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行
政
事
件
訴
訟
法
四
四
条
は
、
「
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
民
事
保
全
法
に
規
定
す
る

仮
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
、
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
訴
訟
の
種
類
を
問
わ
ず
適
用
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
行
政
処
分
の
有
効
、
無
効
が
争
点
と
な
る
実
質
的
当
事
者
訴
訟
、
争
点
訴
訟
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
他
方

で
は
執
行
停
止
に
関
す
る
一
一
五
条
以
下
の
規
定
は
こ
れ
ら
の
訴
訟
に
は
準
用
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
文
理
解
釈
に
よ
れ
ば
、
当

事
者
訴
訟
、
争
点
訴
訟
に
は
仮
の
救
済
の
制
度
は
一
切
存
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
不
当
で
あ
る
の
で
、
仮
の
救
済

を
可
能
に
す
る
解
釈
が
必
要
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
問
題
を
従
来
の
議
論
と
は
や
や
異
な
る

観
点
か
ら
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
小
論
が
議
論
の
進
展
に
な
に
が
し
か
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

学
説
は
、
仮
処
分
を
〈

そ
の
他
に
大
別
さ
れ
る
。

一一

仮
処
分
を
全
面
的
に
認
め
る
も
の
、
仮
処
分
を
制
限
的
に
認
め
る
も
の
、
仮
処
分
は
認
め
ず
執
行
停
止
を
認
め
る
も
の
、

当
事
者
訴
訟
・
争
点
訴
訟
と
仮
の
救
済

玉
城
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ま
ず
、
仮
処
分
を
全
面
的
に
認
め
る
も
の
と
し
て
、
①
蕊
鋤
点
訴
訟
に
は
四
四
条
は
適
用
さ
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
仮
処
分
が
認
め
ら
れ
る
、

（
１
）

と
す
る
説
と
、
②
重
大
か
つ
明
白
な
暇
疵
あ
る
行
政
処
分
は
行
政
処
分
と
し
て
は
「
不
存
在
」
（
当
然
無
効
）
で
あ
り
、
四
四
条
の

「
公
権
力
の
行
使
」
に
は
当
た
ら
な
い
か
ら
、
仮
処
分
が
認
め
ら
れ
る
、
と
す
る
錘
が
あ
る
。

次
に
、
四
四
条
は
仮
処
分
を
ま
っ
た
く
禁
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
制
限
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
③
執
行
停
止
を
超
え
な

い
程
度
の
仮
処
分
は
認
め
ら
れ
る
と
す
る
錘
、
④
行
政
処
分
に
よ
り
（
表
見
的
に
）
生
じ
た
法
律
効
果
の
一
部
と
抵
触
す
る
に
す
ぎ
な

い
仮
処
分
は
認
め
ら
れ
る
と
す
る
誠
が
あ
る
。

（
５
）

次
に
、
執
行
停
止
を
認
め
る
も
の
と
し
て
、
⑤
争
点
と
な
っ
た
行
政
処
分
に
関
し
て
執
行
停
止
の
規
定
の
準
用
を
解
釈
上
認
め
る
説
、

⑥
仮
の
救
済
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
「
現
在
の
法
律
関
係
に
関
す
る
訴
え
に
よ
っ
て
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
」
（
三

六
条
）
と
し
て
無
効
確
認
訴
訟
が
許
容
さ
れ
る
の
で
、
無
効
確
認
訴
訟
を
提
起
し
、
執
行
停
止
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る

六
条
）
と
‐

誌
が
あ
る
・

そ
の
他
、

判
例
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
そ
の
下
で
は
文
理
解
釈
に
よ
れ
ば
当
事
者
訴
訟
、
争
点
訴
訟
に
は
仮
の
救
済
の
制
度
は
一
切
存
し
な
い

こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
の
行
政
事
件
訴
訟
法
が
施
行
さ
れ
た
後
の
判
例
と
し
て
は
、
当
事
者
訴
訟
で
は
仮
処
分
も
執
行
停
止
も
認
め
ら
れ

な
い
か
ら
、
仮
の
救
済
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
「
現
在
の
法
律
関
係
に
関
す
る
訴
え
に
よ
っ
て
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

も
の
」
と
し
て
無
効
確
認
訴
訟
が
許
容
さ
れ
る
、
と
し
た
も
の
（
甲
府
地
判
昭
和
三
八
年
一
一
月
二
八
日
行
裁
集
一
四
巻
一
一
号
一
六

七
頁
）
、
当
事
者
訴
訟
に
つ
き
被
保
全
権
利
の
疎
明
な
し
と
し
て
仮
処
分
の
申
請
を
却
下
し
た
が
、
判
決
理
由
の
末
尾
で
、
仮
処
分
は

四
四
条
に
抵
触
し
て
許
さ
れ
ず
、
二
五
条
の
類
推
適
用
に
よ
る
執
行
停
止
の
方
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
解
す
る
余
地
が
多
分
に
あ

が
あ
る
。

（
７
）

⑦
私
人
を
被
告
と
す
る
も
の
は
仮
処
分
を
、
行
政
庁
の
帰
属
す
る
行
政
体
を
被
告
と
す
る
ｊ
ｂ
の
は
執
行
停
止
を
認
め
る
説
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さ
て
、
学
説
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
が
、
本
格
的
な
論
争
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
説
に
対

し
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
あ
る
。
①
説
に
対
し
は
、
四
四
条
が
補
則
中
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
本
案
訴
訟
の
種
類
を
問
わ
な
い
趣
旨

で
あ
る
、
と
い
う
批
判
が
あ
麺
。
②
説
に
対
し
て
は
、
四
四
条
は
有
効
な
行
政
処
分
と
無
効
な
行
政
処
分
を
区
別
し
て
い
な
い
、
と
い

う
批
判
が
あ
麺
。
③
説
に
対
し
て
は
、
四
四
条
の
立
法
趣
旨
・
経
緯
に
反
す
る
、
と
い
う
批
判
が
あ
麺
。
④
説
に
は
ま
だ
批
判
は
見
ら

れ
な
い
。
⑤
説
は
、
四
四
条
の
法
意
に
適
合
し
な
い
、
と
い
う
批
判
が
あ
麺
。
⑥
説
に
対
し
て
は
、
本
案
で
あ
る
無
効
確
認
訴
訟
の
許

（
肥
）

容
性
を
付
随
的
手
続
で
あ
る
仮
の
権
利
保
護
の
必
要
性
・
可
能
性
に
よ
り
判
断
す
る
こ
と
は
本
末
転
倒
で
あ
る
、
と
の
批
判
が
あ
る
。

⑦
説
に
対
し
て
は
、
私
人
を
被
告
と
す
る
も
の
は
制
限
な
し
に
仮
処
分
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
も
、
行
政
庁
の
帰
属
す
る
行
政
体
を

（
旧
）

被
』
ロ
と
す
る
も
の
は
仮
処
分
の
余
地
が
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
の
も
、
四
四
条
の
趣
旨
に
《
ｐ
致
し
な
い
、
と
い
う
批
判
が
あ
る
。

き
て
、
行
政
事
件
訴
訟
法
の
条
文
の
文
理
解
釈
に
よ
れ
ば
、
仮
処
分
も
執
行
停
止
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
ど
う
し
て
こ

の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
き
、
「
そ
の
場
合
の
仮
の
救
済
措
置
と
い
う
も
の
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
は
一
応
法
制
審
議
会
の

小
委
員
会
、
あ
る
い
は
幹
事
会
の
審
識
の
過
程
に
お
い
て
議
論
は
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
点
を
十
分
に
突
き
つ
め
る
こ
と
な

（
Ⅱ
》

く
、
こ
の
ま
ま
の
形
で
要
綱
案
が
作
成
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
」
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
決
し
て
仮
の
救
済
が
必
要
で
な
い
と
さ
れ

る
、
と
付
加
的
に
の
べ
た
も
の
（
福
岡
地
小
倉
支
判
昭
和
五
一
年
三
月
二
九
日
判
時
八
二
二
号
九
五
頁
）
、
争
点
訴
訟
に
つ
き
仮
処
分

は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
も
の
（
千
葉
地
松
戸
支
決
昭
和
五
一
年
一
一
月
五
日
判
タ
三
五
二
号
二
五
九
頁
）
、
当
事
者
訴
訟
に
つ
き
仮
処

分
は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
も
の
（
福
岡
高
判
昭
和
五
五
年
一
一
一
月
一
一
八
日
行
裁
集
三
一
巻
三
号
八
○
二
頁
）
、
当
事
者
訴
訟
に
つ
き
無
効

確
認
訴
訟
に
準
じ
て
執
行
停
止
が
許
さ
れ
る
が
、
本
件
で
は
回
復
困
難
な
損
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
し
た
も
の

（
高
知
地
決
平
成
四
年
一
一
一
月
一
一
三
日
）
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
判
例
は
仮
処
分
で
は
な
く
執
行
停
止
を
認
め
る
傾
向
を
示
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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た
か
ら
で
は
な
い
。
取
梢
訴
訟
や
無
効
確
認
訴
訟
に
お
い
て
は
執
行
停
止
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
、
当
事
者
訴
訟
、
争
点
訴
訟
で
は

執
行
停
止
も
仮
処
分
も
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
バ
ラ
ン
ス
を
欠
く
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
仮
の
救
済
の
空
白
を
解
釈
に

よ
り
埋
め
る
べ
き
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
た
だ
そ
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
学
説
上
、
説
が
分
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
執
行
停
止
か
仮
処
分
か
、
い
ず
れ
か
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
十
分
に
突
き
つ
め
る
こ
と

な
く
」
規
定
さ
れ
た
条
文
の
文
理
に
か
か
ず
ら
う
こ
と
な
く
、
執
行
停
止
と
仮
処
分
の
い
ず
れ
を
認
め
る
の
が
実
際
上
妥
当
か
、
ま
た

仮
処
分
を
認
め
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
全
面
的
に
認
め
ら
れ
べ
き
か
制
限
的
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
、
を
直
裁
、
論
じ
る
べ
き
で
あ
る
と

考
え
る
。
以
下
で
は
叙
述
の
便
宜
上
、
仮
に
仮
処
分
を
認
め
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
全
面
的
に
認
め
ら
れ
べ
き
か
制
限
的
に
認
め
ら
れ
る

べ
き
か
を
論
じ
た
後
に
、
執
行
停
止
と
仮
処
分
の
い
ず
れ
を
認
め
る
の
が
妥
当
か
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

仮
に
仮
処
分
を
認
め
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
全
面
的
に
認
め
ら
れ
べ
き
か
制
限
的
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
。
仮
処
分
は
制
限
的
に
認
め

ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
③
説
、
④
説
が
出
発
点
と
し
た
の
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
の
立
案
に
携
わ
っ
た
杉
本
良
吉
氏
の
次
の
叙
述

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
行
政
庁
に
代
わ
っ
て
行
政
処
分
を
行
う
こ
と
に
な
る
仮
処
分
（
た
と
え
ば
行
政
庁
の
処
分
に
よ
っ
て
の
み

与
え
ら
れ
る
べ
き
公
法
上
の
地
位
ま
た
は
権
利
等
を
仮
に
設
定
す
る
よ
う
な
仮
処
分
）
、
行
政
庁
の
権
限
行
使
を
予
め
抑
止
す
る
よ
う

な
仮
処
分
（
た
と
え
ば
行
政
庁
が
特
定
の
処
分
を
し
て
は
な
ら
な
い
旨
の
不
作
為
を
命
じ
る
仮
処
分
）
、
さ
ら
に
ま
た
行
政
庁
の
し
た

処
分
の
効
力
又
は
執
行
を
停
止
す
る
仮
処
分
（
た
と
え
ば
行
政
庁
の
下
命
行
為
の
効
力
を
停
止
す
る
仮
処
分
）
は
で
き
な
い
こ
と
に
つ

い
て
は
、
異
論
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
行
政
庁
の
処
分
に
よ
っ
て
生
じ
た
法
律
効
果
と
抵
触
す
る
よ
う
な
内
容
の
仮
処
分
が

一一一
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（
脂
）

で
き
る
か
否
か
は
問
題
で
あ
る
。
結
局
、
右
本
条
の
趣
』
臼
に
則
し
て
解
釈
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
。
し
か
し
、
そ
の

「
本
条
の
趣
旨
」
と
は
何
か
は
、
本
条
は
仮
処
分
を
排
除
し
た
も
の
で
は
な
く
仮
処
分
権
の
行
使
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

（
随
）

た
Ｊ
ｂ
の
で
あ
る
、
と
い
う
に
す
ぎ
ず
、
明
ら
か
で
な
い
。

さ
て
、
③
説
は
執
行
停
止
と
の
均
衡
を
言
い
、
「
仮
処
分
権
の
限
界
と
は
、
行
政
庁
の
第
一
次
判
断
権
を
さ
き
ど
り
す
る
よ
う
な
形

で
の
仮
処
分
の
方
法
の
禁
止
を
意
味
す
る
も
の
と
解
す
る
…
…
行
政
庁
の
第
一
次
判
断
が
ま
っ
た
く
な
さ
れ
て
い
な
い
状
態
に
お
い
て
、

行
政
庁
に
代
わ
っ
て
新
た
な
行
政
処
分
を
行
う
こ
と
に
な
る
よ
う
な
仮
処
分
、
行
政
庁
の
椛
限
を
予
め
抑
止
す
る
よ
う
な
仮
処
分
は
で

き
な
い
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
行
政
庁
の
処
分
に
よ
っ
て
表
見
的
に
形
成
さ
れ
た
法
律
関
係
と
抵
触
す

る
よ
う
な
仮
処
分
、
あ
る
い
は
、
処
分
前
の
原
状
に
お
け
る
法
律
状
態
に
も
と
づ
く
仮
処
分
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
す
で
に
な
さ
れ
た

行
政
庁
の
第
一
次
判
断
の
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
か
か
る
意
味
で
の
仮
処
分
は
現
行
法
の
下
で
も

（
〃
）

許
些
こ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
」
、
と
す
る
。
結
局
、
③
説
は
杉
本
氏
の
い
う
、
「
行
政
庁
の
処
分
に
よ
っ
て
生
じ
た
法
律
効

果
と
抵
触
す
る
よ
う
な
内
容
の
仮
処
分
」
は
す
べ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
③
説
が
杉
本
氏
と
同
様
、
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
、
行
政
庁
の
第
一
次
判
断
権
を
さ
き
ど
り
す
る
よ
う
な
形
で
の
仮
処
分
は
、

ド
イ
ツ
の
仮
命
令
の
よ
う
な
制
度
を
採
用
し
な
か
っ
た
行
政
事
件
訴
訟
法
に
お
け
る
解
釈
と
し
て
当
然
で
あ
り
、
仮
処
分
権
の
制
限
に

言
及
し
な
い
①
説
、
②
説
も
当
然
、
こ
の
こ
と
は
承
認
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
仮
処
分
の
内
容
面
で
は
①
説
、
②
説
と
③
説
で

は
差
異
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
杉
本
氏
の
い
う
、
「
行
政
庁
の
し
た
処
分
の
効
力
又
は
執
行
を
停
止
す
る
仮
処
分
（
た
と

え
ば
行
政
庁
の
下
命
行
為
の
効
力
を
停
止
す
る
仮
処
分
）
」
に
つ
い
て
は
、
③
説
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
③
説
が
認
め
る
、
「
行
政
庁
の

処
分
に
よ
っ
て
表
見
的
に
形
成
さ
れ
た
法
律
関
係
と
抵
触
す
る
よ
う
な
仮
処
分
」
と
右
の
よ
う
な
仮
処
分
は
実
質
に
お
い
て
違
い
は
な

（
旧
》

い
の
で
、
③
説
が
右
の
よ
う
な
仮
処
分
を
認
め
フ
勺
か
否
か
は
重
要
で
な
い
。
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こ
の
③
説
に
対
し
、
④
説
は
認
め
ら
れ
る
仮
処
分
の
内
容
を
執
行
停
止
よ
り
も
制
限
す
る
。
す
な
わ
ち
、
④
説
は
杉
本
氏
の
い
う
、

「
行
政
庁
の
処
分
に
よ
っ
て
生
じ
た
法
律
効
果
と
抵
触
す
る
よ
う
な
内
容
の
仮
処
分
」
を
、
行
政
処
分
を
全
面
的
に
覆
す
よ
う
な
仮
処

分
と
、
行
政
処
分
に
よ
り
（
表
見
的
に
）
生
じ
た
法
律
効
果
の
一
部
と
抵
触
す
る
よ
う
な
仮
処
分
に
区
別
し
、
前
者
は
認
め
ら
れ
な
い

が
後
者
は
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
そ
れ
で
は
、
行
政
処
分
を
全
面
的
に
覆
す
よ
う
な
仮
処
分
が
認
め
ら
れ
な
い
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
関
心
の
あ
る
の
は
行
政
処
分
を
全
面
的
に
覆
す
よ
う
な
仮
処
分
が
認
め
ら
れ
な
い
理
由
で
あ
る
が
、

④
説
の
論
者
は
四
四
条
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
政
処
分
に
よ
り
（
表
見
的
に
）
生
じ
た
法
律
効
果
の
一
部
と
抵
触
す
る
よ
う
な
仮
処
分
は

（
脾
）

認
め
ら
れ
る
理
由
に
も
意
を
用
い
、
自
ら
の
基
準
に
対
し
て
さ
え
、
「
な
お
疑
問
が
残
る
」
、
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
行
政
処
分
を
全
面

的
に
覆
す
よ
う
な
仮
処
分
が
認
め
ら
れ
な
い
理
由
の
探
究
に
専
念
し
て
い
な
い
た
め
も
あ
ろ
う
、
そ
の
理
由
は
明
確
で
は
な
く
、
③
説

に
対
す
る
次
の
批
判
か
ら
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。

「
仮
に
こ
の
説
が
現
に
な
さ
れ
た
行
政
庁
の
第
一
次
判
断
の
レ
ビ
ュ
ー
と
し
て
な
き
れ
る
な
ら
ば
、
当
該
行
政
処
分
の
効
力
を
全
面

的
に
覆
す
よ
う
な
仮
処
分
Ｉ
例
え
ば
農
地
売
渡
処
分
の
無
効
を
前
提
と
し
て
所
有
権
に
基
づ
く
返
還
請
求
訴
訟
を
本
案
と
し
て
売
渡
し

を
受
け
た
現
所
有
者
に
対
し
て
す
る
当
該
農
地
の
明
渡
断
行
の
仮
処
分
、
収
用
裁
決
の
無
効
を
前
提
と
し
て
所
有
権
に
基
づ
く
返
還
請

求
訴
訟
を
本
案
と
し
て
企
業
者
に
対
す
る
被
収
用
土
地
の
明
渡
断
行
の
仮
処
分
な
ど
ｌ
も
許
容
さ
れ
る
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
な
ら
ば
、

右
の
よ
う
な
仮
処
分
の
効
力
を
全
面
的
に
否
定
し
、
行
政
目
的
を
疎
外
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
許
容
す
る
の
は

行
訴
法
四
四
条
の
立
法
趣
旨
・
経
緯
（
例
え
ば
平
野
事
件
の
仮
処
分
も
許
容
さ
れ
そ
う
で
あ
る
）
か
ら
し
て
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

し
か
し
、
執
行
停
止
在
ら
、
「
行
政
処
分
の
効
力
を
全
面
的
に
否
定
し
、
行
政
目
的
を
阻
害
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
」
執
行
停
止
も

認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
仮
処
分
で
は
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
行
政
事
件
訴
訟
法
四
四
条
の
立
法
趣
旨
．

（
卸
）

れ
ヲ
③
」
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経
緯
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

平
野
事
件
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
昭
和
二
三
年
一
月
一
四
日
に
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
り
公
職
追
放
覚
書
該
当
者
と
し
て
指
定
き
れ

た
衆
議
院
議
員
平
野
力
三
氏
の
申
請
に
基
づ
き
、
同
年
二
月
二
日
、
東
京
地
方
裁
判
所
が
右
指
定
の
効
力
発
生
を
指
定
無
効
確
認
訴
訟

に
お
け
る
判
決
確
定
に
い
た
る
ま
で
停
止
す
る
旨
の
仮
処
分
命
令
を
発
し
た
が
、
連
合
国
最
高
司
令
官
の
指
令
等
に
よ
り
、
同
年
二
月

五
日
、
東
京
地
方
裁
判
所
は
仮
処
分
命
令
を
取
消
し
、
申
請
を
却
下
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
麺
・
当
時
は
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
制
定

前
で
あ
り
、
行
政
処
分
の
効
力
や
執
行
を
停
止
す
る
の
も
民
事
訴
訟
法
上
の
仮
処
分
に
よ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
平
野
事
件
は

同
年
七
月
一
日
制
定
の
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
の
内
容
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
わ
れ
る
。

田
中
二
郎
博
士
は
こ
れ
に
つ
き
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
こ
の
事
件
に
関
連
し
、
司
法
権
と
行
政
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
司

