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第
１　

は
じ
め
に

許
可
処
分
を
し
た
が
、
許
可
要
件
を
充
足
し
て
い

な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
、
も
と
も
と
許
可

を
す
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

許
可
を
取
り
消
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
当
然
の
理
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
民
法
に
お
い
て
も
、
意
思

表
示
に
要
素
の
錯
誤
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
思
表

示
は
無
効
と
さ
れ
、
た
だ
し
、
表
意
者
に
重
過
失
が

あ
っ
た
と
き
に
限
り
、
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
さ
れ
て
い
る（
民
法
第
95
条
。
も
っ
と
も
、

動
機
の
錯
誤
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
意
思
表
示
の
内

容
と
し
て
表
示
さ
れ
た
場
合
に
限
り
無
効
と
さ
れ
る

（
最
高
裁
昭
和
29
年
11
月
26
日
判
決
）。）。

と
こ
ろ
が
、
行
政
処
分
（
講
学
上
の
行
政
行
為
）

に
つ
い
て
は
、
職
権
取
消
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
が
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の

か
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
場
合
な
の
か
。
以
下
、
こ

の
こ
と
に
関
す
る
重
要
判
例
を
概
観
す
る
。

第
２　

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
（
最
高

裁
昭
和
28
年
９
月
４
日
判
決
）

１　

事
案
の
概
要

Ｘ
（
被
上
告
人
）
は
、
Ａ
に
農
地
を
賃
貸
し
て
い

た
が
、
期
間
満
了
に
際
し
更
新
を
拒
絶
す
る
こ
と
と

し
、
農
調
法
に
基
づ
き
、
群
馬
県
知
事
Ｙ
（
上
告
人
）

に
更
新
拒
絶
の
許
可
を
申
請
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
が

許
可
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
Ｙ
は
、「
Ｙ
に
お
い
て

再
調
査
の
結
果
、
Ｘ
の
許
可
申
請
書
記
載
の
事
項
と

事
実
と
相
違
す
る
点
が
明
白
と
な
っ
た
か
ら
許
可
処

分
に
要
素
の
錯
誤
に
よ
る
違
法
を
認
め
且
か
か
る
処

分
を
存
置
す
る
の
は
一
般
農
民
に
対
し
悪
影
響
が
あ

る
の
で
公
益
的
見
地
か
ら
右
処
分
の
取
消
を
断
行
し

た
」
と
し
て
、
許
可
を
取
り
消
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ

は
Ｙ
に
対
し
て
、
許
可
取
消
し
の
取
消
し
を
求
め
る

訴
訟
を
提
起
し
た
。

２　

判
旨

⑴　
「
元
来
許
可
が
行
政
庁
の
自
由
裁
量
に
属
す
る

も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
も
と
も
と
法
律
の
目
的

と
す
る
政
策
を
具
体
的
の
場
合
に
行
政
庁
を
し
て
実

現
せ
し
め
る
た
め
に
授
権
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
処
分
を
し
た
行
政
庁
が
自
ら
そ
の
処
分
を
取
消

す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
即
ち
処
分
の
拘
束
力

を
ど
の
程
度
に
認
め
う
る
か
は
一
律
に
は
定
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
各
処
分
に
つ
い
て

授
権
を
し
た
当
該
法
律
が
そ
れ
に
よ
っ
て
達
成
せ
し

め
ん
と
す
る
公
益
上
の
必
要
、
つ
ま
り
当
該
処
分
の

性
質
に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で

職
権
取
消
し
の
可
否

弁
護
士

羽
根
　
一
成

重
要
判
例
に
学
ぶ

地
方
自
治
の
知
識

所
有
権
確
認
等
請
求
事
件

最
高
裁
最
高
裁
昭
和
43
年
11
月
７
日
判
決
・
昭
和
39
年
（
行
ツ
）
第
97
号
（
判
例
時
報
５
４
３
号
46
頁
）
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あ
る
。」

