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は

じ

め

に

本
稿
は
︑
最
近
︑
い
わ
ゆ
る
猫
餌
や
り
禁
止
条
例
が
制
定
(1
)

さ
れ
た
り

(京
都
市
)︑
ま
た
制
定
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
(2
)

(和
歌
山
県
)
こ

と
に
鑑
み
︑
猫
に
餌
を
や
る
猫
好
き
住
民
と
︑
猫
嫌
い
の
住
民
と
の
間
で
対
立
・
紛
争
が
増
加
し
て
い
る
現
状
を
み
る
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
で
ど
の
よ
う
な
救
済
手
段
が
あ
る
か
を
考
察
し
た
い
︒
そ
し
て
︑
本
稿
は
︑
猫
嫌
い
の
住
民
が
︑
し
か
し
生
活
上
著
し
い
侵
害
を
被
っ
て

い
る
場
合
︑
単
に
損
害
賠
償
請
求
が
可
能
か
ど
う
か
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
主
要
な
権
利
・
地
位
と
し
て
の
平
穏
に
生
活
す
る
権
利
利
益

の
実
現
︑
あ
る
い
は
元
通
り
の
生
活
利
益
の
回
復
の
た
め
に
︑
行
政
権
を
相
手
取
っ
て
︑
猫
の
保
護

(撤
去
)
を
求
め
て
裁
判
所
に
訴
え
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
主
張
し
た
い
︒

言
葉
を
換
え
て
言
え
ば
︑
ド
イ
ツ
で
は
確
立
さ
れ
て
い
る
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
又
は
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権

(
F
o
lg
e
n
b
e
se
itig
u
n
g
sa
n
sp
ru
c
h
)
で
も
っ
て
︑
憲
法
上
最
大
限
尊
重
さ
れ
る
べ
き
個
人
の
平
穏
な
生
活
を
営
む
権
利
利
益
の
回
復
の
た

め
に
︑
生
活
妨
害
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
猫
の
保
護

(撤
去
)
を
裁
判
所
を
通
し
て
︑
行
政
権
に
求
め
る
訴
訟
を
提
起
で
き
る
理
論
を
提
起

し
た
い
︒
す
な
わ
ち
︑
猫
に
餌
を
や
る
人
を
相
手
取
っ
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
の
で
は
な
く
︑
生
活
妨
害
の
原
因
で
あ
る
猫
そ
の
も
の
を
行

政
権
に
保
護

(撤
去
)
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
主
要
な
権
利
・
地
位
と
し
て
の
元
通
り
の
生
活
が
で
き
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
を
可
能
に

す
る
理
論
を
提
起
し
た
い
︒

註
(1
)

正
式
に
は
︑﹁
京
都
市
動
物
と
の
共
生
に
向
け
た
マ
ナ
ー
等
に
関
す
る
条
例
﹂
(
平
成
二
七
年
三
月
二
七
日
︑
条
例
第
七
六
号
)︒
犬
も
含
ん
で
い

る
︒

(2
)

正
式
に
は
︑﹁
和
歌
山
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
﹂
(平
成
十
一
年
十
二
月
二
四
日
︑
条
例
第
四
一
号
)
を
改
正
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒
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第
一
章

問
題
の
発
端

第
一
節

猫
餌
や
り
禁
止
条
例
の
制
定

京
都
市
は
︑
周
知
の
よ
う
に
︑
い
わ
ゆ
る
猫
餌
や
り
禁
止
条
例

(以
下
︑
京
都
市
条
例
)
を
制
定
し
た
︒
猫
に
餌
を
や
る
人
に
対
し
て
︑

餌
を
や
ら
な
い
よ
う
に
勧
告

(京
都
市
条
例
一
〇
条
一
項
)︑
命
令

(京
都
市
条
例
一
〇
条
二
項
)
で
き
る
と
し
︑
従
わ
な
い
場
合
に
は
︑

行
政
罰

(五
万
円
以
下
の
過
料
)
を
科
す
こ
と
が
で
き
る

(京
都
市
条
例
一
四
条
)
と
す
る
条
例
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
京
都
市
が
︑
不
適
正

な
動
物
の
取
扱
い
が
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
所
に
立
ち
入
り
︑
必
要
な
調
査
を
さ
せ
︑
又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
仕
組
み
で
あ
る

(京
都
市
条
例
一
二
条
)︒

こ
れ
ら
は
︑
猫
に
餌
を
や
る
人
ま
た
は
場
所
に
向
け
ら
れ
る
行
政
手
段
で
あ
る
︒
条
例
に
よ
れ
ば
︑
質
問
調
査
︑
命
令
お
よ
び
行
政
罰
等
︑

か
な
り
強
い
公
権
力
が
登
場
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
問
題
は
公
権
力
の
行
使
が
人
に
向
け
ら
れ
て
も
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
も

猫
自
体
が
生
活
環
境
を
破
壊
し
て
い
る
結
果
が
存
在
す
る
限
り
︑
結
果
的
に
は
意
味
が
な
い
こ
と
に
な
る
︒
す
な
わ
ち
︑
元
通
り
の
静
穏
な

状
態
で
生
活
で
き
な
い
現
実
が
存
在
し
て
い
る
場
合
に
︑
救
済
手
段
が
何
も
な
い
の
で
は
憲
法
上
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
︑
あ
る
い
は
国
家

責
任
の
シ
ス
テ
ム
に
欠
缺
が
あ
る
こ
と
に
な
る
︒

そ
こ
で
︑
私
は
︑
人
や
場
所
に
向
け
ら
れ
る
条
例
上
の
公
権
力
の
行
使
に
よ
っ
て
も
︑
生
活
妨
害
が
続
く
場
合
に
は
︑
猫
自
体
に
対
し
て

地
方
公
共
団
体
が
保
護

(撤
去
)
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
て
裁
判
所
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
理
論
を
提
唱
し
た
い
の
で
あ
る
︒

ド
イ
ツ
で
は
︑
子
供
達
が
サ
ッ
カ
ー
に
興
じ
て
夜
遅
く
ま
で
広
場
で
騒
ぐ
と
き
︑
生
活
妨
害
を
被
る
住
民
が
︑
利
用
時
間
の
制
限
を
求
め

た
り
︑
利
用
禁
止
を
求
め
て
訴
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
︑
そ
れ
で
も
生
活
妨
害
が
続
く
場
合
︑
元
通
り
の
静
穏
な
生
活
を
営
む
権
利
・

利
益
の
回
復
の
た
め
に
︑
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
あ
る
い
は
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
に
基
づ
い
て
︑
行
政
が
広
場
自
体
の
撤
去
を
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す
る
こ
と
を
裁
判
所
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
理
論
が
提
起
さ
れ
て
い
る
︒
い
わ
ば
生
活
妨
害
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
広
場
自
体
の

除
去
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
(3
)

︒

本
稿
は
︑
ド
イ
ツ
の
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
あ
る
い
は
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
を
参
考
に
︑
我
が
国
に
お
い
て
も
︑
ま
ず
公
法

上
の
原
状
回
復
請
求
権
あ
る
い
は
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
を
認
知
さ
せ
︑
生
活
妨
害
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
猫
自
体
の
保
護

(撤
去
)

を
求
め
る
こ
と
を
提
唱
し
た
い
︒

も
ち
ろ
ん
︑
そ
れ
だ
け
で
な
く
︑
紛
争
解
決
の
た
め
に
︑
保
護

(撤
去
)
以
外
に
も
︑
様
々
な
新
し
い
救
済
手
段
を
︑
猫
餌
や
り
禁
止
条

例
を
め
ぐ
り
提
起
し
て
み
た
い
︒
そ
の
際
に
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
は
︑
平
成
二
六
年
の
行
政
不
服
審
査
法
の
改
正
お
よ
び
同
年
の
行
政
手
続
法

の
改
正
に
よ
り
︑
処
分
を
求
め
る
審
査
請
求
あ
る
い
は
処
分
等
を
求
め
る
手
続
︑
行
政
指
導
の
中
止
を
求
め
る
手
続
を
(
4
)

︑
猫
餌
や
り
禁
止
条

例
を
め
ぐ
る
紛
争
状
況
に
も
適
用
で
き
る
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
︒

す
な
わ
ち
︑
京
都
市
や
和
歌
山
県

(後
述
)
が
行
政
指
導
や
公
権
力
を
使
っ
て
︑
猫
好
き
の
住
民
と
︑
猫
嫌
い
の
住
民
と
の
間
に
介
入
す

る
場
合
︑
発
生
す
る
法
律
関
係
の
な
か
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
住
民
が
︑
ど
の
よ
う
な
救
済
手
段
︑
手
続
が
可
能
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
︑