法
権
が
、
最
終
的
に
行
政
事
件
に
つ
い
て
判
断
を
な
す
べ
き
こ
と
は
当
然
と
し
て
、
そ
の
本
来
の
法
適
用
の
判
断
を
超
え
て
、
み
だ
り

に
行
政
権
の
分
野
に
立
ち
入
る
こ
と
を
抑
制
し
、
行
政
に
つ
い
て
は
、
一
応
、
行
政
権
の
責
任
あ
る
判
断
に
委
ね
る
べ
き
も
の
と
す
る

考
え
方
を
と
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
考
え
方
の
転
換
が
、
特
例
法
の
制
定
を
促
進
し
た
の
み
な
ら
ず
、
内
容
的
に
も
行
政
権

の
判
断
を
尊
重
す
る
新
な
考
慮
に
基
き
、
さ
き
の
特
例
法
案
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
ら
し
い
規
定
を
挿
入
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
特
に
、
二
つ
の
点
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
特
例
法
第
二
条
に
お
け
る
訴
願
前
置
主
義
の
採
用
で
あ
り
、
他
の

一
つ
は
、
特
例
法
第
一
○
条
の
執
行
停
止
命
令
の
制
限
及
び
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
権
並
び
に
仮
処
分
に
関
す
る
規
定
の
不
適
用
の
規

定
で
あ
る
。
法
律
上
の
争
訟
に
つ
い
て
は
、
憲
法
の
要
請
に
基
き
、
最
終
的
に
は
、
常
に
裁
判
所
の
裁
判
に
俟
っ
ぺ
き
も
の
と
し
な
が

四
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ら
、
訴
願
等
の
手
続
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
ま
ず
こ
の
手
続
を
と
る
べ
き
も
の
と
し
、
ま
た
、
裁
判
所
の
執
行
停
止
命
令
を
著

し
く
制
限
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

（
蝿
）

行
政
の
責
任
者
の
立
場
を
尊
重
し
、
司
法
と
行
政
と
の
関
係
の
円
滑
な
調
整
を
行
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
」

な
る
ほ
ど
、
こ
の
「
司
法
と
行
政
と
の
関
係
の
円
滑
な
調
整
」
は
、
現
行
の
行
政
事
件
訴
訟
法
で
は
、
審
査
請
求
前
置
の
原
則
は
採

ら
れ
ず
（
八
条
一
項
）
、
執
行
停
止
の
要
件
は
、
「
償
う
こ
と
の
で
き
な
い
損
害
」
か
ら
「
回
復
の
困
難
な
損
害
」
へ
と
緩
和
さ
れ
（
二

五
条
二
項
）
、
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
は
、
「
や
む
を
え
な
い
場
合
で
な
け
れ
ば
…
…
異
議
を
述
べ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
異
議
を
述
べ

た
と
き
は
、
次
の
常
会
に
お
い
て
国
会
に
こ
れ
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
二
七
条
六
項
）
と
さ
れ
、
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法

に
お
け
る
よ
り
は
司
法
権
を
尊
重
す
る
も
の
と
な
っ
た
が
、
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
制
度
自
体
は
法
制
審
議
会
に
お
け
る
議
論
の
末
、

右
の
よ
う
な
制
約
の
下
で
は
あ
る
が
存
続
が
決
ま
嘘
、
ま
た
仮
処
分
に
関
す
る
規
定
の
不
適
用
の
規
定
は
、
「
仮
処
分
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
ど
、
と
い
う
表
現
に
改
め
ら
れ
た
が
、
民
事
訴
訟
で
あ
っ
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
規
定
の
位
置
が

第
五
章
補
則
に
移
さ
れ
た
（
四
四
蝿
）
。

こ
の
よ
う
に
平
野
事
件
が
執
行
停
止
に
お
け
る
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
制
度
と
仮
処
分
の
排
除
の
制
度
の
機
縁
と
な
っ
た
の
で
あ

る
か
塵
、
④
説
の
論
者
の
い
う
よ
う
に
、
平
野
事
件
の
よ
う
な
仮
処
分
も
禁
じ
ら
れ
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
四
四
条
、

と
い
う
よ
り
も
行
政
事
件
訴
訟
法
に
お
け
る
仮
の
救
済
制
度
の
立
法
趣
旨
・
経
緯
か
ら
し
て
問
題
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
行
政
事
件
訴
訟
法
に
お
け
る
仮
の
救
済
制
度
の
立
法
趣
旨
・
経
緯
か
ら
し
て
、
た
と
え
当
事
者
訴
訟
、
争
点
訴
訟
に
お

五
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い
て
仮
処
分
を
認
め
る
と
し
て
も
、
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
制
度
が
な
い
仮
処
分
に
お
い
て
は
平
野
事
件
の
よ
う
な
仮
処
分
は
許
さ

れ
な
い
と
す
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
。
③
説
は
仮
処
分
と
執
行
停
止
の
均
衡
を
言
い
、
仮
処
分
に
お
い
て
も
執
行
停
止
に
お

い
て
可
能
な
仮
の
救
済
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
が
、
こ
こ
に
は
執
行
停
止
に
は
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
制
度
が
存
す
る
と
い

う
こ
と
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
仮
処
分
に
は
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
制
度
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
執
行
停
止
に
お
い
て
可
能

な
仮
の
救
済
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
は
均
衡
が
取
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
仮
処
分
の
内
容
を
執
行
停
止
よ
り
も
制
限
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
仮
処
分
に
は
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
制
度

が
な
い
こ
と
に
存
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
仮
処
分
の
内
容
の
制
限
の
基
準
も
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
と
の
関
係
で
設

定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
行
政
処
分
と
い
っ
て
も
多
種
多
様
で
あ
る
し
、
取
り
巻
く
事
情
も
様
々
で
あ
る
の
で
、
④

説
の
よ
う
に
行
政
処
分
の
効
力
を
全
面
的
に
覆
す
か
、
一
部
抵
触
す
る
か
で
区
別
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
執
行

停
止
で
あ
っ
て
も
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
が
出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
仮
処
分
か
、
そ
れ
と
も
執
行
停
止
で
あ
れ
ば
内
閣
総
理
大
臣
の

異
議
が
出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
は
い
え
な
い
仮
処
分
か
と
い
う
基
準
が
、
基
準
と
し
て
不
明
確
で
は
あ
っ
て
も
、
採
ら
れ
な
け
れ

（
配
）

ぱ
企
挙
ら
な
い
。

ｊ
ｂ
つ
し
」
ｊ
⑥
、

も
っ
と
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
二
つ
の
理
由
に
よ
り
、
当
事
者
訴
訟
、
争
点
訴
訟
で
は
常
に
内
閣
総
理
大
臣
が
異
議
を
の
べ
る

お
そ
れ
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
得
る
。
一
つ
は
、
当
事
者
訴
訟
、
争
点
訴
訟
で
は
行
政
処
分
は
終
了
し
て
お
り
、

仮
処
分
は
行
政
処
分
に
よ
っ
て
（
表
見
的
に
）
生
じ
た
法
律
関
係
と
抵
触
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
れ
に
対
し
、
内
閣
総
理
大
臣
が
、

「
公
共
の
福
祉
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
」
（
二
七
条
二
項
）
が
あ
り
、
「
や
む
を
え
な
い
」
（
同
条
六
項
）
と
し
て
異
議
を
の
べ

（
幻
）

ろ
お
そ
れ
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
平
野
事
件
で
も
行
政
処
分
は
終
了
し
て
い
た
し
、
ま
た
、
例
諺
え

ば
、
「
収
用
裁
決
の
無
効
を
前
提
と
し
て
所
有
権
に
基
づ
く
返
還
請
求
訴
訟
を
本
案
と
し
て
す
る
企
業
者
に
対
す
る
被
収
用
土
地
の
明
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以
上
に
よ
り
、
仮
処
分
の
内
容
を
執
行
停
止
よ
り
も
制
限
す
る
と
す
れ
ば
、
執
行
停
止
で
あ
っ
て
も
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
が
出
さ

れ
る
お
そ
れ
が
な
い
仮
処
分
は
認
め
ら
れ
る
が
、
執
行
停
止
で
あ
れ
ば
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
が
出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
は
い
え

な
い
仮
処
分
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
行
政
主
体
を
相
手
取
る
免
職
処

分
の
無
効
を
理
由
と
す
る
賃
金
仮
払
い
の
仮
処
分
は
賃
金
を
仮
に
支
払
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
し
、
ま
た
企
業
者
を
相
手
取
る
収
用
採

決
の
無
効
を
理
由
と
す
る
処
分
禁
止
の
仮
処
分
は
企
業
者
の
土
地
の
利
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
行
政
目
的
を
阻
害
す
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
た
め
に
「
公
共
の
福
祉
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
」
が
あ
り
、
「
や
む
を
え
な
い
」
と
内
閣
総
理
大
臣
が
考
え

る
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
い
と
い
っ
て
よ
い
の
で
、
当
然
、
認
め
ら
れ
よ
｝
狸
。

（
犯
）

あ
ろ
う
。

渡
断
行
の
仮
処
分
」
も
、
行
政
目
的
を
阻
害
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
た
め
に
「
公
共
の
福
祉
に
重
大
な
影
瀞
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
」
が
あ

り
、
「
や
む
を
え
な
い
」
と
内
閣
総
理
大
臣
が
考
え
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
な
い
と
は
断
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
は
、
当
事
者
訴
訟
、
争
点
訴
訟
に
お
け
る
仮
処
分
で
は
行
政
処
分
の
無
効
、
す
な
わ
ち
重
大
か
つ
明
白
な
違
法
の
疎
明
が

必
要
で
あ
り
、
そ
の
疎
明
が
な
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
内
閣
総
理
大
臣
が
異
議
を
の
べ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ

（
麺
）

な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
仮
の
救
済
の
時
点
で
は
重
大
か
つ
明
白
な
違
法
の
存
在
が
確
定
し
て
い
る
わ

（
羽
）

け
で
は
な
く
、
行
政
庁
は
有
効
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
異
議
を
の
べ
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
考
心
え
ら
れ
な

い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
無
効
確
認
訴
訟
に
お
け
る
執
行
停
止
に
も
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
規
定
は
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る

（
釦
）

（
一
二
八
条
三
項
）
。
も
っ
と
も
、
当
事
者
訴
訟
、
争
点
訴
訟
に
お
け
る
行
政
処
分
の
無
効
に
つ
い
て
違
法
の
明
白
性
を
強
調
し
、
さ
ら
に

は
行
政
庁
も
行
政
処
分
の
違
法
性
を
争
わ
な
い
と
い
う
こ
と
を
要
件
と
す
る
な
ら
煙
、
内
閣
総
理
大
臣
が
異
議
を
の
べ
る
こ
と
は
ま
っ

