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はじめに

　

は
じ
め
に　

　

行
政
不
服
審
査
は
、
国
民
の
権
利
利
益
の
救
済
を
は
か
り
、
行
政
の
適
法
性
・
妥
当
性
を
確
保
す
る
た
め
の
重
要
な
法
制
度
で
す
。

し
か
し
行
政
不
服
審
査
法
は
、
昭
和
37
年
に
制
定
・
施
行
さ
れ
て
以
来
、
50
年
以
上
に
わ
た
り
本
格
的
な
改
正
が
行
わ
れ
ず
、
十
分

な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。
国
民
の
権
利
意
識
も
変
化
し
、
行
政
不
服
審
査
に
お
け
る
審
理

の
公
正
性
の
確
保
な
ど
、
時
代
に
即
し
た
制
度
の
見
直
し
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
ふ
ま
え
、
簡
易
迅
速
性
を
生
か
し
つ
つ
、
よ
り
公
正
性
が
確
保
さ
れ
、
か
つ
利
用
し
や
す
い
制
度
と
す
る
観
点

か
ら
、
抜
本
的
な
見
直
し
に
つ
い
て
の
検
討
が
重
ね
ら
れ
、
行
政
不
服
審
査
法
案
ほ
か
関
連
3
法
案
が
平
成
26
年
3
月
14
日
に
国
会

に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
3
法
案
は
同
年
6
月
6
日
に
可
決
・
成
立
し
、
新
し
い
行
政
不
服
審
査
法
が
平
成
28
年
4
月
1
日
か
ら
施
行

さ
れ
ま
し
た
。

　

行
政
不
服
審
査
法
の
目
的
は
、
国
民
の
権
利
利
益
の
救
済
を
は
か
る
と
と
も
に
、
行
政
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
で
す
が
、

こ
の
制
度
が
き
ち
ん
と
機
能
す
る
こ
と
は
、
個
人
の
権
利
利
益
の
保
護
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
に
さ
ま
ざ
ま
な
よ
い
影
響
を
も
た
ら

す
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
ず
、
紛
争
解
決
機
能
の
強
化
と
い
う
面
で
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
で
は
な
か
っ
た
国
民
の
実
体
的
権
利
の
保
障
や
手
続
的
権
利
の

保
障
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
と
行
政
の
関
係
が
よ
り
よ
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
、
そ
し
て
、
行
政
の
活
動
も
よ
り
よ

く
な
っ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
住
民
の
意
見
反
映
な
ど
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
手
続
的
民
主
性
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の
向
上
に
つ
な
が
る
効
果
も
期
待
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

次
に
、
行
政
の
適
正
な
運
営
の
確
保
の
面
で
は
、
行
政
の
自
己
修
正
機
能
の
強
化
に
よ
っ
て
、
信
頼
性
の
向
上
に
つ
な
が
る
効
果

が
期
待
さ
れ
ま
す
。
行
政
の
活
動
は
、
環
境
問
題
の
よ
う
に
、
行
政
処
分
の
相
手
方
以
外
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
な
ど
、
幅
広
い

国
民
に
関
係
し
て
く
る
も
の
で
す
。
自
己
修
正
機
能
の
発
揮
に
よ
っ
て
、
当
該
事
件
の
処
理
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り
大
き
な
公
共
性

の
向
上
に
つ
な
が
る
こ
と
や
行
政
職
員
の
意
識
の
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
も
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
効
果
も
、
不
服
申
立
て
を
受
け
る
立
場
の
国
や
地
方
公
共
団
体
の
行
政
側
の
体
制
整
備
が
は
か
ら
れ
る
だ
け

で
は
実
現
し
ま
せ
ん
。
不
服
申
立
て
を
行
う
国
民
（
市
民
、
住
民
）
側
の
取
り
組
み
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、「
行
政
に
お
け
る

適
切
な
行
政
不
服
審
査
法
の
運
用
」
と
「
国
民
に
お
け
る
適
切
な
行
政
不
服
審
査
法
の
利
用
」
の
両
者
が
車
の
両
輪
と
な
っ
て
初
め

て
、
今
回
の
新
し
い
行
政
不
服
審
査
法
に
魂
が
入
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

行
政
不
服
審
査
法
の
改
正
を
契
機
と
し
て
、
法
律
の
逐
条
解
説
、
弁
護
士
な
ど
の
専
門
家
向
け
の
解
説
書
、
地
方
公
共
団
体
が
適

切
な
対
応
を
行
う
た
め
の
実
務
的
解
説
書
な
ど
は
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
国
民
を
意
識
し
た
本
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

本
書
は
、
主
と
し
て
国
民
が
自
ら
不
服
申
立
て
を
行
う
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
行
政
不
服
審
査
法
の
本
で
あ
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
不
服
申
立
て
を
受
け
る
側
の
対
応
に
基
軸
が
お
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
改
正
法
を
国
民
が
ど
の
よ
う