考
察
し
て
み
た
い
︒

第
二
節

和
歌
山
県
の
試
み

和
歌
山
県
は
︑
ま
だ
条
例
の
改
正
に
は
至
っ
て
い
な
い
︒
現
在
は
︑
一
応
の
県
の
案
に
つ
い
て
︑
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
が
実
施
さ
れ
て

い
る
段
階
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
も
そ
も
猫
問
題
は
︑
都
市
に
特
有
な
問
題
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
地
方
自
治
法
二
条
五
項
に
よ
れ
ば
︑

都
道
府
県
は
広
域
行
政
を
任
務
と
し
て
い
る
︒
猫
問
題
は
和
歌
山
県
全
域
に
亘
る
広
域
の
行
政
問
題
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
問
題
に
つ
い
て
︑
和
歌
山
県
に
よ
れ
ば
︑﹁
野
良
猫
に
よ
る
生
活
環
境
へ
の
支
障
は
︑
苦
情
の
多
寡
に
か
か
わ
ら
ず
和
歌
山
県
内
全
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域
で
発
生
し
て
お
り
︑
こ
れ
を
放
置
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒
殺
処
分
さ
れ
る
不
幸
な
猫
を
減
ら
す
た
め
に
も
︑
県
内
全
て
の
地
域

で
人
と
猫
が
共
生
で
き
る
環
境
の
整
備
が
必
要
と
考
え
ま
す
(5
)

︒﹂
と
の
こ
と
で
あ
る
︒
も
し
こ
の
こ
と
が
肯
定
さ
れ
る
な
ら
ば
︑
和
歌
山
県

の
今
回
の
条
例
改
正
は
︑
地
方
自
治
法
の
広
域
行
政
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
︒
従
っ
て
︑
も
し
和
歌
山
県
の
条
例
改
正
を
違
法
と
す
る
に

は
︑
他
の
理
由
が
必
要
と
な
ろ
う
(6
)

︒

和
歌
山
県
条
例
改
正
案
で
あ
れ
︑
京
都
市
条
例
で
あ
れ
︑
学
問
的
に
は
﹁
実
験
法
律
(7
)

﹂﹁
実
験
条
例
﹂
と
も
言
い
う
る
︒
民
法
︑
刑
法
等

と
異
な
り
︑
ひ
と
た
び
制
定
さ
れ
る
と
一
〇
〇
年
間
安
定
的
に
国
家
と
国
民
と
の
間
の
法
律
関
係
を
規
定
す
る
法
律
と
は
性
格
を
異
に
す
る
︒

現
今
の
社
会
的
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
立
法
形
式
を
採
っ
て
制
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
措
置
法

(
M
a
ssn
a
h
m
e
g
e
se
tz
(8
)

)
的

な
性
質
も
有
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒

第
三
節

猫
餌
や
り
禁
止
条
例
の
法
的
内
容

京
都
市
や
和
歌
山
県
の
猫
餌
や
り
禁
止
条
例
に
関
す
る
特
徴
点
は
︑
行
政
が
介
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
猫
餌
や
り
行
為
を
禁
止
す
る
こ

と
に
あ
る
︒
京
都
市
は
︑
違
反
者
に
対
し
て
︑
質
問
・
調
査
で
き
る
と
規
定
す
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
京
都
市
は
︑
違
反
者
に
対
し
て
︑
行
政
指

導
︑
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
和
歌
山
県
も
同
様
に
︑
違
反
者
に
対
し
て
︑
行
政
指
導
︑
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
も
し
勧
告
に
従

わ
な
け
れ
ば
次
の
段
階
と
し
て
︑
京
都
市
も
和
歌
山
県
も
︑
中
止
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
段
階
を
踏
ん
で
︑
そ
れ
で

も
違
反
行
為
を
繰
り
返
す
場
合
に
︑
行
政
罰
が
課
さ
れ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
段
階
的
な
介
入
は
︑
条
例
を
即
座
に
は
違
法
と
せ
ず
︑
適
法
と
み
る
有
力
な
根
拠
に
な
り
う
る
︒
広
島
市
暴
走
族
追
放
条
例

違
反
被
告
事
件
で
︑
最
高
裁
(9
)

(最
判
平
一
九
年
九
月
一
八
日
刑
集
六
一
巻
六
号
六
〇
一
頁
)
は
︑
集
団
行
動
と
い
う
精
神
的
な
自
由
権
の
規

制
で
あ
る
の
で
︑
審
査
基
準
は
厳
し
い
も
の
で
あ
る
が
︑
広
島
市
条
例
が
︑
い
き
な
り
刑
罰
に
直
結
し
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
ま
ず
広
島
市
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が
勧
告
し
︑
そ
れ
で
も
従
わ
な
い
と
き
に
命
令
が
出
さ
れ
︑
そ
れ
で
も
従
わ
な
い
と
き
に
行
政
刑
罰
権
が
発
動
さ
れ
る
と
の
シ
ス
テ
ム
を
採

用
し
て
い
る
こ
と
等
を
も
っ
て
︑
憲
法
違
反
で
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
︒

そ
れ
ゆ
え
︑
京
都
市
の
条
例
も
︑
和
歌
山
県
の
改
正
条
例
案
も
︑
ま
ず
勧
告
︑
次
に
命
令
︑
そ
し
て
最
後
に
行
政
罰
と
い
う
段
階
的
な
介

入
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
る
の
で
︑
こ
の
点
か
ら
し
て
も
︑
こ
れ
ら
の
条
例
が
即
座
に
憲
法
違
反
と
は
さ
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

問
題
の
背
後
に
は
︑
社
会
の
内
部
で
︑
猫
を
慈
し
む
住
民
と
︑
猫
の
糞
や
鳴
き
声
等
に
よ
る
生
活
環
境
の
破
壊
に
苦
痛
を
感
じ
る
住
民
と

の
間
で
︑
紛
争
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
う
る
︒
似
た
よ
う
な
社
会
現
象
と
し
て
︑
煙
草
好
き
な
住
民
と
︑
煙
草
嫌
い
な
住
民
と

の
間
で
の
対
立
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
︒
こ
の
よ
う
な
社
会
的
に
紛
争
・
対
立
が
生
じ
て
い
る
と
き
に
︑
行
政
権
は
︑
基
本
権
保
護
義
務
(
10
)

と
し
て

介
入
す
る
こ
と
に
な
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
広
い
意
味
で
公
益
の
た
め
の
介
入
の
観
点
も
存
在
し
う
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒

註
(3
)

太
田
照
美
﹃
ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
の
研
究
﹄
(二
〇
〇
八
年
五
月
︑
有
信
堂
高
文
社
)
二
五
四
頁
以
下
︑
特
に
︑
二
六

〇
頁
～
二
六
一
頁
︒

(4
)

｢行
政
指
導
の
中
止
等
の
求
め
﹂
(行
手
三
六
条
の
二
)
お
よ
び
﹁
処
分
等
の
求
め
﹂
(
行
手
三
六
条
の
三
)
に
つ
い
て
︑
詳
し
く
は
︑
折
橋
洋
介

﹁
行
政
手
続
法
の
新
制
度
﹂
法
学
教
室
四
二
〇
号

(二
〇
一
五
年
)
三
一
頁
以
下
参
照
︒

(5
)
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n
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(6
)

な
お
︑
和
歌
山
県
条
例
改
正
案
の
場
合
も
京
都
市
条
例
の
場
合
も
︑
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
九
条
に
よ
れ
ば
︑
﹁
地
方
公
共
団
体

は
︑
動
物
の
健
康
及
び
安
全
を
保
持
す
る
と
と
も
に
︑
動
物
が
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
︑
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
︑
動
物
の
飼
養
及
び
保
管
に
つ
い
て
動
物
の
所
有
者
又
は
占
有
者
に
対
す
る
指
導
を
す
る
こ
と
︑
多
数
の
動
物
の
飼
養
及
び
保
管
に
係
る
届

出
を
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹂
と
規
定
さ
れ
て
お
り
︑
ま
た
徳
島
市
公
安
条
例
違
反
事
件
に
お
け
る
最
高

裁
判
決
の
趣
旨
か
ら
し
て
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
︑
そ
の
実
情
に
応
じ
て
︑
別
段
の
規
制
を
施
す
こ
と
が
容
認
さ
れ
る
と
こ
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ろ
で
あ
る
の
で
︑
条
例
が
違
法
と
は
さ
れ
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
な
お
徳
島
市
公
安
条
例
事
件
の
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
は
︑
山
下
淳
・
地
方

自
治
判
例
百
選

(第
四
版
)
五
四
頁
以
下
参
照
︒

(7
)

実
験
法
律
に
つ
い
て
は
︑
大
橋
洋
一
﹃
対
話
型
行
政
法
学
の
創
造
﹄
(一
九
九
九
年
︑
弘
文
堂
)
二
八
〇
頁
以
下
参
照
︒

(8
)

V
g
l.
Z
E
ID
L
E
R
,
K
a
rl,
M
a
ssn
a
h
m
e
g
e
se
tz
u
n
d
“
k
la
ssisc
h
e
s”
G
e
se
tz
,
C
.F
.
M
ü
lle
r,
1
9
6
1
.

