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衆
議
院
議
員
辻
惠
君
提
出
「
行
政
事
件
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
行
政
国
家
現
象
」
あ
る
い
は
「
行
政
権
の
肥
大
化
」
の
趣
旨
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
近
年
、
行

政
需
要
が
増
大
し
行
政
作
用
が
多
様
化
し
て
お
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
行
政
に
よ
る
国
民
の
利
益
調
整
が
一
層
複
雑
多
様
化
し
、

そ
れ
と
と
も
に
行
政
の
果
た
す
べ
き
役
割
に
も
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
行
政
を
簡
素
か
つ
効
率
的
な
も
の
と

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
総
合
性
、
機
動
性
及
び
透
明
性
の
向
上
を
図
る
必
要
性
と
行
政
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
の
仕
組
み
の
重

要
性
が
増
大
し
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
に
お
け
る
施
策
な
い
し
対
応
と
し
て
は
、
行
政
改
革
を
始
め
と
す
る
社
会
経
済
の
構
造
改
革
を
進

め
、
明
確
な
ル
ー
ル
と
自
己
責
任
原
則
に
貫
か
れ
た
事
後
チ
ェ
ッ
ク
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
を
図
り
、
よ
り
自
由
か
つ
公

正
な
社
会
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
そ
の
基
礎
と
な
る
司
法
の
機
能
を
充
実
強
化
し
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
の
考
え
か
ら
、
現
在
、
司
法
制
度
改
革
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
司
法
の
果
た

す
べ
き
役
割
が
一
層
重
要
と
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
行
政
訴
訟
制
度
に
つ
い
て
も
、
司
法
と
行
政
の
役
割
分
担
の
在
り

方
を
踏
ま
え
つ
つ
、
国
民
の
権
利
利
益
の
よ
り
実
効
的
な
救
済
手
続
の
整
備
を
図
る
観
点
か
ら
こ
れ
を
充
実
強
化
す
る
こ
と
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が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
今
後
の
我
が
国
の
在
り
方
を
考
え
る
上
に
お
い
て
は
、
国
は
国
が
行
う
べ
き
こ
と
に
専
心
し
、
「
地
方
に
で
き
る

こ
と
は
地
方
に
」
と
い
う
地
方
分
権
の
原
則
の
下
に
、
国
と
地
方
を
通
ず
る
行
政
の
構
造
改
革
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
は
、
地
方
公
共
団
体
の
自
由
度
が
高
ま
る
よ
う
に
国
の
関
与
の
縮
小
を
図
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体

が
そ
の
組
織
及
び
運
営
の
合
理
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
適
切
な
助
言
を
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。以

上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
は
、
お
尋
ね
の
内
閣
総
理
大
臣
及
び
各
大
臣
に
お
い
て
も
同
様
に
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

行
政
訴
訟
制
度
は
、
司
法
権
の
行
使
を
通
じ
て
、
抑
制
と
均
衡
の
仕
組
み
の
中
で
行
政
作
用
の
適
法
性
を
審
査
し
、
国
民

の
権
利
利
益
の
救
済
を
確
保
す
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
近
年
に
お
い
て
は
、
行
政
需
要
の
増
大

と
行
政
作
用
の
多
様
化
に
伴
い
、
行
政
に
よ
る
国
民
の
利
益
調
整
が
一
層
複
雑
化
す
る
な
ど
の
変
化
が
生
じ
て
お
り
、
そ
の

中
で
司
法
の
果
た
す
べ
き
役
割
が
一
層
重
要
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
司
法
と
行
政
の
役
割
分
担
の
在
り
方
を
踏

ま
え
つ
つ
、
行
政
に
対
す
る
司
法
審
査
の
機
能
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

二



行
政
訴
訟
制
度
の
機
能
の
現
状
に
つ
い
て
は
、
単
に
申
立
件
数
や
勝
訴
率
等
の
数
字
の
み
に
よ
っ
て
そ
の
実
効
性
に
対
す

る
評
価
を
導
き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
行
政
訴
訟
制
度
は
、
右
に
述
べ
た
と
お
り
国
民
の
権
利
利
益
の
救
済
手
続
と

し
て
重
要
な
役
割
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
効
性
を
よ
り
高
め
る
た
め
、
国
民
の
権
利
利
益
の
救
済
範
囲
の
拡
大
を

