責
任
に
よ
る
任
務
遂
行
を
自
治
の
法

概
念
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
含
む
こ
と
と
な
る
か
ら
、
純
粋
に
法
技
術
的
観
点
に
基
づ
く
定
義
と
は
い
え
な
い
と
す
る
。V

gl. K
luth, Funktionale 

Selbstverw
altung, S. 20.
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57　
H

endler, O
rdnungsprinzip, S. 275.

58　
U

lrich Scheuner, D
ie staatliche Intervention im

 B
ereich der W

irtshaft, V
V

D
StR

L 11 (1954), S. 36f. (Fn. 102).
59　

U
lrich K

. Preu β, Zum
 staatsrechtlichen B

egriff des Ö
ffentlichen untersucht am

 B
eispiel des verfassungsrechtlichen Status kultureller 

O
rganisationen, Stuttgart 1969, S. 197ff.

60　

Ebenda, S. 211f.

61　

Ebenda, S. 212.

62　

H
endler, O

rdnungsprinzip, S. 279.

63　

形
式
的
意
味
と
実
質
的
意
味
と
で
概
念
を
区
別
す
る
発
想
は
、R

udolf Elleringm
anns

の
理
論
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。V

gl. R
udolf 

Elleringm
ann, Selbstverw

altung, in: Friedrich G
iese (H

rsg.), D
ie Verw

altung H
eft 14, o. j. (um

1954), S. 7f.

64　

Erich B
ecker, D

ie Selbstverw
altung als verfassungrechtliche G

rundlage der kom
m

unalen O
rdnung in B

und und Ländern, in: H
ans 

Peters (H
rsg.), H

andbuch der kom
m

unalen W
issenschaft und Praxis, B

d. 1, B
erlin/G

öttingen/H
eidelberg 1956, S. 116.

65　

B
ecker, a. a. O

., S. 120f.

66　

W
infried K

luth, Funktionale Selbstverw
altung. Verfassungsrechtlicher Status-verassungsrechtlicher Schutz, Tübingen 1997,

〔
以
下
、

Funktionale Selbstverw
altung

と
略
記
〕S. 20.

67　

Ebenda.

68　

す
で
に
一
九
七
〇
年
代
末
に
は
、
行
政
法
学
に
お
い
て
組
織
法
が
疎
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
F. 

シ
ュ
ナ
ッ
プ
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

Friedlich E. Schnapp, Zu D
ogm

atik und Funktion des staatlichen O
rganisationsrechts, R

echtstheorie B
d. 9 (1978), S. 276; ders. 

D
ogm

atische Ü
berlegung zu einer Theorie des O

rganisationsrechts, A
öR

 105 (1980), S. 244.
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69　
W

infried K
luth, D

em
okratische Legitim

ation in der funktionalen Selbstverw
altung, in: Friedrich E. Schnapp (H

rsg.), Funktionale 

Selbstverw
altung und D

em
okratieprinzip

―
am

 B
eispiel der Sozialversicherung, Frankfurt am

 M
ain/B

erlin/B
ern/B

ruxelles/N
ew

 York/

O
xford/W

ien 2001, S. 19.

70　

H
endler, O

rdnungsprinzip, S. 2.

71　

Ebenda, S. 1139f.

72　

Ebenda, S. 1142.

73　

Ebenda, S. 1162.

74　

機
能
的
自
治
の
定
義
に
つ
い
て
、vgl. H

ans J. W
olff/O

tto B
achof/R

olf Stober, Verw
altungsrecht B

d. 3, 5. A
ufl., M

ünchen 2004

〔
以
下
、

Verw
altungsrecht B

d.3

と
略
記
〕, S. 170ff, 773ff. 