(9
)

巻
美
矢
紀
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
一
三
五
四
号
一
六
頁
︹
平
成
一
九
年
度
重
要
判
例
解
説
︺︑
長
谷
部
恭
男
・
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
五
号
四

六
頁
︹
地
方
自
治
判
例
百
選
・
第
四
版
︺
条
例
の
広
範
性
と
憲
法
二
一
条
・
三
一
条
︱
︱
広
島
市
暴
走
族
追
放
条
例
事
件
︑
な
ど
参
照
︒

(10
)

基
本
権
保
護
義
務
論
に
関
し
て
は
︑
と
り
わ
け
︑
小
山
剛
﹃
基
本
権
保
護
の
法
理
﹄
(
一
九
九
八
年
︑
成
文
堂
)
に
詳
し
い
︒

第
二
章

猫
餌
や
り
禁
止
条
例
に
お
け
る
救
済
手
段

第
一
節

改
正
行
政
不
服
審
査
法
や
改
正
行
政
手
続
法
に
よ
る
救
済
手
段

上
記
の
よ
う
に
︑
京
都
市
条
例
も
和
歌
山
県
条
例
案
も
︑
猫
餌
や
り
行
為
に
対
し
て
︑
最
初
は
行
政
指
導
︑
勧
告
︑
次
に
命
令
︑
最
終
的

に
行
政
罰
と
い
う
手
順
を
踏
ん
で
段
階
的
に
行
政
の
手
続
が
進
む
︒

と
こ
ろ
で
︑
平
成
二
六
年
行
政
不
服
審
査
法
改
正
(11
)

が
実
現
し
︑
か
つ
行
政
手
続
法
も
改
正
(12
)

さ
れ
た
︒
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
︑
処
分
に
対
す
る

不
服
申
立
が
で
き
る
が
︑
改
正
に
よ
り
︑
処
分
の
義
務
づ
け
に
繋
が
る
不
服
申
立
も
可
能
に
な
っ
た

(改
正
行
政
不
服
審
査
法
四
六
条
二

項
)︒
さ
ら
に
行
政
手
続
法
の
改
正
に
よ
り
︑
行
政
指
導
の
中
止
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
し
︑
処
分
や
行
政
指
導
を
求
め
る
こ
と
も
可
能

に
な
っ
た

(改
正
行
政
手
続
法
三
六
条
の
三
第
一
項
︑
二
項
)︒
た
だ
し
行
政
手
続
法
の
場
合
︑
処
分
等
の
発
動
を
求
め
て
も
︑
そ
れ
は
処

分
等
の
申
請
権
を
付
与
す
る
趣
旨
で
は
な
く
︑
職
権
発
動
の
端
緒
と
し
て
の
申
出
(13
)

︑
す
な
わ
ち
行
政
機
関
の
職
権
の
発
動
を
促
す
も
の
と
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
住
民
は
さ
ま
ざ
ま
な
行
政
の
作
用
に
関
与
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
先
ず
認
識
し
て
お
き
た
い
︒

いわゆる猫餌やり禁止条例と行政法上の救済手段の法的考察
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ま
ず
︑
条
例
違
反
の
態
様
で
猫
に
餌
を
与
え
る
住
民
に
対
し
て
︑
最
初
の
段
階
と
し
て
の
指
導
や
勧
告
が
な
さ
れ
る
場
合
に
︑
行
政
手
続

法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
従
っ
て
︑
指
導
や
勧
告
を
求
め
る
手
続
き
も
可
能
に
な
っ
た
︒
そ
の
う
え
︑
指
導
や
勧
告
の
中
止
を
求
め

る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
て
い
る
︒
勧
告
が
な
さ
れ
る
場
合
に
︑
勧
告
は
法
形
式
と
し
て
は
行
政
指
導
に
該
当
し
う
る
の
で
︑
猫
に
餌
を
与
え

る
人
に
対
し
て
勧
告
が
な
さ
れ
る
が
︑
従
う
か
従
わ
な
い
か
は
そ
の
人
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
改
正
行
政
手
続
法
で
勧
告
を
求

め
る
手
続
き
が
可
能
に
な
っ
た
が
︑
勧
告
を
求
め
る
の
は
︑
通
常
は
猫
嫌
い
で
生
活
環
境
が
侵
さ
れ
た
と
主
張
す
る
住
民
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら

に
︑
勧
告
の
中
止
を
求
め
る
手
続
き
が
改
正
行
政
手
続
法
で
可
能
に
な
っ
た
が
︑
そ
れ
は
勧
告
の
相
手
方
す
な
わ
ち
猫
に
餌
を
与
え
る
住
民

が
提
起
す
る
の
で
あ
ろ
う
︒

第
二
節

指
導
︑
勧
告
お
よ
び
命
令
な
ら
び
に
行
政
罰
の
効
果

指
導
や
勧
告
が
自
治
体
か
ら
な
さ
れ
た
ら
︑
通
常
は
︑
そ
れ
で
目
的
は
達
成
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
れ
で
猫
は
い
な
く
な
る

の
で
あ
ろ
う
か
︒
常
識
的
に
は
︑
あ
る
人
が
勧
告
を
う
け
て
餌
を
や
ら
な
く
な
っ
て
も
︑
ま
た
別
の
人
が
餌
を
与
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
︒

し
か
も
猫
は
移
動
し
て
他
所
で
生
活
妨
害
の
被
害
が
発
生
す
る
可
能
性
も
強
い
︒
そ
れ
ゆ
え
猫
に
よ
る
生
活
妨
害
は
継
続
的
に
続
く
こ
と
が

予
想
さ
れ
う
る
︒
し
か
も
猫
自
身
︑
生
命
力
や
生
活
力
が
あ
る
動
物
で
あ
る
た
め
︑
一
人
の
人
が
餌
や
り
を
や
め
て
も
直
ち
に
猫
の
数
が
減

少
す
る
と
は
思
え
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
改
正
行
政
不
服
審
査
法
や
改
正
行
政
手
続
法
は
猫
問
題
に
対
す
る
最
良
の
策
を
提
供
す
る
も
の
で
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

ま
た
︑
状
況
に
よ
れ
ば
︑
住
民
同
士
が
争
う
こ
と
も
あ
り
う
る
︒
猫
に
餌
を
与
え
る
住
民
が
損
害
賠
償
せ
よ
と
訴
え
ら
れ
る
紛
争
も
よ

く
起
こ
っ
て
い
る
︒
実
際
に
裁
判
所
が
猫
に
餌
を
与
え
る
人
に
対
し
て
︑
被
害
者
へ
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
せ
る
(14
)

事
態
も
生
じ
て
い
る
︒
た

し
か
に
猫
餌
や
り
禁
止
条
例
が
制
定
さ
れ
る
と
︑
生
活
妨
害
を
受
け
る
住
民
が
損
害
賠
償
請
求
し
易
く
な
る
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
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で
あ
る
(
15
)

︒

し
か
し
こ
れ
ら
の
争
訟
手
続
き
が
採
ら
れ
た
と
し
て
も
︑
猫
が
多
数
存
在
し
続
け
る
場
合
に
は
︑
決
し
て
解
決
に
は
な
ら
な
い
こ
と
が
起

こ
り
う
る
︒
別
の
言
葉
で
言
え
ば
︑
生
活
妨
害
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
猫
が
存
在
す
る
限
り
は
︑
生
活
妨
害
自
身
は
決
し
て
な
く
な
ら
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

第
三
節

根
本
的
解
決
手
段
の
提
唱
︱
︱
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
あ
る
い
は
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
に
よ
る
救
済

根
本
的
な
生
活
妨
害
の
原
因
を
除
去
さ
せ
る
訴
訟
手
段
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
我
が
国
の
場
合
に
は
︑
そ
れ
が
欠
缺