に
使
い
こ
な
せ
ば
よ
い
か
」
と
い
う
観
点
を
重
視
し
て
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
行
政
不
服
審
査
法
の
略
称
を
本
書
で
は
「
行
服
法
」
と
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
意
味
が
あ
り
ま
す
。
行
政
事
件

訴
訟
法
は
「
行
政
」
に
た
い
す
る
訴
訟
で
あ
り
、
一
般
的
に
「
行
訴
法
」
と
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
行
政
不
服
審

査
法
は
「
行
政
」
に
た
い
す
る
「
不
服
」
を
「
審
査
」
す
る
こ
と
で
す
。「
行
審
法
」
の
略
称
は
総
務
省
が
使
っ
て
い
ま
す
が
、「
行

政
が
」
不
服
を
「
審
査
」
す
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
、
行
政
目
線
と
な
り
ま
す
が
、「
行
服
法
」
の
略
称
で
あ
れ
ば
「
行
政
に
」
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た
い
し
て
「
不
服
」
申
立
て
を
す
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
、国
民
目
線
と
な
り
ま
す
（「
行
政
不
服
申
立
て
」
の
略
称
と
し
て
の
「
行
服
」）。

や
は
り
、
行
政
へ
の
不
服
を
救
済
す
る
と
捉
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、「
行
服
法
」
と
略
す
の
が
よ
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

も
と
も
と
自
治
体
で
は
「
行
服
法
」
と
一
般
的
に
は
使
っ
て
き
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
、
自
治
体
が
住
民
に
身
近
に
接
し
て
お
り
、

行
政
が
「
不
服
を
申
し
立
て
ら
れ
る
」
立
場
に
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
止
め
る
存
在
で
あ
る
と
意
識
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。
名
は
体
を
表
す
と
い
う
こ
と
わ
ざ
も
あ
る
よ
う
に
、
名
称
は
重
要
で
す
。
今
回
の
改
正
で
は
手
続
保
障
が
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、「
行
服
法
」
の
略
称
を
意
識
的
に
使
う
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

ち
な
み
に
、
旧
行
政
不
服
審
査
法
以
前
に
お
け
る
行
政
上
の
不
服
申
立
て
の
一
般
法
で
あ
っ
た
「
訴
願
法
（
明
治
23
年
法
律
第

1
0
5
号
）」が
廃
止
さ
れ
、昭
和
37
年
に
旧
行
政
不
服
審
査
法
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
際
の
新
し
い
法
律
の
名
称
と
し
て
は
、「
行

政
抗
告
法
」、「
行
政
審
査
請
求
法
」、「
行
政
不
服
申
立
法
」
な
ど
が
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
　
　
　
　

◇

　

本
書
は
、
行
政
不
服
申
立
て
を
行
う
際
に
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
法
律
文
化
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お

け
る
本
書
の
紹
介
ペ
ー
ジ
に
、
①
実
際
に
審
査
請
求
を
行
お
う
と
す
る
と
き
の
疑
問
点
や
悩
み
に
つ
い
て
の
Q
&
A
、
②
行
服
法
関

連
の
ト
ピ
ッ
ク
ニ
ュ
ー
ス
（
裁
決
例
な
ど
）、
③
本
書
購
入
者
か
ら
の
質
問
の
う
ち
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
の
回
答

を
記
し
た
P
D
F
を
掲
載
し
ま
す
の
で
、「
関
連
情
報
」
ボ
タ
ン
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
（
閲
覧
に
は
パ

ス
ワ
ー
ド
の
入
力
が
必
要
に
な
り
ま
す
）。
P
D
F
は
平
成
29
年
末
ま
で
に
数
回
更
新
す
る
予
定
で
、
P
D
F
の
執
筆
者
は
、
本
書
の
執

筆
者
を
中
心
に
し
て
行
政
不
服
審
査
に
詳
し
い
弁
護
士
等
が
担
当
し
ま
す
。
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本
書
の
な
か
に
P
D
F
閲
覧
の
た
め
の
パ
ス
ワ
ー
ド
と
、
こ
の
本
の
購
入
者
か
ら
の
質
問
を
受
け
付
け
る
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記

し
た
ペ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
読
み
進
め
て
い
け
ば
気
が
付
く
箇
所
に
記
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
も
行
服
法
の
活
用
に
役
立
て
て

く
だ
さ
い
。

　
　

平
成
28
年 
春

編
者　

幸
田
雅
治

　
〔
本
書
の
凡
例
〕

　
　

行
服
法　
　

行
政
不
服
審
査
法

　
　

行
手
法　
　

行
政
手
続
法

　
　

行
訴
法　
　

行
政
事
件
訴
訟
法

　
　

税
通
法　
　

国
税
通
則
法

　
　

相
税
法　
　

相
続
税
法

　
　

所
税
法　
　

所
得
税
法