機
能
的
自
治
が
地
方
自
治
に
対
比
さ
れ
る
場
合
、
以
下
の
区
別
が
意
図
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第

一
に
、
地
方
自
治
に
お
い
て
自
治
団
体
構
成
の
連
結
点
が
当
該
領
域
へ
の
定
住
に
求
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
機
能
的
自
治
に
お
い
て
そ
れ
は
特
定
の
職

業
へ
の
従
事
（
経
済
的
・
同
業
組
合
等
）、
特
定
の
機
能
の
遂
行
（
大
学
等
）
ま
た
は
特
定
の
任
務
の
当
事
者
性
（
物
的
団
体
（R

ealkörperschaft

）、

社
会
的
自
治
等
）
に
求
め
ら
れ
る
。
第
二
に
、
地
方
自
治
に
お
い
て
は
参
加
の
基
盤
が
一
般
的
な
市
民
的
地
位
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
機
能
的
自
治
に
お

い
て
、
そ
れ
は
あ
る
職
業
身
分
へ
の
帰
属
ま
た
は
任
務
の
当
事
者
性
に
よ
り
前
提
と
さ
れ
て
い
る
特
殊
の
専
門
知
識
で
あ
る
。
第
三
に
、
地
方
自
治
に
お

い
て
は
あ
ら
ゆ
る
任
務
が
担
わ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
全
権
性
（A

llzuständigkeit

）
が
問
題
と
な
る
の
に
対
し
て
、
機
能
的
自
治
に
お
い
て
は
、

基
本
的
に
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
狭
く
把
握
さ
れ
た
権
限
が
問
題
と
な
る
（S. 774
）。

　
　

本
書
に
お
い
て
執
筆
を
分
担
し
た
ク
ル
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
機
能
的
自
治
と
は
、
大
臣
の
指
示
権
へ
の
従
属
性
の
下
に
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ッ
シ
ュ
に
法
的
統
一

性
を
も
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
大
臣
行
政
（M

inisterialverw
altung

）
お
よ
び
地
方
自
治
に
次
ぐ
、
第
三
の
憲
法
上
正
統
性
を
有
す
る
統
一
的
行
政
類
型

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
が
、
か
か
る
見
解
は
異
論
の
な
い
も
の
で
は
な
く
、
一
定
の
留
保―

機
能
的
自
治
が
独
立
の
行
政
類
型
と
し
て
承
認
さ
れ
、
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と
り
わ
け
間
接
的
国
家
行
政
等
の
行
政
類
型
に
概
括
的
に
分
類
さ
れ
な
い
限
り
に
お
い
て―

を
伴
う
（S. 170f.

）。
し
た
が
っ
て
、
機
能
的
自
治
の
定
義

に
お
い
て
は
、
類
似
概
念
か
ら
の
境
界
づ
け
が
重
要
と
な
る
。

　
　

機
能
的
自
治
と
の
区
別
が
問
題
と
な
る
類
似
概
念
と
し
て
、ク
ル
ー
ト
は
、間
接
的
国
家
行
政
、コ
ン
ド
ミ
ニ
ウ
ム
行
政
（K

ondom
inialverw

altung

）

お
よ
び
大
臣
か
ら
自
由
な
行
政
（m

inisterialfreie Verw
altung

）
を
挙
げ
る
。
第
一
に
、
間
接
的
国
家
行
政
に
つ
い
て
、
支
配
的
見
解
は
こ
の
概
念
に

機
能
的
自
治
を
含
め
る
が
（Z. B

. H
artm

ut M
aurer, A

llgem
eines Verw

altungsrecht, 15. A
ul., M

ünchen 2004, S. 573ff.