⑵　
「
都
道
府
県
知
事
は
農
地
の
賃
貸
借
の
当
事
者

が
農
調
法
九
条
三
項
所
定
の
許
可
を
受
け
る
た
め
に

申
請
書
を
提
出
し
て
も
、
そ
の
申
請
書
の
記
載
に
は

か
か
わ
り
な
く
、
同
法
施
行
令
一
一
条
所
定
の
基
準

に
従
っ
て
、
当
該
賃
貸
人
が
自
作
を
為
す
に
必
要
な

経
済
能
力
、
施
設
等
を
有
す
る
か
ど
う
か
、
当
該
賃

貸
人
の
自
作
に
よ
っ
て
当
該
農
地
の
生
産
が
増
大
す

る
か
ど
う
か
、
更
に
賃
貸
借
の
解
除
、
解
約
（
合
意

解
約
を
含
む
）
又
は
更
新
の
拒
絶
に
よ
り
当
該
農
地

の
賃
借
人
の
相
当
な
生
活
の
維
持
が
困
難
と
な
る
こ

と
が
な
い
か
ど
う
か
等
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
て
許

可
を
与
え
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

「
そ
れ
故
か
り
に
右
申
請
書
に
不
実
の
記
載
が

あ
っ
て
も
、
行
政
庁
は
申
請
書
の
記
載
に
か
か
わ
り

な
く
、
当
事
者
双
方
に
存
す
る
前
記
諸
般
の
事
情
を

勘
案
し
た
上
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と

決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
行
政
庁
が
そ

の
権
限
に
基
い
て
許
可
を
与
え
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ

て
た
ゞ
に
申
請
者
だ
け
が
特
定
の
利
益
を
受
け
る
の

で
は
な
く
、
利
害
の
反
す
る
賃
貸
借
の
両
当
事
者
を

拘
束
す
る
法
律
状
態
が
形
成
せ
ら
れ
る
」。

「
そ
れ
故
か
よ
う
な
場
合
に
、
申
請
者
側
に
詐
欺

等
の
不
正
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
が
顕
著
で
な
い
限

り
、
処
分
を
し
た
行
政
庁
も
そ
の
処
分
に
拘
束
さ
れ

て
処
分
後
に
は
さ
き
の
処
分
は
取
消
し
で
き
な
い
こ

と
に
し
な
け
れ
ば
、
農
調
法
九
条
三
項
所
定
の
法
律

行
為
に
つ
い
て
特
に
賃
貸
借
当
事
者
の
意
思
の
自
主

性
を
制
限
し
て
、
そ
の
効
力
を
行
政
庁
の
許
可
に
か

か
ら
し
め
た
法
的
秩
序
に
は
客
観
的
安
定
性
が
な
い

こ
と
に
な
っ
て
、
そ
れ
で
は
却
て
耕
作
者
の
地
位
の

安
定
を
計
る
農
調
法
の
目
的
に
副
わ
な
い
こ
と
に
な

る
」。

「
さ
れ
ば
所
論
の
よ
う
に
、
上
告
人
に
お
い
て
許

可
後
に
許
可
申
請
書
記
載
の
事
項
と
事
実
と
が
相
違

す
る
こ
と
が
明
と
な
っ
て
、
さ
き
の
許
可
を
与
え
な

か
っ
た
方
が
よ
か
っ
た
と
い
う
見
解
に
到
達
し
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
上
告
人
に
お
い
て
さ
き
の
調
査
が

不
充
分
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
内
部
の
事

情
に
過
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
か
か
る
事
情
の
下

に
お
い
て
は
、
所
論
要
素
の
錯
誤
を
理
由
と
し
て
農

調
法
上
の
法
的
秩
序
に
優
位
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
程
度
に
さ
き
の
許
可
を
取
消
す
べ
き
公
益
上
の

必
要
あ
る
も
の
と
は
と
う
て
い
認
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
」。