し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
行
政
責
任
を
追
及
す
る
手
段
と
し
て
︑
ド
イ
ツ
で
は
︑
訴
訟
手
段
あ
る
い
は
責
任
追
及
手
段
に
欠
缺
が
あ

る
こ
と
が
︑
オ
ッ
ト
ー
・
バ
ッ
ホ
フ
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
と
い
う
(16
)

︒
そ
れ
は
︑
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
あ
る
い
は
公
法
上
の
原
状
回

復
請
求
権
の
発
見
で
あ
っ
た
(17
)

︒
今
日
の
ド
イ
ツ
で
は
学
説
・
判
例
上
︑
こ
の
権
利
は
慣
習
法
上
の
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
確
固
と
し
て
承
認

さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
権
利
に
基
づ
い
て
︑
今
日
で
は
︑
生
活
妨
害
の
原
因
に
つ
い
て
︑
単
な
る
行
為
の
制
限
で
は
妨
害
自
体
が
な
く
な
ら
な

い
場
合
︑
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
あ
る
い
は
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
に
よ
り
︑
行
政
を
相
手
取
っ
て
︑
サ
ッ
カ
ー
場
の
撤
去
を
裁

判
所
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
理
論
が
有
力
に
提
起
さ
れ
て
い
る
(18
)

︒

こ
れ
を
応
用
し
て
︑
猫
問
題
に
関
し
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
新
手
法
が
駆
使
さ
れ
て
も
︑
生
活
妨
害
が
な
く
な
ら
な
い
場
合
︑
公
法
上
の
原
状

回
復
請
求
権
に
基
づ
い
て
︑
生
活
妨
害
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
猫
自
体
の
保
護

(撤
去
)
を
行
政
権
に
求
め
る
訴
訟
が
認
め
ら
れ
る
必
要
が

あ
る
︒

こ
の
訴
訟
手
段
に
つ
い
て
︑
当
然
異
論
が
提
起
さ
れ
よ
う
︒
た
と
え
ば
︑
猫
を
保
護

(撤
去
)
す
る
こ
と
を
授
権
す
る
法
律
・
条
例
が
な

い
(
19
)

の
で
︑
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
か
ら
み
て
︑
猫
の
保
護

(撤
去
)
を
行
政
に
さ
せ
る
こ
と
は
法
的
に
は
不
可
能
で
は
な
い
か
と
︒
当
然
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の
考
え
方
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
ド
イ
ツ
で
は
︑
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
ま
た
は
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
そ
の
も
の
が
︑
行
政
の
作

用
︑
こ
の
場
合
に
は
猫
の
保
護

(撤
去
)
を
授
権
す
る
法
的
根
拠
で
あ
る
と
す
る
理
論
が
有
力
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
(
20
)

︒

結
局
︑
問
題
は
︑
我
が
国
に
お
い
て
も
︑
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
ま
た
は
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か

ど
う
か
に
か
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る
︒

第
四
節

公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
又
は
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
と
は
何
か

公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
又
は
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
と
は
何
か
︒
こ
の
権
利
は
前
述
の
よ
う
に
︑
戦
後
︑
ド
イ
ツ
の
オ
ッ

ト
ー
・
バ
ッ
ホ
フ
に
よ
り
発
見
さ
れ
た
理
論
で
あ
る
︒
発
見
と
い
う
の
は
︑
国
家
責
任
に
欠
缺
が
あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
す

な
わ
ち
︑
戦
争
終
了
直
後
︑
大
量
の
ド
イ
ツ
人
が
ド
イ
ツ
に
帰
還
し
て
き
た
と
き
︑
住
宅
の
居
住
指
定
が
な
さ
れ
︑
い
わ
ば
難
民
を
指
定
さ

れ
た
住
宅
に
居
住
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
指
定
処
分
が
取
り
消
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の
ま
ま
居
座
る
人

が
で
て
き
た
と
き
︑
そ
し
て
そ
れ
を
行
政
が
放
置
し
て
い
る
と
き
︑
バ
ッ
ホ
フ
は
︑
最
終
的
手
段
と
し
て
︑
家
主
が
行
政
を
相
手
取
り
︑
元

通
り
の
状
態
に
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
て
裁
判
所
に
訴
え
︑
結
果
除
去
請
求
権
に
基
づ
い
て
︑
行
政
に
退
去
命
令
を
出
さ
せ
る
こ
と
を
提
唱
す

る
こ
と
に
よ
り
︑
違
法
な
状
態
の
除
去
と
い
う
権
利
保
護
を
図
ろ
う
と
し
(21
)

︑
そ
の
理
論
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
時
に
主
張
さ
れ

た
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
は
︑
後
に
学
説
・
判
例
で
慣
習
法
上
の
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
権
利
は
︑
三
段
階
理
論
又
は
四
段
階
理
論
に
よ
り
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
る
(22
)

︒
要
約
す
る
と
︑
第
一
段
階
と
し
て
正
義
︑
第
二
段
階
と

し
て
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
︑
第
三
段
階
と
し
て
基
本
権
保
護
の
絶
対
性

(統
合
性=

In
te
g
rita
e
t)
が
挙
げ
ら
れ
る
(23
)

︒
通
常
は
こ
の
三

段
階
理
論
で
も
っ
て
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
が
根
拠
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
よ
り
権
利
の
構
成
要
件
や
内
容
を
具
体
化
さ
せ
る
た

め
に
︑
第
四
段
階
と
し
て
︑
ド
イ
ツ
民
法
典
一
〇
〇
四
条
等
の
類
推
が
挙
げ
ら
れ
る
(24
)

︒
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こ
の
理
論
と
軌
を
一
に
す
る
の
が
︑
長
年
法
格
言
と
し
て
流
布
し
て
い
た
﹁
受
忍
せ
よ
︒
そ
し
て
補
償
を
求
め
よ
﹂
が
判
例
上
否
定
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る
(25
)

︒
す
な
わ
ち
︑
行
政
か
ら
の
命
令
に
は
従
え
︑
そ
し
て
補
償
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
慢
せ
よ
と
の
趣
旨
を
含
む
法
格
言

が
遂
に
否
定
さ
れ
た
(26
)

︒
こ
れ
に
よ
り
︑
国
民
は
︑
ま
ず
主
要
な
権
利
利
益
を
争
う
べ
き
だ
と
さ
れ
た
︒
そ
の
結
果
︑
補
償
で
は
な
く
︑
元
々

存
在
し
て
い
た
権
利
・
利
益
を
争
う
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
︒
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
こ
と
は
︑
権
利
自
体
の
存
在
・
存
立
が
何
よ
り
も
尊

重
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
り
︑
国
民
は
そ
れ
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
す
な
わ
ち
︑

無
過
失
で
あ
る
が
違
法
な
行
政
の
前
に
元
々
存
在
し
て
い
た
法
状
態
の
回
復
を
志
向
す
る
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
あ
る
い
は
公
法
上
の

原
状
回
復
請
求
権
の
意
義
で
あ
っ
た
︒

こ
れ
に
よ
り
︑
さ
ら
に
言
え
る
こ
と
は
︑
ド
イ
ツ
に
お
い
て
︑
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
ま
た
は
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
は
︑
決

し
て
単
に
二
次
的
な
権
利
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
(27
)

の
で
は
な
く
︑
主
要
な
権
利
利
益
の
回
復
が
目
指
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
28
)

︒

さ
ら
に
︑
こ
れ
ら
は
実
体
法
上
の
権
利
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
︑
決
し
て
訴
訟
法
上
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
権
利
で
は
な
い
︒
な
る

ほ
ど
︑
訴
訟
法
の
規
定
に
よ
り
︑
も
し
処
分
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
︑
判
決
の
形
成
力
や
拘
束
力
に
よ
り
行
政
の
側
に
元
通
り
の
法
状

態
を
回
復
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
原
状
回
復
責
任
が
発
生
し
︑
反
面
︑
国
民
に
は
原
状
回
復
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
と
説
く
理
論

が
ド
イ
ツ
で
も
日
本
で
も
存
在
す
る
(29
)

︒
し
か
し
︑
そ
の
考
え
方
は
主
客
転
倒
し
て
お
り
︑
実
体
法
上
︑
原
状
回
復
請
求
権
が
あ
る
か
ら
訴
訟

法
で
保
護
さ
れ
る
と
す
る
の
が
ド
イ
ツ
の
通
説
的
考
え
方
で
あ
る
(30
)

︒
し
か
も
そ
の
権
利
は
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
又
は
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
理
論
は
︑
我
が
国
で
は
未
発
達
と
さ
れ
て
い
る
︒
け
れ
ど
も
こ
の
権