た
く
考
え
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
当
事
者
訴
訟
、
争
点
訴
訟
の
許
容
性
を
そ
こ
ま
で
狭
く
す
る
こ
と
は
問
題
で
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こ
の
よ
う
に
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
制
度
が
な
い
こ
と
か
ら
仮
処
分
の
内
容
を
執
行
停
止
よ
り
も
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
執
行
停

止
と
の
均
衡
を
取
る
、
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
合
理
的
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
均
衡
を
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ

れ
は
、
仮
処
分
の
内
容
を
執
行
停
止
よ
り
制
限
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
し
か
し
、
仮
処
分
に
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
規
定
を
類
推
適
用

す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

③
説
は
仮
処
分
の
内
容
を
執
行
停
止
に
揃
え
る
ほ
か
、
仮
処
分
の
発
令
要
件
に
つ
い
て
も
、
「
行
政
処
分
の
効
力
が
問
題
と
な
っ
て

（
秘
）

い
る
と
い
う
意
味
で
、
通
常
の
民
事
事
件
に
お
け
る
仮
処
分
と
は
異
な
っ
た
運
用
が
必
要
と
さ
れ
る
」
、
「
た
と
鯵
え
ば
民
訴
法
上
の
一
般

の
仮
処
分
に
お
け
る
、
保
全
の
必
要
の
要
件
を
、
そ
の
ま
ま
こ
こ
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
実
質
的
に
も
妥
当
で
な
く
、
ま
た
、
行
訴
法

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
仮
処
分
と
執
行
停
止
の
均
衡
の
取
り
方
に
は
問
題
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
執
行
停
止
に
お
い
て
実
際
に
内
閣

総
理
大
臣
の
異
議
が
出
さ
れ
る
の
は
か
な
り
の
例
外
で
あ
り
、
近
年
で
は
適
用
例
を
み
な
い
の
煙
、
執
行
停
止
で
あ
れ
ば
内
閣
総
理
大

臣
の
異
議
が
出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
は
い
え
な
い
仮
処
分
は
最
初
か
ら
許
さ
な
い
と
い
う
の
で
は
、
仮
処
分
権
の
制
限
の
し
す
ぎ

〈
鱈
）

で
あ
り
、
逆
の
意
味
で
均
衡
が
取
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
執
行
停
止
に
お
い
て
実
際
に
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
が
出
さ
れ
る
の
は
か
な
り
の
例
外
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど

の
仮
処
分
は
執
行
停
止
で
あ
っ
て
も
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
が
出
さ
れ
る
お
そ
れ
は
な
い
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
う
す
る
と
今
度
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
が
出
さ
れ
る
お
そ
れ
は
な
い
と
い
う
基
準
が
基
準
と
し
て
不
明
確
で
あ
る
こ

と
も
関
連
し
て
、
仮
処
分
を
許
す
べ
き
で
な
い
の
に
許
し
た
と
し
て
、
裁
判
所
と
行
政
府
と
で
紛
議
が
生
じ
な
い
と
言
い
切
る
こ
と
は

で
き
な
い
。 六
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仮
処
分
と
執
行
停
止
の
均
衡
と
い
っ
て
も
、
仮
処
分
を
す
べ
て
の
点
で
執
行
停
止
に
同
じ
に
す
る
こ
と
は
（
そ
れ
で
は
ま
さ
に
執
行

停
止
な
の
で
）
、
で
き
な
い
。
し
か
し
、
当
事
者
訴
訟
、
争
点
訴
訟
に
お
け
る
仮
の
救
済
に
つ
き
仮
処
分
説
を
採
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ

の
仮
処
分
は
行
政
事
件
訴
訟
法
に
お
け
る
仮
の
救
済
制
度
の
基
本
的
な
立
法
趣
旨
に
反
し
て
は
な
ら
な
い
。
要
件
の
認
定
に
お
け
る
運

用
も
そ
う
だ
が
、
今
の
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
制
度
も
ま
さ
に
行
政
事
件
訴
訟
法
に
お
け
る
仮
の
救
済
制
度
の
基
本
的
な
立
法
趣
旨

（
釦
）

に
か
か
わ
る
。
③
説
の
論
者
は
そ
の
認
め
ら
れ
る
と
す
る
仮
処
分
を
「
形
式
仮
処
分
・
実
質
執
行
停
止
」
と
表
現
し
て
お
り
、
そ
の
よ

う
に
「
実
質
執
行
停
止
」
で
あ
れ
ば
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
規
定
が
類
推
適
用
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
内

（
羽
）

閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
制
度
が
「
伝
家
の
宝
刀
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
あ
る
の
と
な
い
の
と
で
は
違
い
が
あ
る
。

行
政
処
分
の
効
力
と
抵
触
す
る
仮
処
分
に
は
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
規
定
が
類
推
適
用
さ
れ
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
仮
処
分
権
の

制
限
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
仮
処
分
の
内
容
に
お
い
て
で
は
な
く
、
要
件
の
認
定
に
お
け
る
運
用
と
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
規
定
の
類

推
適
用
に
お
い
て
制
限
ざ
れ
べ
き
で
あ
る
。

四
四
条
の
仮
処
分
限
界
の
規
定
の
趣
旨
の
一
つ
も
そ
こ
に
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
要
件
の
認
定
に
つ
い
て

｛
羽
）

は
、
行
訴
法
二
五
条
の
執
行
停
止
の
要
件
の
趣
旨
に
従
っ
た
運
用
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
、
と
の
べ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
仮
処
分
の
内
容
を
執
行
停
止
並
み
に
す
る
の
と
同
時
に
、
要
件
の
認
定
に
つ
い
て
も
連
用
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
一
般
の
仮

処
分
と
は
異
な
っ
た
運
用
を
主
張
し
て
い
る
。

私
見
も
執
行
停
止
の
制
度
が
作
ら
れ
た
趣
旨
か
ら
し
て
こ
の
主
張
に
賛
成
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
行
政
処
分
の

効
力
と
抵
触
す
る
仮
処
分
に
は
一
般
の
仮
処
分
と
は
異
な
り
、
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
規
定
（
二
七
条
）
が
類
推
適
用
さ
れ
る
と
す

べ
き
で
あ
る
。
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こ
の
私
見
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
は
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
規
定
は
た
だ
で
さ
え
合
憲
性
に
疑

問
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
仮
処
分
に
類
推
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
仮
処
分
の

内
容
を
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
規
定
の
類
推
適
用
な
し
に
執
行
停
止
並
み
に
認
め
る
こ
と
は
行
政
事
件
訴
訟
法
に
お
け
る
仮
の
救
済

制
度
の
基
本
的
な
立
法
趣
旨
に
反
す
る
し
、
ま
た
仮
処
分
の
内
容
を
執
行
停
止
よ
り
も
制
限
す
る
こ
と
も
あ
ま
り
合
理
的
で
は
な
い
以

上
、
仮
処
分
に
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
仮
処
分
説
で
は
な
く
執
行
停
止
説
を
採
る
か
で

あ
る
が
、
執
行
停
止
説
に
立
て
ぱ
む
ろ
ん
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
仮
処
分
に
内
閣
総
理
大
臣

の
異
議
の
規
定
を
類
推
適
用
し
て
も
そ
れ
に
よ
っ
て
合
憲
性
に
疑
問
が
生
じ
る
場
合
が
実
質
的
に
増
え
る
わ
け
で
は
な
い
。

な
お
、
合
憲
性
に
対
す
る
疑
問
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
仮
処
分
の
範
囲
を
制
限
す
る
と
い
う
考
え

も
あ
り
え
よ
う
。
例
え
ば
、
執
行
停
止
で
も
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
が
出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
ま
っ
た
く
な
い
よ
う
な
内
容
の
仮
処
分
に

つ
い
て
は
二
七
条
を
類
推
適
用
せ
ず
、
執
行
停
止
だ
と
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
が
出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
内

容
の
仮
処
分
に
つ
い
て
の
み
二
七
条
を
類
推
適
用
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
。
し
か
し
、
仮
処
分
の
内
容
を
制
限
す
る
と
い
う
場
合
と
は

異
な
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
制
限
は
そ
も
そ
も
意
味
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
執
行
停
止
で
も
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
が
出
さ
れ
る
お
そ
れ

が
ま
っ
た
く
な
い
よ
う
な
内
容
の
仮
処
分
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
後
に
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
が
出
さ
れ
れ
ば
、
異
議
が
出
さ
れ
る
お

そ
れ
が
ま
っ
た
く
な
い
と
し
た
の
は
見
込
み
違
い
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
執
行
停
止
で
も
内
閣
総
理
大
臣
の

異
議
が
出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
ま
っ
た
く
な
い
よ
う
な
内
容
の
仮
処
分
に
つ
い
て
は
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
規
定
を
類
推
適
用
し
な
い

と
い
う
命
題
は
無
内
容
だ
か
ら
で
あ
る
。

七
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そ
れ
ゆ
え
、
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
な
ら
、
行
政
処
分
の
効
力
に
抵
触
す
る
よ
う
な
仮
処
分
に
は
す
べ
て

内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
規
定
を
類
推
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
執
行
停
止
に
は
す
べ
て
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
規
定

が
適
用
さ
れ
る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
実
際
に
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
が
出
さ
れ
る
の
は
か
な
り
の

例
外
で
あ
る
の
で
、
類
推
適
用
す
る
と
い
っ
て
も
多
く
の
事
件
に
お
い
て
、
そ
れ
は
実
際
上
は
意
味
を
も
た
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
行
政
処
分
の
効
力
に
抵
触
す
る
よ
う
な
仮
処
分
に
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

仮
処
分
の
内
容
を
執
行
停
止
よ
り
も
制
限
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
問
題
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
当

事
者
訴
訟
、
争
点
訴
訟
で
は
常
に
内
閣
総
理
大
臣
が
異
議
を
の
べ
る
お
そ
れ
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
に
対
し
て
は
、
異

議
を
の
べ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
す
れ
ば
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
規
定
を
類
推
適
用
す
べ
き
で
あ
る
が
、
異
議
を
の
べ
る
お
そ
れ
が
な

い
と
し
て
も
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
規
定
を
類
推
適
用
し
て
実
際
上
何
か
不
都
合
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
単
に
内
閣
総
理
大

臣
の
異
議
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
と
す
れ
ば
よ
く
、
異
議
を
の
べ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
否
か
を
議
論
す
る
必
要
は
な
い
、
と
い
え
る