「
よ
っ
て
か
か
る
場
合
は
行
政
処
分
に
よ
っ
て
さ

き
の
処
分
を
取
消
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
原

判
決
は
正
当
で
あ
っ
て
論
旨
は
理
由
が
な
い
。」

３　

若
干
の
考
察

昭
和
28
年
判
決
は
、
要
素
の
錯
誤
が
あ
っ
て
も
、

行
政
処
分
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ

る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
行
政
処
分
を
取

り
消
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
は
「
処
分
の
性

質
に
よ
っ
て
定
ま
る
」
と
す
る
一
方
で
、
結
論
は
、

法
的
安
定
性
（「
法
的
秩
序
に
は
客
観
的
安
定
性
」、

「
耕
作
者
の
地
位
の
安
定
」、「
農
調
法
上
の
法
的
秩

序
」）
と
公
益
上
の
必
要
（「
内
部
の
事
情
に
過
ぎ
な

い
こ
と
」）の
比
較
考
量
に
よ
り
導
い
て
い
る
。な
お
、

「
申
請
者
側
に
詐
欺
等
の
不
正
行
為
が
顕
著
」
で
あ

る
場
合
を
例
外
と
し
て
い
る
。

第
３　

最
高
裁
昭
和
43
年
11
月
７
日
判

決
（
本
判
決
）

１　

事
案
の
概
要

玉
川
地
区
農
業
委
員
会
は
、
昭
和
23
年
４
月
本
件

各
農
地
を
不
在
地
主
た
る
Ａ
の
所
有
す
る
小
作
地
で

あ
る
と
認
定
し
て
、
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
の
規

定
に
基
づ
き
買
収
計
画
、
売
渡
計
画
を
樹
立
し
、
都

知
事
は
、
同
月
25
日
付
令
書
に
よ
っ
て
こ
れ
を
買
収

し
、
次
い
で
、
Ｘ
ら
（
上
告
人
）
に
売
り
渡
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
Ｂ
よ
り
買
収
計
画
に
対
す

る
異
議
の
申
出
が
あ
り
、
同
委
員
会
は
、
調
査
の
結

果
、
本
件
各
農
地
は
、
耕
地
整
理
施
行
中
に
、
Ｙ
１

（
被
上
告
人
）
よ
り
Ａ
の
亡
父
Ｃ
に
譲
渡
さ
れ
、
さ

ら
に
、
Ａ
よ
り
そ
の
小
作
人
で
あ
っ
た
Ｂ
に
売
却
さ

れ
、
Ｂ
に
お
い
て
在
村
地
主
の
自
作
地
と
し
て
こ
れ

を
耕
作
す
る
よ
う
に
な
り
、
昭
和
21
年
８
月
10
日
付

で
Ｂ
ら
よ
り
Ｙ
１
に
対
し
て
売
買
に
基
づ
く
登
記
名

義
の
変
更
願
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
前
記
譲
渡
に
つ

い
て
も
都
知
事
の
許
可
の
あ
っ
た
事
実
が
判
明
す
る
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に
い
た
っ
た
の
で
、
Ｂ
の
申
出
の
と
お
り
、
本
件
各