利
を
︑
我
が
国
に
も
確
立
し
て
応
用
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
猫
餌
や
り
禁
止
条
例
に
も
︑
切
り
札
的
な
訴
訟
法
上
の
手
段
と
し
て
︑
生

活
妨
害
を
受
け
て
い
る
住
民
は
︑
元
通
り
の
生
活
を
取
り
戻
す
た
め
に
︑
行
政
を
相
手
取
っ
て
︑
人
に
対
し
て
で
は
な
く
︑
猫
自
体
の
保
護

(撤
去
)
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
理
論
を
提
起
し
た
い
︒
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生
活
妨
害
を
被
っ
て
い
る
住
民
個
人
が
︑
餌
や
り
を
行
う
住
民
に
対
し
て
︑
損
害
賠
償
請
求
を
す
れ
ば
良
い
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が

当
然
に
出
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
損
害
賠
償
請
求
権
で
済
ま
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
住
民
も
い
る
だ
ろ
う
し
︑
元
通
り
の
生
活
を

取
り
戻
し
た
い
人
も
い
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
人
の
た
め
に
︑
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
に
基
づ
い
て
︑
猫
の
保
護

(撤
去
)
を
行
政
に
対

し
て
求
め
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
い
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
ど
の
よ
う
な
場
合
に
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
の
構
成
要
件
が
満
た
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
の
構
成
要
件
と
し
て
︑
(1
)
公
権
的
侵
害
︑
(2
)
保
護
さ
れ
て
い
る
法
的
地
位
の
侵
害
︑

(3
)
違
法
な
状
態
︑
(4
)
不
法
の
除
去
の
可
能
性
︑
(5
)
期
待
可
能
性
︑
(6
)
許
容
さ
れ
な
い
権
利
の
行
使
︑
(7
)
寄
与
過
失
︑
(8
)

時
効
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
(31
)

︒

さ
て
ド
イ
ツ
で
は
︑
保
護
さ
れ
て
い
る
法
的
地
位
の
侵
害
と
し
て
︑
ま
ず
︑
絶
対
権
の
侵
害
が
必
要
で
あ
る
(32
)

︒
契
約
に
よ
る
債
権
等
は
︑

対
人
間
の
法
的
地
位
と
し
て
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
︑
絶
対
権
と
し
て
は
解
さ
れ
な
い
が
︑
静
穏
な
生
活
を
営
む
権
利
は
︑
当
然
絶
対
権
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
︒
猫
餌
や
り
禁
止
条
例
が
制
定
さ
れ
る
と
︑
条
例
違
反
と
な
る
形
態
で
の
餌
や
り
行
為
は
違
法
と
さ
れ
る
た
め
︑
違
法
な

状
態
が
存
在
す
る
が
︑
行
政
に
は
放
置
し
て
い
る
と
の
不
作
為
の
違
法
状
態
も
発
生
し
う
る
︒
次
に
︑
行
政
に
対
す
る
期
待
可
能
性
が
満
た

さ
れ
る
か
ど
う
か
︒
千
葉
県
野
犬
等
捕
獲
条
例
事
件
(33
)

に
お
い
て
も
︑
野
犬
を
捕
獲
す
る
人
的
・
物
的
手
段
は
︑
十
分
に
行
政
に
は
備
わ
っ
て

い
た
よ
う
に
︑
猫
を
保
護

(撤
去
)
す
る
こ
と
は
︑
行
政
に
お
い
て
は
十
分
能
力
は
あ
る
し
︑
保
護

(撤
去
)
の
体
制
も
そ
れ
な
り
に
整
っ

て
い
る
︒
猫
餌
や
り
禁
止
条
例
を
策
定
し
て
公
益
を
守
る
こ
と
を
政
策
上
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
猫
の
保
護

(撤
去
)
は
︑
行
政
に

対
し
て
期
待
可
能
性
が
十
分
に
認
め
ら
れ
得
る
と
思
わ
れ
る
︒
住
民
同
士
が
損
害
賠
償
訴
訟
に
よ
り
裁
判
所
で
争
う
よ
り
は
る
か
に
迅
速
か

つ
効
果
的
に
成
果

(元
通
り
の
静
穏
な
生
活
を
営
む
権
利
)
が
で
て
く
る
︒

と
こ
ろ
で
我
が
国
に
お
い
て
は
︑
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
に
よ
ら
ず
と
も
︑
原
田
尚
彦
教
授
に
よ
っ
て
︑
行
政
介
入
請
求
権
(
34
)

が
提
起
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さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
理
論
に
よ
っ
て
も
︑
行
政
介
入
に
よ
る
猫
の
保
護

(撤
去
)
は
十
分
に
期
待
可
能
性
が
認
め

ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
ド
イ
ツ
に
お
い
て
︑
国
民
の
側
に
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
を
認
め
る
か
わ
り
に
︑
行
政
の
側
に

結
果
除
去
負
担

(
F
o
lg
e
n
b
e
se
itig
u
n
g
sla
st)
を
負
わ
せ
て
国
民
を
保
護
す
る
理
論
も
存
在
す
る
︒
こ
れ
は
結
果
除
去
の
義
務
と
い
う
よ

り
は
︑
行
政
の
側
の
裁
量
を
拘
束
し
て
︑
結
果
除
去
の
負
担
を
負
わ
せ
る
と
す
る
理
論
で
あ
る
(35
)

︒

第
五
節

新
た
な
段
階
の
救
済
手
段
と
猫
餌
や
り
禁
止
条
例

と
こ
ろ
で
︑
猫
餌
や
り
禁
止
条
例
に
お
い
て
︑
救
済
手
段
は
︑
新
た
な
段
階
を
迎
え
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
平
成
二
六
年
行
政
不
服
審
査

法
が
改
正
さ
れ
︑
そ
れ
に
伴
い
行
政
手
続
法
も
改
正
さ
れ
た
︒
改
正
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
れ
ば
︑
従
来
通
り
︑
不
服
申
立
の
対
象
は
︑
公

権
力
の
行
使
と
し
て
の
処
分
限
定
で
あ
る
が
︑
処
分
を
求
め
る
義
務
づ
け
の
不
服
申
立
も
可
能
に
な
っ
た
(36
)

︒
も
ち
ろ
ん
処
分
自
体
が
ま
だ
な

さ
れ
て
い
な
い
段
階
に
お
い
て
は
︑
行
政
不
服
審
査
法
改
正
に
よ
っ
て
も
不
服
申
立
は
で
き
な
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
処
分
自
体
が
ま
だ
な
さ
れ

て
い
な
い
段
階
は
︑
行
政
の
事
前
手
続
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
︑
事
前
手
続
法
と
し
て
の
行
政
手
続
法
に
よ
り
採
り
上
げ
ら
れ
た
︒
す
な

わ
ち
︑
改
正
行
政
手
続
法
に
よ
れ
ば
︑
処
分
等
を
求
め
る
不
服
申
立
が
可
能
に
な
っ
た
︒
も
っ
と
も
︑
そ
れ
は
職
権
発
動
を
促
す
程
度
に
と

ど
め
ら
れ
て
い
る
︒
猫
嫌
い
の
住
民
が
︑
公
権
力
の
発
動
を
求
め
る
手
続
を
開
始
さ
せ
る
こ
と
が
︑
行
政
手
続
法
の
改
正
︑
あ
る
い
は
行
政

手
続
条
例
の
改
正
に
よ
り
︑
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

他
方
︑
猫
に
餌
を
与
え
続
け
る
住
民
に
対
し
て
︑
行
政
は
︑
そ
の
行
為
を
中
止
す
る
よ
う
助
言
︑
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
そ

れ
に
従
わ
な
い
と
き
に
は
︑
次
の
段
階
と
し
て
餌
や
り
行
為
を
中
止
す
る
よ
う
勧
告
で
き
る
と
さ
れ
︑
そ
れ
に
も
従
わ
な
い
と
き
に
は
︑
命

令
で
き
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
命
令
が
な
さ
れ
た
と
き
に
は
︑
取
消
訴
訟
あ
る
い
は
取
消
の
不
服
申
立
が
可
能
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
︒
し
か
し
︑
助
言
︑
指
導
お
よ
び
勧
告
に
対
し
て
︑
そ
の
中
止
を
求
め
る
こ
と
が
︑
行
政
手
続
法
ま
た
は
行
政
手
続
条
例
(
37
)

に
よ
り
可
能
と
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さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
︑
他
の
住
民
が
︑
処
分
等