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
仮
処
分
の
内
容
を
執
行
停
止
よ
り
も
制
限
し
よ
う
と
す
る
と
、
具
体
的
な
場
合
に
内
閣
総
理
大
臣
が
異
議
を
の

べ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
否
か
、
そ
れ
ゆ
え
仮
処
分
が
許
さ
れ
る
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
訴
訟
当
事
者
間
で
争
い
が
生
じ
る
が
、
内
閣
総
理

大
臣
の
異
議
の
規
定
を
類
推
適
用
す
れ
ば
そ
の
よ
う
な
紛
争
に
か
か
る
当
事
者
と
裁
判
所
の
負
担
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

行
政
事
件
訴
訟
法
に
お
け
る
仮
の
救
済
制
度
の
基
本
的
な
立
法
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
な
く
仮
処
分
を
認
め
る
た
め
に
は
、
行
政
処
分

の
効
力
に
抵
触
す
る
よ
う
な
仮
処
分
は
、
要
件
の
認
定
に
お
い
て
一
般
の
仮
処
分
と
は
異
な
っ
た
運
用
を
す
る
と
と
も
に
、
内
閣
総
理

大
臣
の
異
議
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
執
行
停
止
的
仮
処
分
と
で
も
い
う
べ
き
仮
処
分
を
解
釈
上

認
め
る
こ
と
が
、
実
務
に
お
い
て
仮
処
分
説
に
道
を
開
く
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
論
は
む
ろ
ん
当
事
者
訴
訟
、
争
点
訴
訟
に
お
け
る
仮
の
救
済
は
執
行
停
止
で
は
な
く
仮
処
分
で
あ
る
く
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き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
こ
の
問
題
を
論
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

当
事
者
訴
訟
、
争
点
訴
訟
に
お
け
る
仮
の
救
済
は
執
行
停
止
と
仮
処
分
の
い
ず
れ
と
す
る
の
が
実
際
上
、
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ

ろ
が
、
従
来
、
こ
の
よ
う
に
い
ず
れ
が
実
際
上
、
妥
当
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
わ
ず
か
に
、

③
説
の
論
者
が
仮
処
分
を
認
め
る
べ
き
理
由
と
し
て
、
「
私
人
間
の
権
利
義
務
関
係
に
お
け
る
保
全
の
態
様
は
、
執
行
停
止
よ
り
も
よ

（
⑭
》

り
多
様
性
に
富
む
で
あ
ろ
う
」
｝
」
と
を
挙
げ
、
ま
た
⑦
説
の
論
者
が
私
人
を
被
』
ロ
と
す
る
争
点
訴
訟
に
つ
き
、
執
行
停
止
は
「
手
続
的

に
も
困
麺
」
、
と
し
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
叙
述
を
参
考
に
し
つ
つ
、
当
事
者
訴
訟
、
争
点
訴
訟

に
お
け
る
仮
の
救
済
は
執
行
停
止
と
仮
処
分
の
い
ず
れ
が
実
際
上
、
妥
当
か
に
つ
い
て
、
⑦
説
に
倣
っ
て
、
私
人
を
被
告
と
す
る
場
合

と
行
政
庁
の
帰
属
す
る
行
政
体
を
被
告
と
す
る
場
合
に
区
別
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

私
人
を
被
告
と
す
る
場
合
、
執
行
停
止
と
仮
処
分
の
い
ず
れ
が
実
際
上
、
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
私
人
を
相
手
方
と
す
る
争
点
訴
訟
、

例
え
ば
、
収
用
裁
決
の
無
効
を
前
提
と
す
る
所
有
権
に
基
づ
く
返
還
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
国
の
行
政
処
分
は
す
で
に
終
了
し
て
お
り
、

仮
の
救
済
と
し
て
は
、
占
有
移
転
禁
止
や
建
築
禁
止
や
立
入
禁
止
や
仮
の
明
渡
し
の
よ
う
な
私
人
の
行
為
の
規
制
が
問
題
と
な
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
私
人
の
行
為
は
「
執
行
」
で
は
な
い
の
で
、
執
行
停
止
に
よ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
執
行
停
止

説
に
よ
る
と
き
は
、
仮
の
救
済
に
よ
り
私
人
の
行
為
を
規
制
す
る
た
め
に
は
、
行
政
庁
を
相
手
方
と
す
る
執
行
停
止
に
よ
り
行
政
処
分

の
効
力
を
停
止
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
前
提
に
し
て
さ
ら
に
私
人
を
相
手
方
と
す
る
仮
処
分
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
執
行

停
止
説
と
い
っ
て
も
司
法
的
手
段
に
よ
り
目
的
と
す
る
仮
の
救
済
を
得
る
た
め
に
は
効
力
停
止
の
ほ
か
仮
処
分
が
必
要
で
あ
麺
・
こ
れ

八
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に
対
し
、
仮
処
分
説
は
仮
処
分
だ
け
で
足
り
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
仮
処
分
は
私
人
の
行
為
を
規
制
す
る

も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
限
り
に
お
い
て
の
行
政
処
分
の
効
力
の
停
止
を
含
ん
で
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
仮
処
分
で
は
あ
っ
て
も

執
行
停
止
の
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
両
説
の

違
い
は
、
効
力
停
止
と
仮
処
分
の
二
段
構
え
に
す
る
か
、
そ
れ
と
も
効
力
停
止
を
含
ん
だ
仮
処
分
と
し
て
ひ
と
つ
に
ま
と
め
る
か
、
に

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
執
行
停
止
説
は
正
確
に
は
執
行
停
止
プ
ラ
ス
仮
処
分
説
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
執
行
停
止
説
で
は
効
力
停
止
と
仮
処
分
の
二
段
構
え
に
な
る
こ
と
か
ら
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
。
（
１
）
ま
ず
、

申
請
人
が
建
築
禁
止
の
仮
処
分
を
求
め
る
場
合
、
そ
の
前
提
と
し
て
効
力
停
止
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
内
容
は
建
築
禁
止

の
仮
処
分
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
必
要
か
つ
十
分
で
あ
る
。
収
用
裁
決
の
効
力
を
全
面
的
に
停
止
す
る
こ
と
は
、
明
渡
断
行
の

仮
処
分
の
前
提
と
し
て
も
十
分
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
が
認
容
さ
れ
る
た
め
に
は
、
全
面
的
に
停
止
す
る
だ
け
の
必
要
性
を
疎
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
申
請
人
が
求
め
て
い
る
の
は
建
築
禁
止
の
仮
処
分
で
あ
る
か
ら
、
効
力
停
止
も
そ
れ
を
可
能
に
す
る

制
限
的
な
も
の
で
足
り
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
制
限
的
な
効
力
停
止
の
必
要
性
を
疎
明
す
れ
ば
足
り
る
。
そ
う
す
る
と
、
効
力
停
止
の

内
容
は
、
例
え
ば
、
「
申
請
人
に
対
す
る
収
用
採
決
は
、
起
業
者
の
建
築
が
許
容
さ
れ
る
部
分
に
限
り
、
そ
の
効
力
を
停
止
す
る
」
、
と

い
っ
た
も
の
に
な
る
が
、
一
部
停
止
と
し
て
そ
の
よ
う
な
効
力
停
止
が
可
能
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
（
２
）
次
に
、
全
面
的
な

効
力
停
止
か
制
限
的
な
効
力
停
止
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
効
力
停
止
が
認
容
さ
れ
た
後
、
し
か
し
、
仮
処
分
申
請
は
却
下
さ
れ
た
と
す
る

と
、
効
力
停
止
決
定
は
行
政
処
分
の
違
法
性
の
存
在
に
つ
い
て
既
判
力
で
確
定
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
効
力
停
止
の
手
続
は

無
意
味
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
（
３
）
ま
た
、
効
力
停
止
決
定
が
な
さ
れ
て
か
ら
仮
処
分
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で

は
間
に
合
わ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
同
時
期
に
申
請
す
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
効
力
停
止
の
申
請
が
却
下
さ
れ
る
と
仮

処
分
の
審
理
が
無
駄
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
（
４
）
効
力
停
止
も
仮
処
分
も
認
容
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
、
効
力
停
止
の
決
定
が
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即
時
抗
告
に
よ
り
取
消
さ
れ
る
と
、
仮
処
分
も
前
提
を
欠
く
に
い
た
る
た
め
取
消
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
煩
雑
で
あ
る
。
（
５
）
そ

も
そ
も
、
仮
の
救
済
が
必
要
で
あ
る
緊
急
な
状
況
に
お
い
て
二
段
構
え
は
不
合
理
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
執
行
停
止
説
に
は
難
点
が
あ
り
、
仮
処
分
説
が
実
際
上
、
妥
当
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
難
点
は
実
は
行
政
処
分
の
暇
疵
が
取
梢
原
因
に
と
ど
ま
る
場
合
に
生
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
場
合
は
、

収
用
裁
決
の
取
梢
訴
訟
を
本
案
と
す
る
執
行
停
止
と
起
業
者
に
対
す
る
所
有
権
に
基
づ
く
返
還
請
求
訴
訟
を
本
案
と
す
る
仮
処
分
が
必

（
櫛
）

要
で
あ
る
と
一
般
に
は
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
も
執
行
停
止
と
仮
処
分
の
一
一
段
構
え
で
は
な
く
、
効

力
停
止
を
含
ん
だ
仮
処
分
と
し
て
ひ
と
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
こ
の
よ
う
な
難
点
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
そ
の

た
め
に
は
仮
処
分
の
要
件
の
審
理
に
お
い
て
前
提
問
題
と
し
て
収
用
採
決
の
効
力
を
争
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
公
定
力
に
反
し
な

い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
困
難
ｆ
傑
掘
・
し
か
し
、
今
の
争
点
訴
訟
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
問
題
は
存
し
な
い
の
で
、
仮
処
分
説

を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
は
行
政
庁
の
帰
属
す
る
行
政
体
を
被
告
と
す
る
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
は
私
人
を
被
告
と
す
る
場
合
と
異
な

り
、
執
行
停
止
説
を
採
っ
て
も
執
行
停
止
と
仮
処
分
の
二
段
構
え
は
必
要
で
な
い
。
例
え
ば
、
免
職
処
分
の
効
力
の
停
止
の
ほ
か
、
公

務
員
た
る
地
位
を
仮
に
定
め
る
仮
処
分
は
必
要
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
仮
処
分
の
要
件
の
認
定
に
お
い
て
一
般
の
仮
処
分
と
は
異
な
っ
た

運
用
を
し
、
ま
た
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
と
い
う
よ
う
に
仮
処
分
権
を
制
限
し
つ
つ
仮
処
分
説
を
採
る
と
い