農
地
は
在
村
地
主
た
る
Ｂ
の
所
有
す
る
自
作
地
で
あ

る
と
認
め
て
、
さ
き
の
買
収
計
画
及
び
売
渡
計
画
を

取
り
消
す
旨
の
決
議
を
な
し
、
農
業
委
員
会
等
に
関

す
る
法
律
第
49
条
に
基
づ
く
都
知
事
の
そ
の
旨
の
確

認
を
得
た
上
で
、
昭
和
28
年
５
月
14
日
こ
ろ
Ｘ
ら
に

対
し
書
面
で
右
各
取
消
し
の
通
知
を
し
た
。

そ
こ
で
、
Ｘ
ら
は
、
上
記
買
収
計
画
及
び
売
渡
計

画
の
取
消
し
に
は
、
重
大
か
つ
明
白
な
瑕
疵
が
あ
り

無
効
で
あ
る
と
し
て
、
新
地
番
で
本
件
各
農
地
の
所

有
権
取
得
登
記
を
し
た
Ｙ
１
に
対
し
て
所
有
権
確
認

と
所
有
権
移
転
登
記
手
続
を
求
め
、
本
件
各
農
地
を

Ｂ
か
ら
譲
り
受
け
耕
作
し
て
い
る
Ｙ
２（
被
上
告
人
）

に
対
し
て
植
木
撤
去
土
地
明
渡
し
を
求
め
る
訴
訟
を

提
起
し
た
。

２　

判
旨

⑴　
「
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
く

農
地
の
買
収
計
画
、
売
渡
計
画
の
ご
と
き
行
政
処
分

は
、
そ
れ
が
一
定
の
争
訟
手
続
に
従
い
、
な
か
ん
ず

く
当
事
者
を
手
続
に
関
与
せ
し
め
て
紛
争
の
終
局
的

解
決
が
図
ら
れ
確
定
す
る
に
至
っ
た
場
合
は
、
当
事

者
が
こ
れ
を
争
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
は
も

と
よ
り
、
行
政
庁
も
、
特
別
の
規
定
の
な
い
限
り
、

そ
れ
を
取
り
消
し
ま
た
は
変
更
し
得
な
い
拘
束
を
受

け
る
に
至
る
」
が
、
本
件
は
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は

当
た
ら
な
い
。

⑵　
「
買
収
計
画
、
売
渡
計
画
の
ご
と
き
行
政
処
分

が
違
法
ま
た
は
不
当
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
、
た
と
え
、

当
然
無
効
と
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
、
す
で
に
法
定
の

不
服
申
立
期
間
の
徒
過
に
よ
り
争
訟
手
続
に
よ
っ
て

そ
の
効
力
を
争
い
得
な
く
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
て

も
、
処
分
を
し
た
行
政
庁
そ
の
他
正
当
な
権
限
を
有

す
る
行
政
庁
に
お
い
て
は
、
自
ら
そ
の
違
法
ま
た
は

不
当
を
認
め
て
、
処
分
の
取
消
に
よ
っ
て
生
ず
る
不

利
益
と
、
取
消
を
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
か
か
る
処

分
に
基
づ
き
す
で
に
生
じ
た
効
果
を
そ
の
ま
ま
維
持

す
る
こ
と
の
不
利
益
と
を
比
較
考
量
し
、
し
か
も
該

処
分
を
放
置
す
る
こ
と
が
公
共
の
福
祉
の
要
請
に
照

ら
し
著
し
く
不
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限

り
、
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る
」。

⑶　
「
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
く

農
地
買
収
は
、
個
人
の
所
有
権
に
対
す
る
重
大
な
制

約
で
あ
る
と
こ
ろ
、
か
か
る
重
大
な
制
約
は
、
そ
の

目
的
が
自
作
農
を
創
設
し
て
農
業
生
産
力
の
発
展
と

農
業
経
営
の
民
主
化
を
図
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
理

由
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
得
る
強
制
措
置
で
あ
る
か

ら
、
か
か
る
処
分
が
、
本
件
に
お
け
る
ご
と
く
、
法

定
の
要
件
に
違
反
し
て
行
な
わ
れ
、
買
収
す
べ
か
ら

ざ
る
者
よ
り
農
地
を
買
収
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、

他
に
特
段
の
事
情
の
認
め
ら
れ
な
い
以
上
、
そ
の
処

分
を
取
り
消
し
て
該
農
地
を
旧
所
有
者
に
復
帰
さ
せ

る
こ
と
が
、
公
共
の
福
祉
の
要
請
に
沿
う
」。

「
の
み
な
ら
ず
、
原
判
決
の
適
法
に
確
定
し
た
と

こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
本
件
各
農
地
の
売
渡
を
受
け
た
上

告
人
ら
は
、
本
件
各
農
地
の
従
前
地
に
つ
い
て
政
府

売
渡
を
原
因
と
す
る
所
有
権
取
得
登
記
を
経
由
し
て

い
る
と
は
い
え
、
該
農
地
の
引
渡
を
受
け
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
前
記
諸
般
の
事
情

を
勘
案
す
れ
ば
、
違
法
な
買
収
処
分
に
よ
っ
て
本
件

各
農
地
の
旧
所
有
者
た
る
Ｂ
や
同
人
か
ら
こ
れ
を
買

い
受
け
た
被
上
告
人
Ｙ
２
の
蒙
っ
た
不
利
益
は
、
違

法
な
売
渡
処
分
に
基
づ
き
本
件
各
農
地
の
所
有
者
と

な
っ
た
上
告
人
ら
が
右
処
分
の
取
消
に
よ
っ
て
蒙
る

不
利
益
に
比
し
著
し
く
大
で
あ
る
」。

「
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
の
処
分
を
取
り
消
し
て
本
件

各
農
地
を
旧
所
有
者
ま
た
は
そ
の
買
受
人
に
復
帰
さ

せ
る
こ
と
が
、
公
共
の
福
祉
の
要
請
に
反
す
る
も
の

と
認
め
る
べ
き
特
段
の
事
情
の
存
し
な
い
本
件
に
あ
っ

て
は
、
玉
川
地
区
農
業
委
員
会
が
都
知
事
の
確
認
を

得
て
本
件
各
農
地
の
買
収
計
画
お
よ
び
売
渡
計
画
を

取
り
消
し
た
こ
と
は
、是
認
す
る
こ
と
が
で
き
」
る
。

３　

実
務
上
の
検
討

⑴　

行
政
処
分
の
取
消
し
の
法
律
上
の
根
拠

行
政
処
分
の
取
消
し
は
、
そ
れ
自
体
が
行
政
処
分

（
取
消
処
分
）
で
あ
る
か
ら
、
法
律
に
よ
る
行
政
の

原
理
（
法
律
の
留
保
）
に
よ
り
、
法
律
上
の
根
拠
が

必
要
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
、
本
判
決
は
、「
処
分
を
し
た
行
政
庁
そ