(行
政
指
導
を
含
む
)
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
た
の
で

あ
る
(
38
)

︒
し
か
も
︑
行
政
不
服
審
査
法
や
行
政
手
続
法
の
場
合
に
は
︑
無
料
で
申
立
て
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
住
民
は
気
易
く
法
的
手
段
を

活
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
︒

こ
こ
で
付
言
す
れ
ば
︑
助
言
や
指
導
な
ら
び
に
勧
告
は
︑
和
歌
山
県
の
改
正
条
例
案
の
場
合
︑
反
復
継
続
的
に
餌
や
り
行
為
が
な
さ
れ
て

い
る
場
合
に
行
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
︒
こ
こ
で
反
復
継
続
的
の
意
味
で
あ
る
が
︑
数
回
以
上
の
行
為
が
あ
っ
て
初
め
て
助
言
や
行
政
指
導
な

ら
び
に
勧
告
で
き
る
と
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
古
い
最
高
裁
の
判
例
に
︑
イ
ン
タ
ー
ン
生
が
︑
実
家
に
帰
省
し
た
と
き
に
医
師
た
る
父
親
が

不
在
の
と
き
に
︑
た
っ
た
一
回
診
察
行
為
を
し
た
に
す
ぎ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
︑
業
を
行
っ
た
と
し
て
︑
医
師
法
違
反
と
さ
れ
る
の
か
ど

う
か
が
争
わ
れ
た
事
件
に
お
い
て
︑
最
高
裁
は
︑
ま
た
父
親
が
不
在
の
と
き
に
は
︑
医
療
行
為
を
行
う
も
の
と
認
定
し
て
︑
反
復
継
続
的
に

医
業
を
行
っ
た
と
判
断
し
て
い
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

た
だ
し
和
歌
山
県
の
改
正
条
例
案
や
京
都
市
条
例
に
よ
れ
ば
︑
最
初
は
指
導
や
勧
告
︑
そ
れ
で
も
違
反
す
る
場
合
に
命
令
︑
そ
れ
で
も
違

反
す
る
場
合
に
行
政
罰
と
い
う
手
順
が
踏
ま
れ
て
い
る
の
で
︑
こ
れ
ら
を
ト
ー
タ
ル
に
捉
え
る
と
反
復
継
続
性
が
認
定
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う

か
ら
︑
た
っ
た
一
回
の
餌
や
り
行
為
で
い
き
な
り
勧
告
︑
命
令
︑
行
政
罰
は
あ
り
得
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

註
(11
)

二
〇
一
四
年

(平
成
二
六
年
)
六
月
一
三
日
︑
五
二
年
ぶ
り
の
抜
本
的
な
改
正
と
な
る
行
政
不
服
審
査
法
が
公
布
さ
れ
た
︒
施
行
は
公
布
後
二

年
以
内
︒

(12
)

行
政
手
続
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
︒
同
法
の
施
行
日
は
二
〇
一
五
年
四
月
一
日
︒

(13
)

宇
賀
克
也
﹁
行
政
不
服
審
査
法
・
行
政
手
続
法
改
正
の
背
景
と
概
要
﹂
法
学
教
室
四
二
〇
号

(
二
〇
一
五
年
)
一
〇
頁
参
照
︒

(14
)

神
戸
地
裁
平
成
一
五
年
六
月
一
一
日

(判
例
時
報
一
八
二
九
号
一
一
二
頁
)
参
照
︒
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(15
)

周
知
の
よ
う
に
︑
最
高
裁
判
所

(最
判
平
成
一
八
年
三
月
三
〇
日
民
集
六
〇
巻
三
号
九
四
八
頁
)
は
︑
国
立
マ
ン
シ
ョ
ン
景
観
訴
訟
事
件
で
︑

不
法
行
為
の
成
立
要
件
の
認
定
に
際
し
て
︑
法
律
・
条
例
に
違
反
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
ま
ず
吟
味
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
条
例
制
定
は
不
法
行
為

成
立
に
際
し
意
味
が
あ
ろ
う
︒
な
お
同
訴
訟
事
件
で
最
高
裁
は
︑
権
利
濫
用
や
公
序
良
俗
違
反
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
判
断
し
て
い
る
︒

と
り
わ
け
公
序
良
俗
違
反
に
つ
い
て
︑
吉
田
克
己
・
平
成
一
八
年
度
重
要
判
例
解
説
八
三
頁
以
下
参
照
︒

(16
)

太
田
・
前
掲
書
六
頁
～
七
頁
参
照
︒

(17
)

太
田
・
前
掲
書
六
頁
～
七
頁
参
照
︒

(18
)

太
田
・
前
掲
書
二
六
〇
頁
～
二
六
一
頁
参
照
︒

(19
)

周
知
の
よ
う
に
︑
犬
の
場
合
に
は
︑
狂
犬
病
予
防
法
に
基
づ
き
︑
行
政
機
関

(
狂
犬
病
予
防
員
)
は
犬
を
抑
留
す
な
わ
ち
捕
獲
で
き
る

(
六
条
)

が
︑
猫
に
は
そ
の
よ
う
な
捕
獲
を
認
め
る
法
律
は
存
在
し
て
い
な
い
︒

(20
)

太
田
・
前
掲
書
一
八
四
頁
以
下
参
照
︒

(21
)

太
田
・
前
掲
書
六
頁
～
七
頁
参
照
︒

(22
)

三
段
階
理
論
又
は
四
段
階
理
論
に
つ
い
て
は
︑
詳
細
は
︑
太
田
・
前
掲
書
五
八
頁
以
下
︑
六
五
頁
以
下
参
照
︒

(23
)

ド
イ
ツ
の
基
本
権
の
統
合
性
理
論
と
は
︑
基
本
権
が
侵
さ
れ
よ
う
に
な
る
と
不
作
為
請
求
権
が
︑
基
本
権
が
も
し
侵
さ
れ
た
ら
原
状
回
復
請
求

権
が
︑
も
し
原
状
回
復
が
法
的
に
あ
る
い
は
事
実
上
不
可
能
な
場
合
に
は
補
償
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
理
論
で
あ
る
︒
こ
の
基
本
権
の
統

合
性
理
論
と
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
は
︑
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
に
よ
れ
ば
︑
基
本
権
の
統
合
性
︑
す
な
わ

ち
基
本
権
の
存
在
自
体
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
見
て
い
る
︒
V
g
l.
T
o
b
ia
s
S
c
h
n
e
id
e
r,
F
o
lg
e
n
b
e
se
itig
u
n
g
im

V
e
rw
a
ltu
n
g
sre
c
h
t,
N
o
m
o
s

R
e
c
h
t
1
9
9
4
1
.
A
u
fla
g
e
,
S
.7
3
.
そ
し
て
︑
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
に
よ
れ
ば
︑﹁
不
法
に
︑
か
つ
︑
継
続
的
な
自
由
の
剥
奪
が
あ
れ
ば
︑
人
格
的
な

(行
動
の
自
由
)
(基
本
法
二
条
二
項
二
文
︑
同
一
〇
四
条
)
侵
害

(
B
e
e
in
tra
e
c
h
tig
u
n
g
)
は
︑
結
果
除
去
請
求
権
に
よ
っ
て
の
み
除
去
さ
れ
る

こ
と
が
で
き
る
し
︑
か
つ
︑
た
だ
当
事
者
に
自
由
に
任
せ
ら
れ
る
と
き
に
は
︑
将
来
に
た
い
す
る
不
作
為
義
務
が
満
足
的
に
為
さ
れ
る
こ
と
が
で

き
る
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
V
g
l.
S
c
h
n
e
id
e
r,
a
.a
.O
.,
7
3
f.