）、
そ
の
狙
い
は
、
法
人

格
を
有
す
る
公
法
上
の
社
団
、
営
造
物
お
よ
び
団
体
と
い
う
多
様
な
組
織
法
形
態
を
囲
い
込
む
た
め
の
「
カ
プ
セ
ル
」
と
し
て
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
用
い

る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
。
ク
ル
ー
ト
は
、
か
か
る
組
織
法
的
体
系
化
の
た
め
の
意
義
を
首
肯
し
つ
つ
も
、
広
義
の
間
接
的
国
家
行
政
概
念
理
解
が
あ
ま
り

に
も
多
様
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
混
合
し
て
し
ま
う
た
め
、
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
に
、
狭
義
の
間
接
国
家
行
政
概
念
理
解
、
す
な
わ
ち
「
排
他
的
に
国
家
任

務
を
遂
行
し
、
し
た
が
っ
て
そ
の
任
務
か
ら
も
直
接
的
連
邦―

州
行
政
に
分
類
さ
れ
う
る
、
連
邦
ま
た
は
州
に
よ
っ
て
設
立
・
監
督
さ
れ
て
い
る
公
法
上

の
行
政
体
」
を
提
唱
す
る
。
そ
の
際
、
同
概
念
を
も
っ
て
地
方
自
治
お
よ
び
機
能
的
自
治
の
担
い
手
は
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。
第
二
に
、
コ
ン
ド
ミ
ニ
ウ

ム
行
政
は
、
行
政
組
織
の
独
立
の
類
型
で
は
な
く
、
む
し
ろ
国
家
の
決
定
へ
の
、
私
人
の
集
団
多
元
的
参
加
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
は
典
型
的
に

公
行
政
の
担
い
手
の
内
部
の
委
員
会
あ
る
い
は
機
関
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
行
政
の
担
い
手
の
組
織
を
全
体
と
し
て
あ
る
い

は
決
定
的
に
特
徴
づ
け
る
原
理
で
は
な
く
、
機
能
的
自
治
と
は
区
別
さ
れ
る
。
第
三
に
、
大
臣
か
ら
自
由
な
行
政
は
、
指
示
か
ら
自
由
な
行
政
あ
る
い
は

余
地
（w

eisungsfreie Verw
altung od. w

eisungsfreier R
aum

）
と
も
呼
ば
れ
、
大
臣
行
政
の
指
示
権
の
体
系
に
服
さ
な
い
特
別
の
間
接
的
国
家
行
政

で
あ
る
（
連
邦
銀
行
、
連
邦
・
州
会
計
検
査
院
等
）。
そ
れ
は
、
任
務
の
特
殊
な
性
質
上
、
大
臣
の
指
示
か
ら
の
自
由
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の

限
り
に
お
い
て
自
由
余
地
が
正
当
化
さ
れ
う
る
。
機
能
的
自
治
も
大
臣
か
ら
自
由
な
行
政
と
同
様
に
大
臣
の
指
示
か
ら
自
由
で
あ
る
が
、
前
者
は
後
者
と

異
な
り
代
替
的
な
内
部
の
正
統
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
有
し
て
い
る
点
、
お
よ
び
後
者
に
お
い
て
は
前
者
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
な
組
織
的
利
益
と
参
加
権

の
配
分
が
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
点
に
お
い
て
両
者
は
区
別
さ
れ
る
（V

gl. K
luth, Funktionale Selbstverw

altung, S. 26ff.; W
olff/B

achof/Stover, 
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論　　説
Verw

altungsrecht B
d. 3, S. 170ff, 326ff.

）。

75　
K

luth, a. a. O
., S. 1ff. 

ク
ル
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
多
種
多
様
な
自
治
の
担
い
手
が
「
機
能
的
自
治
」
と
い
う
上
位
概
念
の
下
に
ま
と
め
ら
れ
、
統
一
的

考
察
方
法
の
途
が
開
か
れ
た
の
は
最
近
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
わ
け
エ
ム
デ
の
業
績
で
あ
る
（V

gl. Ernst Thom
as Em

de, D
ie dem

okratische 

Legitim
ation der funktionalen Selbstverw

altung. Eine verfassungsrechtliche Studie anhand der K
am

m
ern, der Sozialversicherungsträger 

und der B
undesanstalt für A

rbeit, B
erlin 1991

）。
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
同
概
念
を
初
め
て
使
用
し
た
の
は
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
三
一
日
に
同
裁
判