の
他
正
当
な
権
限
を
有
す
る
行
政
庁
に
お
い
て
は
、

自
ら
そ
の
違
法
ま
た
は
不
当
を
認
め
て
、
…
…
こ
れ

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る
」
と
し
て
、
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結
論
と
し
て
、
取
消
し
を
認
め
る
明
文
の
規
定
が
な

く
て
も
、
処
分
庁
等
は
行
政
処
分
を
取
り
消
す
こ
と

が
で
き
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ

い
て
は
述
べ
て
い
な
い
。
昭
和
28
年
判
決
は
、「
元

来
許
可
が
行
政
庁
の
自
由
裁
量
に
属
す
る
も
の
で

あ
っ
て
も
」
と
述
べ
て
お
り
、
行
政
処
分
の
取
消
し

の
法
律
上
の
根
拠
は
、
も
と
の
行
政
処
分
の
根
拠
法

に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
に

も
う
か
が
わ
れ
る
が
（
自
由
に
処
分
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
由
に
取
り
消
す
こ
と
も
で

き
る
）、
一
般
的
に
は
、「
法
治
国
原
理
の
要
請
」（
櫻

井
・
橋
本
「
行
政
法
」
初
版
98
頁
）
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。

⑵　

違
法
な
行
政
処
分
で
も
取
り
消
せ
な
い
場
合
が

あ
る
の
か

ア　

行
政
処
分
を
し
た
が
、
処
分
要
件
を
充
足
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
、
そ
れ
は
違
法

な
行
政
処
分
で
あ
り
、
む
し
ろ
積
極
的
に
取
り
消
す

べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
昭
和
28
年
判
決

及
び
本
判
決
は
、
い
ず
れ
も
違
法
な
処
分
で
も
取
り

消
せ
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

こ
の
点
、
昭
和
28
年
判
決
は
、「
都
道
府
県
知
事

は
農
地
の
賃
貸
借
の
当
事
者
が
農
調
法
九
条
三
項
所

定
の
許
可
を
受
け
る
た
め
に
申
請
書
を
提
出
し
て

も
、
そ
の
申
請
書
の
記
載
に
は
か
か
わ
り
な
く
、
同

法
施
行
令
一
一
条
所
定
の
基
準
に
従
っ
て
、
当
該
賃

貸
人
が
自
作
を
為
す
に
必
要
な
経
済
能
力
、
施
設
等

を
有
す
る
か
ど
う
か
、
当
該
賃
貸
人
の
自
作
に
よ
っ

て
当
該
農
地
の
生
産
が
増
大
す
る
か
ど
う
か
、
更
に

賃
貸
借
の
解
除
、
解
約
（
合
意
解
約
を
含
む
）
又
は

更
新
の
拒
絶
に
よ
り
当
該
農
地
の
賃
借
人
の
相
当
な

生
活
の
維
持
が
困
難
と
な
る
こ
と
が
な
い
か
ど
う
か

等
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
て
許
可
を
与
え
る
こ
と
が

相
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」、「
そ
れ
故
か
り
に
右
申
請
書
に
不
実
の
記
載
が

あ
っ
て
も
、
行
政
庁
は
申
請
書
の
記
載
に
か
か
わ
り

な
く
、
当
事
者
双
方
に
存
す
る
前
記
諸
般
の
事
情
を

勘
案
し
た
上
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と

決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
更
新

拒
絶
の
許
可
は
違
法
な
処
分
と
は
い
え
ず
、
そ
も
そ

も
行
政
処
分
に
要
素
の
錯
誤
が
な
い
と
理
解
す
る
こ

と
も
不
可
能
で
は
な
い
事
案
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
本
判
決
は
、
真
実
は
「
在
村
地
主
た

る
Ｂ
の
所
有
す
る
自
作
地
」
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を

「
不
在
地
主
た
る
Ａ
の
所
有
す
る
小
作
地
」
で
あ
る

と
誤
認
し
、
そ
の
結
果
「
小
作
地
」
と
い
う
買
収
及

び
売
渡
の
要
件
を
充
足
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
買
収
計
画
及
び
売
渡
計
画
の
対
象
と
し
た
と
い