う
回
り
く
ど
い
こ
と
を
す
る
必
要
は
な
く
、
端
的
に
執
行
停
止
説
を
採
る
べ
き
で
あ
る
。

九



琉大法学第65号（2001） 132
も
っ
と
も
、
執
行
停
止
説
を
採
る
と
し
た
場
合
に
問
題
と
な
る
の
は
、
私
人
を
被
告
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
触
れ
た
が
、
執
行
停

止
の
内
容
が
仮
処
分
の
よ
う
に
多
様
性
に
富
む
も
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
執
行
停
止
は
将
来
に
向
か
っ
て
行
政
処
分
の
効

力
を
停
止
す
る
の
み
で
あ
っ
て
処
分
時
に
遡
っ
て
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
通
説
・
判
例
で
あ
麺
。
し
か
し
、

例
え
ば
、
一
般
の
労
働
関
係
に
お
い
て
は
バ
ッ
ク
ペ
イ
の
仮
処
分
も
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
の
に
、
公
務
員
の
場
合
に
は
そ
の
余
地

が
な
い
と
い
う
の
は
不
合
理
で
あ
麺
。
ま
た
、
無
効
確
認
確
認
訴
訟
に
お
け
る
執
行
停
止
の
事
件
で
、
「
免
職
処
分
の
執
行
停
止
に
お

い
て
給
与
相
当
額
の
仮
払
い
を
求
め
る
が
如
き
は
、
行
政
処
分
に
つ
い
て
民
事
訴
訟
法
上
の
仮
処
分
を
禁
じ
た
行
政
事
件
訴
訟
法
第
四

四
条
に
反
し
許
さ
れ
な
ど
と
し
た
判
例
が
あ
る
輝
、
民
事
訴
訟
法
上
の
仮
処
分
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
な
ら
、
な
お
の
こ
と
執
行
停

止
が
仮
処
分
に
代
わ
っ
て
機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
唾
。
例
え
ば
、
議
員
の
除
名
処
分
に
対
す
る
効
力
停
止
の
申
請
を
賃
金
仮
払
い
の

限
度
で
認
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
で
は
不
合
理
で
あ
る
。

権
利
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
状
態
に
お
い
て
、
双
方
の
利
益
を
考
慮
し
て
暫
定
的
に
規
律
す
る
仮
の
救
済
に
と
っ
て
、
内

容
の
多
様
性
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
申
請
人
に
対
す
る
免
職
処
分
は
、
賃
金
不
支
給
の
部
分
に
限
り
、
処
分
時
に
遡

り
、
そ
の
効
力
を
停
止
す
る
」
、
と
か
、
「
申
請
人
に
対
す
る
免
職
処
分
は
、
賃
金
の
内
、
月
○
○
万
円
の
不
支
給
の
部
分
に
限
り
、
そ

の
効
力
を
停
止
す
る
」
、
と
か
、
「
申
請
人
に
対
す
る
懲
戒
免
職
処
分
は
、
退
職
金
の
内
、
○
○
○
万
円
不
支
給
の
部
分
に
限
り
、
そ
の

効
力
を
停
止
す
る
」
と
か
、
「
申
謂
人
に
対
す
る
買
収
処
分
は
、
申
請
人
の
当
該
土
地
へ
の
こ
れ
こ
れ
の
態
様
お
よ
び
日
時
の
立
入
を

（
釦
）
（
印
》

錘
奉
じ
る
部
分
に
限
り
、
そ
の
効
力
を
停
止
す
る
」
、
と
い
う
よ
う
な
執
行
停
止
も
認
め
ら
れ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
執
行
停
止
の
内
容
に
多
様
性
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
こ
と
を
前
提
に
、
筋
と
し
て
は
、
行
政
庁
の
帰

（
艶
》

属
す
る
行
政
体
を
被
』
ロ
と
す
る
場
合
は
執
行
停
止
説
を
採
る
べ
き
で
あ
る
、
と
考
、
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
事
者
訴
訟
、
争
点
訴
訟

に
お
け
る
仮
の
救
済
に
つ
い
て
「
十
分
に
突
き
つ
め
る
こ
と
な
く
」
立
法
さ
れ
た
た
め
、
執
行
停
止
に
よ
る
べ
き
か
、
仮
処
分
に
よ
る
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べ
き
か
規
定
の
上
で
は
ま
っ
た
く
明
ら
か
で
な
い
現
行
法
の
下
で
、
国
民
が
仮
処
分
を
申
請
し
た
の
に
対
し
執
行
停
止
で
あ
る
べ
き
で

あ
る
と
し
て
却
下
す
る
の
は
い
か
に
も
不
親
切
で
あ
る
。
仮
処
分
の
要
件
の
認
定
に
お
い
て
一
般
の
仮
処
分
と
は
異
な
っ
た
運
用
を
し
、

ま
た
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
仮
処
分
を
認
め
て
も
実
質
的
に
は
ほ
と
ん
ど
不
都
合
は
な
い
の

で
あ
る
し
、
ま
た
執
行
停
止
の
内
容
に
多
様
性
を
認
め
る
こ
と
が
実
務
に
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、

現
行
法
の
下
で
は
仮
処
分
も
認
め
ら
れ
る
と
解
す
る
。

注（
１
）
村
田
哲
夫
「
仮
処
分
禁
止
」
山
田
幸
夫
ほ
か
編
・
演
習
行
政
法
（
下
）
（
一
九
七
八
年
）
一
四
八
頁
以
下
二
五
四
頁
）
、
白
井
皓
喜
「
争
点

訴
訟
」
雄
川
一
郎
ほ
か
編
・
現
代
行
政
法
体
系
五
巻
（
一
九
八
四
年
）
二
七
七
頁
以
下
（
二
九
○
頁
、
二
九
一
頁
）
。
な
お
、
村
田
一
五
四
頁

は
、
実
質
的
当
事
者
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
⑥
説
を
採
る
か
、
行
政
処
分
の
効
力
の
停
止
の
解
釈
を
狭
く
す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
。

（
２
）
兼
子
仁
「
無
効
等
確
認
訴
訟
の
範
囲
」
公
法
研
究
二
六
号
（
一
九
六
四
年
）
一
六
九
頁
以
下
（
一
七
一
頁
、
一
七
二
頁
）

（
３
）
塩
野
宏
「
無
効
確
認
訴
訟
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
」
鈴
木
忠
一
Ⅱ
三
ヶ
月
章
監
修
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座
８
（
一
九
六
九
年
）
九
五
頁
以
下

（
一
一
九
頁
以
下
）
、
南
博
方
編
・
注
釈
行
政
事
件
訴
訟
法
（
一
九
七
二
年
）
三
四
一
頁
（
増
田
幸
次
郎
）
。

（
４
）
満
田
明
彦
「
争
点
訴
訟
の
諸
問
題
」
鈴
木
忠
一
Ⅱ
三
ヶ
月
章
監
修
・
新
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座
、
（
一
九
八
一
年
）
一
六
三
頁
以
下
（
一
八

○
頁
以
下
）
、
遠
藤
博
也
・
行
政
法
ス
ケ
ッ
チ
〈
一
九
八
七
年
）
三
八
二
頁
。

（
５
）
原
田
尚
彦
「
取
梢
訴
訟
の
原
告
適
格
」
自
由
と
正
義
二
二
巻
二
号
（
一
九
七
一
年
）
一
四
頁
以
下
（
一
九
頁
）
、
山
村
恒
年
Ⅱ
阿
部
泰
隆
編

判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
行
政
事
件
訴
訟
法
二
九
八
四
年
）
二
五
○
頁
〈
仲
江
利
政
）
。

（
６
）
越
山
安
久
「
行
政
事
件
と
仮
処
分
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
九
七
号
（
一
九
六
六
年
）
一
○
八
頁
以
下
二
○
九
頁
）
、
仲
江
利
政
「
公
権
力
の

行
使
と
仮
の
救
済
」
鈴
木
忠
一
Ⅱ
三
ヶ
月
章
監
修
・
新
，
実
務
民
事
訴
訟
講
座
、
（
一
九
八
一
年
）
一
一
七
頁
以
下
（
五
一
頁
）
。

（
７
）
藤
田
耕
三
「
執
行
停
止
お
よ
び
仮
処
分
」
渡
部
吉
隆
Ⅱ
園
部
逸
夫
編
・
行
政
事
件
訴
訟
法
体
系
（
一
九
八
五
年
）
四
一
七
頁
以
下
（
四
五
九
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頁
以
下
）
、
南
博
方
編
・
条
解
行
政
事
件
訴
訟
法
二
九
九
二
年
）
九
○
五
頁
（
横
山
匡
輝
）
。

（
８
）
満
田
・
前
掲
一
八
二
頁

（
９
）
越
山
・
前
掲
一
○
九
頁

（
、
）
満
田
・
前
掲
一
八
四
頁

（
ｕ
）
芝
池
義
一
・
行
政
救
済
法
識
義
（
一
九
九
五
年
）
一
三
一
一
一
頁

（
⑫
）
雄
川
一
郎
「
行
政
行
為
の
無
効
確
認
訴
訟
に
関
す
る
若
干
の
問
題
」
菊
井
献
呈
論
集
裁
判
と
法
上
（
一
九
六
七
年
）
二
一
三
頁
以
下
（
一
一
三

（
⑬
）
芝
池
・
前
掲
一
三
三
頁

（
ｕ
）
行
政
裁
判
資
料
二
九
号
一
四
三
頁
の
当
時
法
制
審
議
会
行
政
訴
訟
部
会
小
委
員
会
幹
事
で
あ
っ
た
最
高
裁
中
村
行
政
局
長
発
言
。

（
狙
）
杉
本
良
吉
・
行
政
事
件
訴
訟
法
の
解
説
（
一
九
六
一
一
一
年
）
一
三
九
頁

（
妬
）
杉
本
・
前
掲
一
三
八
頁

（
Ⅳ
）
塩
野
・
前
掲
一
二
一
頁

（
狙
）
例
え
ば
、
公
務
員
の
免
職
処
分
の
無
効
を
前
提
と
す
る
職
員
た
る
地
位
を
有
す
る
こ
と
を
仮
に
認
め
る
仮
処
分
は
実
質
に
お
い
て
退
職
処
分

の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
し
、
賃
金
仮
払
い
の
仮
処
分
も
退
職
処
分
の
効
力
の
一
部
で
あ
る
給
与
謂
求
権
消
滅
と
い
う
効
果

の
発
生
を
停
止
す
る
も
の
で
あ
り
、
実
質
に
お
い
て
退
職
処
分
の
効
力
の
一
部
を
停
止
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
文
で
、
当
事
者
訴
訟
に
つ
き
仮