(24
)

太
田
・
前
掲
書
六
五
頁
以
下
参
照
︒
周
知
の
よ
う
に
︑
ド
イ
ツ
民
法
典

(
B
G
B
)
一
〇
〇
四
条
は
︑
物
権
的
請
求
権
と
し
て
原
状
回
復
請
求
権

を
規
定
し
て
い
る
︒
我
が
国
で
は
そ
の
よ
う
な
実
定
法
上
の
規
定
は
な
い
が
︑
理
論
で
も
っ
て
物
権
的
請
求
権
の
な
か
に
原
状
回
復
請
求
権
が
認

め
ら
れ
て
い
る
︒
私
法
の
世
界
に
原
状
回
復
請
求
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
︑
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
が
無
い
の
は
お
か
し
い
と
さ
れ
る

いわゆる猫餌やり禁止条例と行政法上の救済手段の法的考察
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の
で
あ
る
︒
権
利
の
内
容
が
明
確
な
ド
イ
ツ
民
法
典
一
〇
〇
四
条
を
類
推
し
て
︑
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
を
よ
り
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
の

が
四
段
階
理
論
で
あ
る
︒

(25
)

太
田
・
前
掲
書
二
九
〇
頁
以
下
参
照
︒
ド
イ
ツ
憲
法
裁
判
所
の
有
名
な
砂
利
採
取
事
件
決
定
で
あ
る
︒
こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
︑
西
埜
章
﹁
憲

法
上
の
所
有
権
概
念
と
地
下
水
利
用
権
︱
︱
砂
利
採
取
事
件
︱
︱

(
B
V
e
rfG
E
5
8
,
3
0
0
﹇
1
9
8
2﹈
)
﹂
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
﹃
ド
イ
ツ
の

憲
法
判
例
﹄
(一
九
九
六
年
︑
信
山
社
)
二
五
六
頁
以
下
参
照
︒

(26
)

太
田
・
前
掲
書
二
九
〇
頁
参
照
︒

(27
)

高
木
光
教
授
は
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
を
︑
損
害
賠
償
請
求
権
と
同
様
に
︑
二
次
的
と
さ
れ
て
い
る
︒
高
木
光
﹃
事
実
行
為
と
行
政
訴
訟
﹄

(一
九
八
八
年
︑
有
斐
閣
)
三
一
六
頁
︒

(28
)

太
田
・
前
掲
書
一
〇
二
頁
参
照
︒
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
に
よ
れ
ば
︑
主
要
な
履
行
請
求
権
と
し
て
の
結
果
除
去
請
求
権
と
︑
二
次
的
な
履
行
請
求
権

と
し
て
の
結
果
除
去
請
求
権
と
に
分
け
て
議
論
し
て
い
る
︒
V
g
l.,
T
o
b
ia
s
S
c
h
n
e
id
e
r,
F
o
lg
e
n
b
e
se
itig
u
n
g
im

V
e
rw
a
ltu
n
g
sre
c
h
t,
N
o
m
o
s

R
e
c
h
t
1
9
9
4
1
.
A
u
fla
g
e
,
S
.1
0
0
.
少
な
く
と
も
︑
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
は
︑
二
次
的
な
請
求
権
と
し
て
だ
け
で
は
捉
え
き
れ
な
い
よ
う
に

学
説
・
判
例
で
発
展
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

(29
)

行
政
事
件
訴
訟
法
に
よ
る
取
消
判
決
に
よ
り
︑
そ
の
形
成
力
に
よ
り
国
民
に
原
状
回
復
請
求
権
が
発
生
す
る
と
説
明
す
る
理
論
が
あ
る
︒
高
木

光
・
常
岡
孝
好
・
橋
本
博
之
・
櫻
井
敬
子
﹃
行
政
救
済
法
﹄
(二
〇
一
五
年
︑
弘
文
堂
)
四
〇
二
頁
参
照
︒

(30
)

太
田
・
前
掲
書
一
〇
頁
参
照
︒

(31
)

ド
イ
ツ
の
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
の
構
成
要
件
に
つ
い
て
は
︑
太
田
・
前
掲
書
一
七
頁
以
下
で
論
じ
て
い
る
︒

(32
)

結
果
除
去
請
求
権
と
絶
対
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
︑
高
木
光
﹁
義
務
付
け
訴
訟
・
差
止
訴
訟
﹂
磯
部
力
・
小
早
川
光
郎
・
芝
池
義
一
﹃
行
政
法

の
新
構
想
Ⅲ
・
行
政
救
済
法
﹄
(二
〇
〇
八
年
︑
有
斐
閣
)
五
五
頁
参
照
︒
さ
ら
に
︑
村
上
武
則
﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権

の
内
容
に
つ
い
て
﹂
園
部
逸
夫
先
生
古
希
記
念
・
憲
法
裁
判
と
行
政
訴
訟

(一
九
九
九
年
︑
有
斐
閣
)
五
四
八
頁
以
下
参
照
︒
結
果
除
去
請
求
権

は
︑
生
命
︑
健
康
︑
自
由
な
ら
び
に
一
般
的
な
人
格
権
等
に
も
妥
当
で
き
る
︒

(33
)

有
名
な
東
京
高
裁
判
決

(昭
和
五
二
年
一
一
月
一
七
日
︑
ジ
ュ
リ
ス
ト
昭
和
五
二
年
度
重
要
判
例
解
説
・
原
田
尚
彦
先
生
解
説
)
は
︑
捕
獲
す

る
か
し
な
い
か
の
裁
量
は
﹁
0
﹂
へ
収
縮
し
て
い
る
と
し
︑
捕
獲
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
断
じ
て
︑
国
家
賠
償
法
に
基
づ
き
賠
償
を
千
葉

県
に
命
じ
た
︒
こ
の
事
件
を
契
機
と
し
て
︑
周
知
の
よ
う
に
︑
我
が
国
で
は
︑
ま
だ
行
政
事
件
訴
訟
法
上
義
務
付
け
訴
訟
が
法
定
化
さ
れ
て
い
な
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か
っ
た
時
代
︑
原
田
先
生
に
よ
り
行
政
介
入
請
求
権
の
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
︒

(34
)

原
田
先
生
の
行
政
介
入
請
求
権
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
︑
高
木
・
前
掲
五
八
頁
参
照
︒

(35
)

結
果
除
去
負
担

(
F
o
lg
e
n
b
e
se
itig
u
n
g
sla
st)
に
つ
い
て
は
︑
太
田
・
前
掲
書
一
七
八
頁
︑
一
八
〇
頁
参
照
︒

(36
)

｢改
正
行
審
法
は
︑
申
請
型
義
務
付
け
訴
訟
を
参
考
に
し
て
︑
申
請
拒
否
処
分
ま
た
は
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
お
い
て
︑
審
査
庁
が
一

定
の
処
分
を
す
べ
き
も
の
と
認
め
る
と
き
は
︑
処
分
庁
等
の
上
級
行
政
庁
で
あ
る
審
査
庁
は
︑
当
該
処
分
庁
等
に
対
し
当
該
処
分
を
す
べ
き
旨
を

命
じ
︑
処
分
庁
等
で
あ
る
審
査
庁
は
当
該
処
分
を
す
る
こ
と
と
し
た

(四
六
条
二
項
・
四
九
条
三
項
)
︒
こ
の
よ
う
に
︑
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査

請
求
が
︑
単
に
審
理
の
迅
速
化
を
促
す
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
一
定
の
処
分
を
す
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
ま
で
判
断
す
る
も
の
と
な
﹂
っ
て
い
る
︒

以
上
︑
宇
賀
・
前
掲
九
頁
参
照
︒

(37
)

京
都
市
行
政
手
続
条
例
第
三
七
条
に
よ
れ
ば
︑﹁
法
令
又
は
条
例
等
に
違
反
す
る
行
為
の
是
正
を
求
め
る
行
政
指
導

(
そ
の
根
拠
と
な
る
規
定
が

法
律
又
は
条
例
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
︒
)
の
相
手
方
は
︑
当
該
行
政
指
導
が
当
該
法
律
又
は
条
例
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
し
な
い
と
思

料
す
る
と
き
は
︑
当
該
行
政
指
導
を
し
た
本
市
の
機
関
に
対
し
︑
そ
の
旨
を
申
し
出
て
︑
当
該
行
政
指
導
の
中
止
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
る

こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
た
だ
し
︑
当
該
行
政
指
導
が
そ
の
相
手
方
に
つ
い
て
弁
明
そ
の
他
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
を
経
て
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
き
は
︑
こ
の
限
り
で
な
い
︒﹂
と
規
定
さ
れ
て
い
る
︒

(38
)

京
都
市
行
政
手
続
条
例
第
三
九
条
に
よ
れ
ば
︑﹁
何
人
も
︑
条
例
等
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
︑
そ
の
是
正
の
た
め
に
さ
れ
る
べ

き
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
と
思
料
す
る
と
き
は
︑
当
該
処
分
を
す
る
権
限
を
有
す
る
行
政
庁
に
対
し
︑
そ
の
旨
を
申
し
出
て
︑
当
該
処
分
を
す
る

こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒

2

何
人
も
︑
法
令
又
は
条
例
等
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
︑
そ
の
是
正
の
た
め
に
さ
れ
る
べ
き
行
政
指
導

(
そ
の
根
拠
と
な
る

規
定
が
法
律
又
は
条
例
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
︒
)
が
さ
れ
て
い
な
い
と
思
料
す
る
と
き
は
︑
当
該
行
政
指
導
を
す
る
権
限
を
有
す
る
本
市