う
、
違
法
な
行
政
処
分
で
あ
り
、
行
政
処
分
に
要
素

の
錯
誤
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
事
案
に
お
い
て
、

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認

め
て
い
る
。

そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
何
も
述
べ
て
い

な
い
。
昭
和
28
年
判
決
は
、「
元
来
許
可
が
行
政
庁

の
自
由
裁
量
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は

も
と
も
と
法
律
の
目
的
と
す
る
政
策
を
具
体
的
の
場

合
に
行
政
庁
を
し
て
実
現
せ
し
め
る
た
め
に
授
権
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
処
分
を
し
た
行
政
庁
が
自

ら
そ
の
処
分
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、

即
ち
処
分
の
拘
束
力
を
ど
の
程
度
に
認
め
う
る
か
は

一
律
に
は
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
お

り
、
も
と
の
行
政
処
分
は
そ
の
根
拠
法
が
目
的
と
す

る
政
策
を
実
現
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
よ
う
に
う
か
が
わ
れ
る

が
、
一
般
的
に
は
、
授
益
的
処
分
や
二
重
効
果
的
処

分
な
ど
を
念
頭
に
、
端
的
に
、「
一
度
行
わ
れ
た
行

政
行
為
が
事
後
に
取
消
し
…
…
さ
れ
る
と
、
こ
れ
を

有
効
と
信
じ
た
者
の
信
頼
や
、法
的
安
定
性
を
害
し
、

権
利
利
益
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
」（
櫻
井
・

橋
本
「
行
政
法
」
初
版
99
頁
）
か
ら
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。

イ　

違
法
な
処
分
で
あ
っ
て
も
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
が
あ
る
と
す
る
と
、
実
務
上
重
要
と
な

る
の
は
、
取
消
し
が
で
き
る
場
合
と
で
き
な
い
場
合

の
判
断
基
準
で
あ
る
。

こ
の
点
、
昭
和
28
年
判
決
に
は
、「
処
分
の
性
質
」

と
い
う
比
較
的
形
式
的
な
基
準
に
よ
り
判
断
す
る
か

の
よ
う
な
記
述
が
あ
っ
た
が
（
侵
害
的
処
分
か
授
益

的
処
分
な
い
し
二
重
効
果
的
処
分
か
と
い
う
こ
と
。

な
お
、
上
記
第
２
の
３
で
考
察
し
た
と
お
り
、
実
際
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は
昭
和
28
年
判
決
も
比
較
考
量
に
よ
り
結
論
を
導
い