処
分
は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
判
例
と
し
て
挙
げ
た
、
福
岡
高
判
昭
和
五
五
年
三
月
二
八
日
行
裁
集
一
一
一
一
巻
一
一
一
号
八
○
二
頁
は
こ
の
理
由
に
よ
り

こ
れ
ら
の
仮
処
分
は
四
四
条
に
抵
触
し
て
許
さ
れ
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
当
時
の
判
例
で
あ
る
が
、
高
松
高
判
昭

和
三
六
年
一
月
一
七
日
行
裁
集
一
二
巻
一
号
一
六
九
頁
も
、
こ
の
理
由
に
よ
り
賃
金
仮
払
い
の
仮
処
分
は
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
一
○
条
七
項

に
よ
り
許
さ
れ
な
い
と
し
た
。

（
ぬ
）
満
田
・
前
掲
一
八
七
頁
。
行
政
処
分
に
よ
り
（
表
見
的
に
）
生
じ
た
法
律
効
果
の
一
部
と
抵
触
す
る
よ
う
な
仮
処
分
は
潔
め
ら
れ
る
と
す
る

と
す
る
こ
と
は
、
賃
金
仮
払
い
の
仮
処
分
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
前
述
注
（
肥
）
掲
記
の
判
例
と
整
合
し
な
い
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

頁
、－〆
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（
鋼
）
入
江
俊
郎
「
行
政
事
件
訴
訟
法
立
案
の
経
過
」
法
律
時
報
三
四
巻
一
○
号
（
一
九
六
二
年
）
二
六
頁
以
下
〈
一
一
八
頁
、
二
九
頁
）

（
型
）
杉
本
・
前
掲
一
三
八
頁

（
妬
）
田
中
・
前
掲
の
ほ
か
、
雄
川
一
郎
ほ
か
，
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
逐
条
研
究
（
一
九
五
七
年
）
三
三
九
頁
の
豊
水
道
佑
氏
発
言
、
南
博
方
編
・

注
釈
行
政
事
件
訴
訟
法
（
一
九
七
二
年
）
二
四
四
頁
（
藤
井
俊
彦
）
へ
南
博
方
編
・
条
解
行
政
事
件
訴
訟
法
（
一
九
九
二
年
）
六
四
四
頁
（
田

（
妬
）
本
文
の
基
準
は
、
異
議
理
由
の
当
否
に
つ
い
て
裁
判
所
に
は
実
質
的
審
査
権
は
な
い
と
い
う
通
説
の
立
場
に
立
っ
た
場
合
で
あ
る
。
実
質
的

審
査
権
を
肯
定
す
る
少
数
説
の
立
場
で
は
、
「
公
共
の
福
祉
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
」
三
七
条
二
項
）
が
あ
り
、
「
や
む
を
え
な
い
」

（
同
条
六
項
）
か
否
か
が
基
準
に
な
ろ
う
。
こ
の
通
説
と
少
数
説
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
南
博
方
編
・
条
解
行
政
事
件
訴
訟
法
（
一
九
九
二
年
）

六
五
○
頁
（
田
中
信
義
）
参
照
。

（
幻
）
特
に
私
人
を
相
手
方
と
す
る
争
点
訴
訟
に
お
い
て
は
、
仮
処
分
は
公
権
力
の
発
動
を
阻
止
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
四
四
条
に
よ
り
仮
処
分
は

禁
じ
ら
れ
な
い
、
と
い
う
考
え
も
あ
る
。
矢
代
利
則
・
公
法
上
の
債
権
と
仮
処
分
に
関
す
る
研
究
（
司
法
研
究
報
告
脅
一
七
巻
七
号
）
二
九

七
○
年
）
九
五
頁
。
ま
た
、
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
雄
川
一
郎
ほ
か
・
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
逐
条
研
究
二
九
五
七

年
）
四
○
○
頁
の
兼
子
一
博
士
発
言
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
一
貫
し
な
い
。
綴
秀
和
「
行
政
訴
訟
に
対
す
る
仮
処
分
の
排
除
」
鈴
木
忠
一
Ⅱ
三

ケ
月
章
監
修
，
実
務
民
事
訴
訟
講
座
８
（
一
九
六
九
年
）
三
一
五
頁
以
下
（
三
二
八
頁
注
（
週
）
）
。
争
点
訴
訟
に
つ
き
仮
処
分
は
許
さ
れ
な
い

と
し
た
前
出
の
千
葉
地
松
戸
支
決
昭
和
五
一
年
一
一
月
五
日
判
夕
三
五
二
号
二
五
九
頁
は
私
人
を
相
手
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

で
も
、
公
権
力
に
対
す
る
影
響
は
常
に
小
さ
い
と
い
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
文
の
よ
う
な
疑
問
も
生
じ
得
る
で
あ
ろ
う
。

（
躯
）
重
大
か
つ
明
白
な
暇
疵
あ
る
行
政
処
分
は
行
政
処
分
と
し
て
は
不
存
在
（
当
然
無
効
）
で
あ
り
、
四
四
条
の
「
公
権
力
の
行
使
」
に
当
た
ら

中
信
義
）
な
ど
。

五
頁
）

満
田
・
前
掲
一
八
四
頁

平
野
事
件
に
つ
い
て
は
、
新
村
義
贋
「
平
野
追
放
停
止
仮
処
分
事
件
の
概
要
」
法
曹
時
報
一
巻
一
号
（
一
九
四
九
年
）
三
三
頁
以
下
参
照
。

田
中
二
郎
「
行
政
処
分
の
執
行
停
止
と
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
」
行
政
訴
訟
の
法
理
二
九
五
四
年
）
一
八
七
頁
以
下
（
一
九
四
頁
、
一
九
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な
い
と
す
る
②
説
に
対
し
て
は
、
四
四
条
は
有
効
な
行
政
処
分
と
無
効
な
行
政
処
分
を
区
別
し
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
が
、
行
政
処
分

と
し
て
は
不
存
在
と
い
う
見
方
か
ら
は
本
文
の
よ
う
な
疑
問
も
生
じ
得
る
で
あ
ろ
う
。

（
”
）
雄
川
一
郎
・
行
政
争
訟
法
二
九
五
七
年
）
二
’
○
頁
、
越
山
・
前
掲
一
○
九
頁
。

（
釦
）
行
政
裁
判
資
料
二
九
号
一
八
六
頁
、
’
八
七
頁
に
、
「
争
点
訴
訟
に
お
け
る
当
然
無
効
と
い
う
場
合
の
無
効
原
因
と
し
て
は
、
明
白
性
を
非

常
に
強
鯛
し
た
形
で
考
え
て
い
っ
て
そ
の
場
合
に
は
、
一
般
民
事
事
件
と
全
然
同
じ
よ
う
に
扱
っ
て
い
い
、
し
た
が
っ
て
仮
処
分
も
当
然
許
き

れ
る
」
と
の
白
石
判
事
の
発
言
が
あ
る
。

（
皿
）
岡
田
雅
夫
「
公
権
力
の
行
使
と
仮
処
分
の
排
除
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
五
巻
三
号
（
一
九
九
六
年
）
八
一
五
頁
以
下
（
八
三
五
頁
）
は
、

争
点
訴
訟
に
お
け
る
無
効
と
は
処
分
の
適
法
・
違
法
を
め
ぐ
っ
て
行
政
庁
と
処
分
の
名
宛
人
と
の
間
に
紛
争
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
、

と
し
、
仮
処
分
の
適
用
を
既
め
て
も
な
ん
の
不
都
合
も
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、
と
す
る
。

（
翌
白
井
・
前
掲
二
八
二
頁

（
鍋
）
満
田
・
前
掲
一
八
七
頁
が
賃
金
仮
払
い
の
仮
処
分
は
掴
め
ら
れ
な
い
と
す
る
判
例
と
の
整
合
性
か
ら
、
行
政
処
分
に
よ
り
（
表
見
的
に
）
生

じ
た
法
律
効
果
の
一
部
と
抵
触
す
る
よ
う
な
仮
処
分
は
題
め
ら
れ
ろ
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
「
な
お
疑
問
が
残
る
」
と
し
た
の
は
残
念
で

（
弱
）
も
っ
と
も
、
執
行
停
止
は
常
に
認
め
ら
れ
る
が
、
執
行
停
止
で
あ
っ
て
も
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
が
出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
に
は
仮

処
分
も
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
不
均
衡
は
生
じ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
と
し
て
も
、
認
め
ら
れ
る
仮

処
分
と
餌
め
ら
れ
な
い
仮
処
分
の
線
引
き
の
問
題
は
あ
る
。

な
お
、
公
権
力
の
発
動
を
阻
止
す
る
こ
と
は
な
い
仮
処
分
は
許
さ
れ
る
と
す
る
、
前
述
注
（
幻
）
掲
記
の
矢
代
氏
の
叙
述
や
兼
子
博
士
の
発

言
は
、
処
分
禁
止
の
仮
処
分
に
つ
い
て
鶴
じ
た
も
の
で
あ
る
。

（
型
）
塩
野
宏
・
行
政
法
Ⅱ
（
第
二
版
二
九
九
四
年
）
一
六
五
頁
、
山
村
恒
年
「
行
政
事
件
訴
訟
法
の
改
正
」
自
由
と
正
義
一
九
九
九
年
五
月
号

六
○
頁
以
下
（
六
八
頁
）
。
か
つ
て
の
異
議
申
述
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
南
博
方
編
・
条
解
行
政
事
件
訴
訟
法
（
一
九
九
二
年
）
六
五
二
頁

あ
る
。

六
○
頁
以
下
（
六
八

（
田
中
信
義
）
参
照
。

も
つ
と
も
、
執
行



当事者訴訟・争点訴訟と仮の救済（玉城黙）137

（
訂
）
塩
野
・
前
掲
一
二
六
頁
注
（
Ⅲ
）

（
錦
）
塩
野
・
前
掲
行
政
法
Ⅱ
一
八
○
頁
注
（
１
）

（
鋤
）
行
政
事
件
訴
訟
法
立
案
の
過
程
で
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
の
制
度
の
存
廃
が
議
論
さ
れ
た
が
、
存
続
を
主
張
す
る
側
も
こ
の
制
度
は
伝
家
の

宝
刀
と
し
て
濫
用
は
つ
つ
し
む
べ
き
で
あ
る
、
と
し
て
い
た
。
村
田
哲
夫
「
行
政
処
分
の
執
行
停
止
第
三
内
閣
総
理
大
臣
の
異
議
」
判
夕