の
機
関
に
対
し
︑
そ
の
旨
を
申
し
出
て
︑
当
該
行
政
指
導
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
﹂
と
規
定
さ
れ
て
い
る
︒

いわゆる猫餌やり禁止条例と行政法上の救済手段の法的考察
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お

わ

り

に

以
上
述
べ
た
よ
う
に
︑
私
は
い
わ
ゆ
る
猫
餌
や
り
禁
止
条
例
の
問
題
に
関
し
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
救
済
手
法
に
加
え
て
︑
公
法
上
の
原
状
回

復
請
求
権
又
は
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
を
確
立
し
て
︑
そ
の
応
用
と
し
て
︑
元
通
り
の
生
活
を
回
復
さ
せ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
︑
行

政
を
相
手
取
っ
て
︑
異
常
に
増
え
す
ぎ
た
猫
の
保
護

(撤
去
)
を
求
め
て
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
で
き
る
理
論
を
提
唱
し
た
︒
千
葉
県
野
犬

等
捕
獲
条
例
事
件
の
よ
う
に
︑
行
政
は
そ
れ
な
り
の
人
的
・
物
的
手
段
を
備
え
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
生
活
妨
害
の
直
接
の
原
因
と
な
っ
て
い

る
猫
を
保
護
さ
せ
る
と
い
う
期
待
可
能
性
は
︑
大
い
に
認
め
ら
れ
る
︒
民
事
で
被
害
者
と
加
害
者
が
損
害
賠
償
訴
訟
で
争
う
よ
り
は
︑
は
る

か
に
個
人
の
生
活
権
の
保
障
に
対
し
て
も
︑
ま
た
公
益
実
現
の
達
成
度
も
︑
よ
り
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
ド
イ
ツ
の
場
合
︑
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
あ
る
い
は
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
は
︑
憲
法
学
の
人
権
の

(あ
る
い
は

基
本
権
の
)
絶
対
性
︑
統
合
性

(
In
te
g
rita
e
t)
に
支
え
ら
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
人
権
の
統
合
性
理
論
(
39
)

に
よ
れ
ば
︑
人
権
が
侵
害
さ
れ

そ
う
に
な
っ
た
ら
不
作
為
請
求
権
が
認
め
ら
れ
︑
侵
害
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
︑
ま
ず
は
人
権
そ
の
も
の
の
存
立
・
存
在
を
保
障
す
る
た
め
に

原
状
回
復
請
求
権
が
認
め
ら
れ
︑
も
し
人
権
の
原
状
回
復
が
法
的
に
ま
た
は
事
実
上
不
可
能
な
と
き
に
は
損
害
賠
償
請
求
権
が
認
め
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
人
間
に
と
っ
て
︑
非
常
に
重
要
な
静
穏
に
生
活
す
る
権
利

(人
格
権
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
︒
ま
た
日
本
国
憲
法

一
三
条
に
含
ま
れ
る
権
利
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
あ
る
い
は
同
二
五
条
の
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
と
も
関
連
し
よ

う
)
が
妨
害
さ
れ
る
と
き
︑
元
通
り
の
生
活
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
︑
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
あ
る
い
は
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権

に
基
づ
い
て
︑
行
政
介
入
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
で
き
る
よ
う
に
是
非
訴
え
た
い
︒

京
都
市
や
和
歌
山
県
が
︑
条
例
を
制
定
す
る
以
上
は
︑
行
政
に
大
き
な
責
任
が
存
在
す
る

(あ
る
い
は
発
生
す
る
)
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
︒
憲
法
上
は
基
本
権
保
護
義
務
と
し
て
︑
行
政
法
上
は
︑
行
政
責
任
︑
結
果
除
去
負
担
︑
結
果
除
去
義
務
と
し
て
︑
そ
の
責
任
は
具
現
化

18(530)



さ
れ
て
い
く
︒
け
れ
ど
も
何
よ
り
も
︑
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
あ
る
い
は
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
を
確
立
で
き
れ
ば
︑
た
と
え
猫

を
保
護

(撤
去
)
す
る
法
律
・
条
例
が
な
く
と
も
︑
そ
れ
ら
の
権
利
そ
の
も
の
が
︑
行
政
に
対
し
て
猫
を
保
護

(撤
去
)
す
る
た
め
の
授
権

根
拠
に
な
る
と
主
張
し
た
い
︒

ま
た
︑
訴
訟
形
式
と
し
て
は
︑
猫
餌
や
り
禁
止
条
例
が
成
立
す
れ
ば
︑
法
律
関
係
は
い
わ
ゆ
る
公
法
上
の
関
係
と
説
明
し
易
く
な
っ
て
く

る
こ
と
に
鑑
み
︑
行
政
事
件
訴
訟
法
四
条
の
適
用
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
︒
通
常
は
︑
二
つ
の
手
段
が
考
え
ら
れ
る
︒
一
つ
は
︑
行
政
が
猫

を
保
護

(撤
去
)
す
る
義
務
が
存
す
る
こ
と
の
確
認
訴
訟

(い
わ
ゆ
る
公
法
上
の
法
律
関
係
に
関
す
る
確
認
の
訴
え
)
も
可
能
だ
ろ
う
し
︑

他
の
一
つ
は
︑
給
付
訴
訟
と
し
て
︑
猫
の
保
護

(撤
去
)
を
行
政
に
求
め
る
訴
え

(行
政
事
件
訴
訟
法
四
条
︑
公
法
上
の
法
律
関
係
に
関
す

る
訴
訟
)
を
活
用
で
き
る
と
思
わ
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
行
訴
法
四
条
だ
け
で
は
な
く
︑
同
法
三
条
の
義
務
づ
け
訴
訟
︑
行
政
不
服
審
査
法
四
六

条
二
項
の
い
わ
ゆ
る
義
務
づ
け
の
不
服
申
立
も
可
能
で
あ
ろ
う
し
︑
さ
ら
に
は
改
正
行
政
手
続
法
の
処
分
等
の
求
め
︑
行
政
指
導
の
中
止
の

求
め
等
も
適
用
可
能
で
あ
ろ
う
︒

京
都
市
も
︑
和
歌
山
県
も
︑
決
し
て
動
物
愛
護
法
(40
)

違
反
の
条
例
を
制
定
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
動
物
と
人
と
の
共
生
を
実
現
す

べ
く
︑
行
政
と
司
法
そ
し
て
住
民
が
法
治
主
義
の
な
か
で
︑
共
に
住
み
や
す
い
住
環
境
を
整
備
し
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
︒

最
後
に
︑
私
は
︑
本
文
で
一
貫
し
て
猫
の
保
護

(撤
去
)
と
述
べ
て
き
た
︒
こ
れ
は
︑
捕
獲
と
は
異
な
る
意
味
で
あ
る
︒
真
に
保
護
を
考

え
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
保
護

(撤
去
)
の
後
︑
行
政
が
世
話
を
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
し
︑
行
政
が
猫
好
き
な
人
へ
の
仲
介
者
的
な
役

割
を
果
た
す
こ
と
も
あ
り
う
る
︒
さ
ら
に
は
避
妊
手
術
を
施
し
て
異
常
な
繁
殖
に
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
る
こ
と
も
保
護
の
な
か
に
入
る
で
あ
ろ

う
︒
し
か
し
︑
保
護

(撤
去
)
の
中
に
︑
決
し
て
即
︑
殺
処
分
を
含
め
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
︒
と
も
か
く
︑
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求

権
ま
た
は
結
果
除
去
請
求
権
に
基
づ
い
て
︑
行
政
に
猫
を
保
護

(撤
去
)
さ
せ
︑
そ
の
後
は
法
律
お
よ
び
条
例
の
精
神
に
基
づ
い
て
︑
行
政

が
猫
の
愛
護
的
措
置
を
採
る
新
た
な
法
関
係
の
問
題
と
な
ろ
う
︒

いわゆる猫餌やり禁止条例と行政法上の救済手段の法的考察
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註
(39
)

太
田
照
美
﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
基
本
権
の
統
合
性
理
論
と
我
が
国
に
お
け
る
理
論
的
展
開

(渥
美
東
洋
教
授
追
悼
号
)
﹂
(二
〇
一
五
年
︑
産
大

法
学
四
八
巻
一
・
二
号
)
一
頁
以
下
参
照
︒

(40
)

正
式
に
は
︑
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律

(昭
和
四
八
年
一
〇
月
一
日
法
律
第
一
〇
五
号
)
︒
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