所
が
下
し
た
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
外
国
人
選
挙
権
事
件
に
関
す
る
判
決
（B

verfG
E83, 37

）
に
お
い
て
で
あ
る
。
同
判
決
に
つ

い
て
は
、
古
野
豊
秋
「
地
方
自
治
体
に
お
け
る
外
国
人
の
選
挙
権―

外
国
人
選
挙
権
（
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
）
事
件
」
ド
イ
ツ
憲
法

判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
最
新
憲
法
判
例
』（
信
山
社
、
一
九
九
九
年
）
三
五
四―

三
五
九
頁
を
参
照
。
機
能
的
自
治
の
多
様
な
発
現
形
態
の
分
類
に

つ
い
て
は
、vgl. K

luth, Funktionale Selbstverw
altung, S., 30ff.

76　

W
olff/B

achof/Stober, Verw
altungsrecht B

d. 3, S. 773.

77　

K
luth, Funktionale Selbstverw

altung, S. 24.

78　

Ebenda, S. 543.

79　

Ebenda. S. 369ff.

80　

も
っ
と
も
、
ク
ル
ー
ト
は
、
義
務
的
構
成
員
資
格
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
分
担
金
義
務
の
よ
う
な
個
々
の
義
務
に
つ
い
て
は
、
基
本
権
の
著
し
い
侵
害
と

し
て
正
当
化
を
要
す
る
こ
と
を
正
当
に
指
摘
し
て
い
る
。V

gl. dazu K
luth, Funktionale Selbstverw

altung, S. 304.

81　

Ebenda, S. 275ff. 

ク
ル
ー
ト
は
、機
能
的
自
治
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
民
主
的
参
加
権
を
基
本
権
的
当
事
者
参
加
と
の
区
別
に
お
い
て
観
念
す
る
が
、

そ
の
際
、
大
学
の
自
治
の
よ
う
な
基
本
権
に
よ
り
保
護
さ
れ
た
特
定
領
域
に
お
い
て
は
、
両
者
の
重
複
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

82　

Ebenda, S. 543.
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83　
Ebenda, S. 369ff.

84　
Ebenda, S. 458ff.

85　

Eberhard Schm
idt-A

βm
ann, Zum

 staatsrechtlichen Prinzip der Selbstverw
altung

〔
以
下
、Zum

 staatsrechtlichen Prinzip

と
略
記
〕, in: 

Peter Selm
er/Ingo von M

ünch (H
rsg.), G

edächtnisschrift für W
olfgang M

artens, B
erlin 1987, S. 250.

86　

Schm
idt-A

βm
ann, Zum

 staatsrechtlichen Prinzip, S. 253f.

87　

Ebenda, S. 254.

88　

Ebenda, S. 256.

89　

Eberhard Schm
idt-A

βm
ann, D

as allgem
eine Verw

altungsrecht als O
rdnungsidee. G

rundlagen und A
ufgaben der verw

altungsrechtlichen 

System
bildung, 2. A

ufl., B
erlin/H

eidelberg/N
ew

 York 2004, S. 94ff. 

太
田
匡
彦
ほ
か
訳
『
行
政
法
理
論
の
基
礎
と
課
題―

秩
序
付
け
理
念
と
し
て

の
行
政
法
理
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）
九
五
頁
以
下
。

90　

ヘ
ン
ト
ラ
ー
は
、
自
治
の
構
成
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
自
治
組
織
の
公
法
上
の
組
織
形
態
を
挙
げ
る
が
、
そ
の
狙
い
は
私
法
上
の
組
織
形
態
が
公
法

上
の
諸
拘
束
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
に
あ
り
、
自
治
の
担
い
手
が
そ
の
職
務
遂
行
の
枠
組
み
に
お
い
て
私
法
上
の
団
体

と
し
て
組
織
さ
れ
る
こ
と
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。V

gl. dazu H
endler, Selbstverw

altung, S. 1144f.