て
い
る
。）、
本
判
決
で
は
そ
の
よ
う
な
記
述
は
姿
を

消
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
本
判
決
は
、「
処
分

の
取
消
に
よ
っ
て
生
ず
る
不
利
益
と
、
取
消
を
し
な

い
こ
と
に
よ
っ
て
か
か
る
処
分
に
基
づ
き
す
で
に
生

じ
た
効
果
を
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
の
不
利
益
と

を
比
較
考
量
」
す
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

す
ぐ
れ
て
実
質
的
な
判
断
基
準
で
あ
っ
て
、「
具
体

的
場
合
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
線
を
引
く
か
は
困
難

な
問
題
が
あ
り
…
…
類
型
的
な
ケ
ー
ス
ご
と
の
蓄
積

は
な
い
」（
塩
野
「
行
政
法
Ⅰ
」
第
四
版
１
５
７
頁
）。

し
か
も
、
本
判
決
は
、
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る

の
は
、
比
較
考
量
の
結
果
、「
該
処
分
を
放
置
す
る

こ
と
が
公
共
の
福
祉
の
要
請
に
照
ら
し
著
し
く
不
当

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
」
る
と
述
べ
て
お

り
、
こ
れ
を
文
字
ど
お
り
に
受
け
取
る
と
、
違
法
な

処
分
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
場
面
は
き
わ
め
て

限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
現
在
の
実
務
感
覚
か

ら
乖
離
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
代
表
的
な
教
科

書
（
塩
野
「
行
政
法
Ⅰ
」
第
４
版
１
５
５
～
１
５
８

頁
、
宇
賀
「
行
政
法
概
説
Ⅰ
」
第
３
版
３
４
０
～

３
４
３
頁
、
櫻
井
・
橋
本
「
行
政
法
」
初
版
97
～

１
０
１
頁
）
に
も
、
こ
れ
と
同
旨
の
記
述
は
見
ら
れ

な
い
。

と
こ
ろ
で
、
審
査
請
求
（
行
政
不
服
申
立
て
）
及

び
取
消
訴
訟
に
お
い
て
は
、
違
法
な
処
分
に
つ
い
て

は
取
消
裁
決
（
行
審
法
第
40
条
第
３
項
）
な
い
し
取

消
判
決
が
な
さ
れ
、
事
情
裁
決
（
行
審
法
第
40
条
第

６
項
）
な
い
し
事
情
判
決
（
行
訴
法
第
31
条
）
の
場

合
を
除
い
て
は
、「
処
分
の
取
消
に
よ
っ
て
生
ず
る

不
利
益
」
を
考
慮
し
て
取
消
し
が
制
限
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
本
判
決
は
、「
一
定
の
争
訟
手
続
に
従
い
、

な
か
ん
ず
く
当
事
者
を
手
続
に
関
与
せ
し
め
て
紛
争

の
終
局
的
解
決
が
図
ら
れ
確
定
す
る
に
至
っ
た
場

合
」は
取
扱
い
を
異
に
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、

職
権
取
消
し
の
場
合
と
争
訟
取
消
し
の
場
合
で
取
扱

い
を
異
に
す
べ
き
実
質
的
な
理
由
が
あ
る
の
か
疑
問

な
し
と
せ
ず
、
取
消
し
の
可
否
の
問
題
と
取
消
し
の

遡
及
効
の
制
限
の
問
題
が
混
同
さ
れ
て
い
る
き
ら
い

が
あ
る
。
宇
賀
克
也
・
東
京
大
学
教
授
は
、「
行
政

法
概
説
Ⅰ
」第
３
版
３
４
０
～
３
４
２
頁
に
お
い
て
、

職
権
取
消
し
の
制
限
に
つ
い
て
は
言
及
せ
ず
、
取
消

し
の
効
果
と
し
て
の
遡
及
効
の
制
限
と
し
て
論
じ
て

い
る
が
、
も
し
も
こ
れ
が
上
記
と
同
旨
を
い
う
も
の

で
あ
れ
ば
、
含
み
の
あ
る
記
述
で
あ
る
（
さ
ら
に
、

実
務
感
覚
で
は
あ
る
が
、
取
消
し
の
遡
及
効
の
制
限

の
問
題
で
は
な
く
、
本
来
受
け
る
こ
と
の
で
き
な
い

利
益
に
つ
い
て
は
返
還
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
べ
き

で
あ
り
、
そ
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
不
当
利
得
返
還

請
求
に
お
け
る
現
存
利
益
の
問
題
と
し
て
、
そ
れ
に

よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
国
賠
請
求
の
問

題
と
し
て
処
理
す
れ
ば
足
り
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。）。

⑶　

適
法
な
処
分
で
も
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
場

合
が
あ
る
の
か

不
当
な
行
政
処
分
（「
裁
量
権
行
使
が
不
適
切
で

あ
る
場
合
」（
櫻
井
・
橋
本
「
行
政
法
」
初
版
93
頁
））

で
あ
っ
て
も
、
処
分
要
件
を
充
足
し
て
い
る
場
合
に

は
、
適
法
な
行
政
処
分
で
あ
る
し
（
た
だ
し
、「
裁

量
権
の
範
囲
を
こ
え
又
は
そ
の
濫
用
が
あ
っ
た
場

合
」（
行
訴
法
第
30
条
）
は
違
法
な
行
政
処
分
と
な

る
。）、
行
政
処
分
が
不
当
で
あ
る
こ
と
は
、
動
機
の

錯
誤
で
あ
り
か
つ
そ
れ
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合

に
当
た
り
、
行
政
処
分
に
原
始
的
瑕
疵
が
あ
る
と
も

い
え
な
い
か
ら
、
取
り
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
、
宇
賀
教
授
は
、「
行
政
法
概
説
Ⅰ
」
第