一
一
一
二
○
号
（
一
九
七
五
年
）
四
八
頁
以
下
（
四
八
頁
）
参
照
。

（
⑭
）
塩
野
・
前
掲
一
二
六
頁
注
（
９
）

（
虹
）
藤
田
・
前
掲
四
六
一
頁

（
⑫
）
溌
秀
和
・
前
掲
一
一
一
二
六
頁
は
執
行
停
止
説
の
ひ
と
つ
で
あ
る
⑥
説
に
つ
き
、
「
こ
の
場
合
処
分
の
効
力
停
止
を
求
め
る
相
手
方
は
、
収
用
委

員
会
あ
る
い
は
知
事
で
あ
っ
て
、
起
業
者
や
買
受
人
で
は
な
い
か
ら
、
土
地
所
有
者
は
効
力
停
止
を
求
め
る
と
同
時
に
、
起
業
者
や
買
受
人
を

相
手
方
と
し
て
処
分
禁
止
、
現
状
変
更
禁
止
等
の
仮
処
分
を
求
め
な
け
れ
ば
目
的
を
達
し
な
い
で
あ
ろ
う
」
、
と
の
べ
て
い
る
。

〈
卿
）
本
案
に
関
し
て
は
、
取
梢
訴
訟
と
あ
わ
せ
て
取
消
し
を
条
件
と
す
る
返
還
請
求
の
訴
訟
を
提
起
で
き
る
、
と
す
る
の
が
判
例
で
あ
る
。
最
判

昭
和
四
七
年
一
二
月
一
二
日
民
集
二
六
巻
一
○
号
一
八
五
○
頁
。

（
“
）
も
っ
と
も
、
返
還
請
求
権
は
処
分
の
取
消
し
を
条
件
と
す
る
権
利
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
停
止
条
件
付
の
権
利
を
被
保
全
権
利
と
し
て
仮
処

分
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
提
問
題
と
し
て
収
用
裁
決
の
効
力
を
争
う
必
要
は
な
い
、
と
の
考
え
も
あ
ろ
う
。
阿
部
泰
隆
・

行
政
救
済
の
実
効
性
（
一
九
八
五
年
）
二
七
二
頁
参
照
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
と
し
て
も
停
止
条
件
付
の
権
利
を
被
保
全
権
利
と
し

て
仮
の
地
位
を
定
め
る
仮
処
分
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
係
争
物
仮
処
分
で
も
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
。
柳
川
填
佐
夫
，

保
全
訴
訟
（
補
訂
版
）
（
一
九
七
六
年
）
七
三
頁
－
七
五
頁
。

な
お
、
立
法
論
と
し
て
、
「
違
法
と
無
効
の
区
別
を
な
く
し
て
、
こ
の
場
合
も
初
め
か
ら
、
現
在
の
法
律
関
係
に
関
す
る
訴
え
、
す
な
わ
ち
、

現
在
の
所
有
者
に
対
し
て
行
政
処
分
の
違
法
を
理
由
と
す
る
民
事
訴
訟
を
認
め
た
ほ
う
が
よ
い
」
（
阿
部
泰
隆
・
行
政
訴
訟
改
革
論
二
九
九

三
年
）
一
一
一
○
頁
）
と
い
う
主
張
が
あ
り
、
賛
成
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
仮
の
救
済
に
お
い
て
も
仮
処
分
の
み
で
足
り
る
。

（
鋼
）
塩
野
・
前
掲
一
二
二
頁

（
訂
）
塩
野
・
前
掲
一
二
六

（
錦
）
塩
野
・
前
掲
行
政
法

（
鋤
）
行
政
事
件
訴
訟
法
立
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（
鯛
）
仮
処
分
の
要
件
の
審
理
に
お
い
て
前
提
問
題
と
し
て
行
政
処
分
の
効
力
を
争
う
こ
と
は
公
定
力
に
反
し
て
許
さ
れ
な
い
か
。
本
文
で
の
べ
た

よ
う
に
仮
の
救
済
に
お
い
て
は
二
段
樽
え
は
不
合
理
で
あ
る
の
で
、
取
梢
訴
訟
も
出
訴
期
間
内
に
提
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
仮
処
分
の

要
件
の
審
理
に
お
い
て
前
提
問
題
と
し
て
行
政
処
分
の
効
力
を
争
っ
て
も
公
定
力
に
反
し
な
い
と
い
う
解
釈
を
採
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

本
稿
で
は
こ
の
点
は
留
保
す
る
。

な
お
、
公
定
力
と
は
取
梢
訴
訟
の
排
他
的
管
轄
の
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
前
提
問
題
と
し
て
行
政
処
分
の
効
力
を
争
う
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
行
政
処
分
の
効
力
を
取
消
訴
訟
な
ら
ぬ
仮
処
分
で
停
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
ま
で
は
意

味
し
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
行
政
処
分
の
効
力
を
取
梢
訴
訟
な
ら
ぬ
執
行
停
止
で
停
止
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
行
政
処
分
の

効
力
を
仮
処
分
で
停
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
は
執
行
停
止
と
い
う
特
別
の
制
度
を
設
け
、
そ
れ
に
よ
ら
せ
る
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
行
政

事
件
廓
訟
特
例
法
制
定
前
は
行
政
処
分
の
効
力
や
執
行
を
停
止
す
る
の
も
民
事
訴
訟
法
上
の
仮
処
分
に
よ
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
公
定
力
に
反

す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
、
岡
田
・
前
掲
八
二
七
頁
の
立
騰
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
妬
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
南
博
方
縞
・
条
解
行
政
事
件
訴
訟
法
（
一
九
九
二
年
）
六
三
一
頁
（
金
子
正
史
）
参
照
。

（
卿
）
塩
野
宏
・
前
掲
行
政
法
Ⅱ
一
六
二
頁

（
蛆
）
広
島
地
決
昭
和
四
一
年
二
月
一
四
日
行
裁
染
一
七
巻
二
号
九
四
頁

（
⑬
）
行
政
事
件
訴
訟
法
二
五
条
二
項
但
瞥
は
、
「
処
分
の
効
力
の
停
止
は
、
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
の
停
止
に
よ
っ
て
目
的
を
達
す
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
ど
、
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
「
執
行
停
止
は
、
申
立
人
の
権
利
・
利
益
の
保
全
目
的

の
た
め
必
要
最
小
限
度
に
限
ら
れ
な
け
ら
ぱ
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
南
博
方
編
・
前
掲
条
解
行
政
事
件
訴
訟
法
六
三
一
頁
（
金
子
正
史
）
。

そ
し
て
、
こ
の
必
要
最
小
限
度
に
限
る
と
い
う
趣
旨
か
ら
す
る
と
、
効
力
停
止
も
さ
ら
に
必
要
最
小
限
度
に
限
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

た
め
に
は
執
行
停
止
の
内
容
に
多
様
性
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
必
要
最
小
限
度
を
超
え
る
執
行
停
止
は
、
「
回
復
の
困
難
な
損
害
を
避

け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
」
（
同
項
本
文
）
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（
卯
）
植
村
栄
治
「
行
政
訴
訟
に
お
け
る
仮
の
救
済
（
４
．
完
）
」
法
学
協
会
雑
誌
九
四
巻
二
号
二
九
七
七
年
）
二
四
六
頁
注
（
３
）
は
、
「
処
分

の
内
容
が
可
分
の
と
き
に
は
、
そ
の
一
部
だ
け
の
停
止
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
可
分
と
言
え
な
く
て
も
特
定
が
可
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能
な
部
分
に
つ
い
て
は
停
止
が
可
能
と
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
国
公
立
学
生
の
退
学
処
分
の
執
行
停
止
に
つ
き
、

「
所
定
の
単
位
の
取
得
に
よ
り
卒
業
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
を
除
い
て
退
学
処
分
の
執
行
を
停
止
す
る
」
と
い
う
形
で
と
り
あ

え
ず
聴
講
や
単
位
取
得
を
寵
め
る
こ
と
が
理
論
上
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
」
、
と
い
う
。
な
お
、
住
吉
博
「
学
生
・
生
徒
懲
戒
処
分
と
仮
救
済
」

鈴
木
忠
一
Ⅱ
三
ヶ
月
章
監
修
・
新
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座
皿
（
一
九
八
一
年
）
三
七
九
頁
以
下
（
三
九
八
頁
）
参
照
。

（
皿
）
こ
の
よ
う
に
内
容
に
多
様
性
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
立
法
論
と
し
て
は
、
「
執
行
停
止
」
の
名
称
を
、
例
え
ば
「
行
政
事
件
訴
訟
法
上
の

仮
処
分
」
に
変
え
る
の
が
望
ま
し
い
。
そ
れ
に
よ
り
、
「
停
止
」
と
「
取
消
し
」
の
用
語
の
区
別
（
例
え
ば
、
民
事
執
行
法
三
六
条
一
項
）
に

よ
る
、
処
分
時
に
遡
っ
て
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
に
対
す
る
疑
義
（
藤
田
・
前
掲
四
四
七
頁
参
照
。
藤
田
氏
自
身
は
処
分
時
に
遡
っ
て
効
力
を

停
止
す
る
余
地
を
認
め
る
）
を
な
か
ら
し
め
、
ま
た
、
本
文
に
挙
げ
た
例
の
よ
う
な
、
ま
ど
ろ
っ
こ
い
決
定
主
文
に
し
な
く
て
す
む
。

（
兜
）
そ
の
場
合
、
⑥
説
の
よ
う
に
無
効
確
認
訴
訟
を
提
起
し
て
執
行
停
止
を
申
し
立
て
る
の
で
は
な
く
、
当
事
者
訴
訟
、
争
点
訴
訟
に
お
い
て
執

行
停
止
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
⑥
説
に
は
、
具
体
的
な
場
合
に
お
い
て
無
効
確
認
確
認
訴
訟
と
す
る
の
が
適
当
か

と
い
う
判
断
と
仮
の
救
済
が
必
要
か
と
い
う
判
断
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
と
い
う
問
題
点
の
ほ
か
、
無
効
確
認
訴
訟
を
提
起
し
て
執
行
停
止

を
申
立
て
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
そ
れ
と
も
執
行
停
止
が
認
容
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
前
者
に
は
、
執
行
停
止
を

申
立
て
さ
え
す
れ
ば
無
効
確
認
訴
訟
が
常
に
許
さ
れ
る
と
い
う
不
合
理
が
あ
り
、
後
者
に
は
、
執
行
停
止
の
申
立
て
が
却
下
さ
れ
た
り
、
執
行

停
止
決
定
が
後
に
取
消
さ
れ
た
場
合
は
無
効
確
認
訴
訟
は
不
適
法
と
し
て
却
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
不
合
理
が
あ
る
。