３
版
３
４
０
～
３
４
２
頁
に
お
い
て
、
行
政
処
分
の

取
消
し
の
法
律
上
の
根
拠
に
つ
い
て
、「
錯
誤
や
申

請
者
等
の
不
正
な
手
段
に
よ
り
違
法
に
な
さ
れ
た
行

政
行
為
の
取
り
消
し
は
、
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理

の
要
請
す
る
と
こ
ろ
で
あ
」
る
と
し
た
上
で
、
違
法

な
行
政
処
分
に
つ
い
て
の
み
言
及
し
、
不
正
な
行
政

処
分
の
取
り
消
し
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い

が
、
も
し
も
こ
れ
が
上
記
と
同
旨
を
い
う
も
の
で
あ

れ
ば
、
こ
ち
ら
も
含
み
の
あ
る
記
述
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
本
判
決
は
、「
行
政
処
分
が
違
法
ま

た
は
不
当
で
あ
れ
ば
」
と
述
べ
て
お
り
、
違
法
な
行

政
処
分
だ
け
で
な
く
、
不
当
な
行
政
処
分
も
取
り
消

す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
し
、
審

査
請
求
に
お
い
て
も
、
不
当
な
行
政
処
分
に
つ
い
て
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は
取
消
裁
決
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
行

政
不
服
審
査
法
第
40
条
第
６
項
参
照
）。

も
っ
と
も
、
違
法
な
行
政
処
分
に
つ
い
て
は
、
法

律
に
よ
る
行
政
の
原
理
の
破
壊
が
著
し
く
、
そ
れ
を

回
復
す
る
必
要
性
が
高
い
（「
取
消
を
し
な
い
こ
と

に
よ
っ
て
か
か
る
処
分
に
基
づ
き
す
で
に
生
じ
た
効

果
を
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
の
不
利
益
」
が
大
き

い
）
の
に
対
し
て
、不
当
な
行
政
処
分
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
が
低
い
と
判
断
さ
れ
、「
処
分
の
取
消
に
よ
っ
て

生
ず
る
不
利
益
」
と
の
比
較
考
量
の
結
果
、
取
消
し

が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
場
面
が
多
い
で
あ
ろ
う
。

⑷　

実
務
対
応

行
政
処
分
を
し
た
が
、
処
分
要
件
を
充
足
し
て
い

な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
で
も
、
行
政
処
分

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
ど
う
か
の
判
断

基
準
は
す
ぐ
れ
て
実
質
的
で
あ
り
、「
具
体
的
場
合

に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
線
を
引
く
か
は
困
難
な
問
題

が
あ
り
…
…
類
型
的
な
ケ
ー
ス
ご
と
の
蓄
積
は
な

い
」。
一
方
で
、違
法
な
行
政
処
分
に
よ
り
、例
え
ば
、

公
金
を
支
出
し
て
い
た
場
合
、
行
政
処
分
を
取
り
消

し
て
、
そ
の
返
還
を
受
け
て
い
な
け
れ
ば
、
本
来
支

出
す
る
必
要
の
な
か
っ
た
公
金
を
、
違
法
に
支
出
し

た
こ
と
に
な
り
、
住
民
訴
訟
（
地
方
自
治
法
第

２
４
２
条
の
２
第
１
項
第
４
号
。
職
員
個
人
に
対
す

る
損
害
賠
償
請
求
）が
提
起
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
に
、
実
務

対
応
と
し
て
は
、
違
法
な
行
政
処
分
は
、
そ
れ
に
よ

り
過
酷
な
結
果
が
生
じ
る
こ
と
が
誰
の
目
に
も
明
ら

か
で
あ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
と
し

て
、
判
断
に
迷
う
よ
う
な
場
合
は
、
原
則
と
し
て
取

り
消
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。な
お
、

行
政
処
分
を
取
り
消
す
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
処

分
の
名
宛
人
に
説
明
を
し
て
、
取
消
し
の
可
否
が
紛

争
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

＜モデル例①＞

自由裁量行為　→　不当　→　取消しにより得られる利益＜失われる利益　→　取消制限

覊束裁量行為　→　違法　→　取消しにより得られる利益＞失われる利益　→　取消し

覊束行為　　　→　違法　→　取消しにより得られる利益＞失われる利益　→　取消し

＜モデル例②＞

侵害的処分　　　→　不当／違法　→　得られる利益＞失われる利益　→　取消し

授益的処分　　　→　不当／違法　→　得られる利益＜失われる利益　→　取消制限

二重効果的処分　→　不当／違法　→　得られる利益＜失われる利益　→　取消制限