図
り
、
審
理
の
充
実
及
び
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
よ
り
利
用
し
や
す
く
、
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
の
仕
組
み
を

整
備
し
、
さ
ら
に
、
本
案
判
決
前
に
お
け
る
仮
の
救
済
の
制
度
の
整
備
を
図
る
こ
と
等
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ

う
な
観
点
か
ら
、
行
政
事
件
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
以
下
「
法
案
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

行
政
に
対
す
る
司
法
審
査
の
機
能
は
、
司
法
権
の
行
使
を
通
じ
て
、
抑
制
と
均
衡
の
仕
組
み
の
中
で
行
政
作
用
の
適
法
性

を
審
査
し
、
国
民
の
権
利
利
益
の
救
済
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
行
政
に
対
す
る
司
法
審
査
の
機
能
を
強
化

し
て
国
民
の
権
利
利
益
の
よ
り
実
効
的
な
救
済
手
続
の
整
備
を
図
る
観
点
か
ら
、
義
務
付
け
の
訴
え
及
び
差
止
め
の
訴
え
を

抗
告
訴
訟
の
新
た
な
類
型
と
し
て
法
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
当
事
者
訴
訟
の
一
類
型
と
し
て
公
法
上
の
法
律

関
係
に
関
す
る
確
認
の
訴
え
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
そ
の
活
用
を
図
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
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事
項
を
規
定
し
た
法
案
を
提
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
圏
内
の
利
害
を
有
す
る
と
主
張
す
る
余
地
の
あ
る
者
」
の
趣
旨
は
必
ず
し
も
明
ら

か
で
は
な
い
が
、
国
民
の
権
利
利
益
の
よ
り
実
効
的
な
救
済
手
続
の
整
備
を
図
る
観
点
か
ら
、
取
消
訴
訟
に
お
け
る
原
告
適

格
の
要
件
と
し
て
の
「
法
律
上
の
利
益
」
の
有
無
に
つ
い
て
の
適
切
な
判
断
が
担
保
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
た

め
に
は
、
処
分
又
は
裁
決
の
相
手
方
以
外
の
第
三
者
に
つ
い
て
「
法
律
上
の
利
益
」
の
有
無
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

当
該
処
分
又
は
裁
決
の
根
拠
法
令
の
規
定
の
文
言
の
み
に
よ
る
こ
と
な
く
、
個
々
の
事
案
に
応
じ
て
、
当
該
根
拠
法
令
の
趣

旨
及
び
目
的
並
び
に
当
該
処
分
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
利
益
の
内
容
及
び
性
質
等
を
適
切
に
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
事
項
を
規
定
し
た
法
案
を
提
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

行
政
立
法
、
行
政
計
画
、
行
政
指
導
等
の
そ
れ
自
体
と
し
て
は
抗
告
訴
訟
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
行
政
の
行
為
を
契
機
と

し
て
争
い
が
生
じ
た
公
法
上
の
法
律
関
係
に
関
し
確
認
の
利
益
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
行
政
事
件
訴
訟

法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
に
お
い
て
も
、
当
事
者
訴
訟
と
し
て
確
認
の
訴
え
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
活

四



用
を
図
る
た
め
、
「
公
法
上
の
法
律
関
係
に
関
す
る
確
認
の
訴
え
」
を
当
事
者
訴
訟
の
一
類
型
と
し
て
明
記
す
る
改
正
を
行

う
法
案
を
提
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

執
行
停
止
制
度
は
、
こ
れ
ま
で
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
裁
判
所
に
お
い
て
適
切
に
運
用
が
行
わ
れ
て
い
る
も

の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
更
に
個
々
の
事
案
ご
と
の
事
情
に
即
し
た
執
行
停
止
に
つ
い
て
の
適
切
な
判
断
が
確
保
さ
れ
る
よ

う
に
す
る
た
め
に
は
、
損
害
の
性
質
の
み
な
ら
ず
、
損
害
の
程
度
並
び
に
処
分
の
内
容
及
び
性
質
が
適
切
に
考
慮
さ
れ
る
こ

と
が
担
保
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
執
行
停
止
の
要
件
に
つ
い
て
、
「
回
復
の
困
難
な
損
害
」
の
要
件

を
「
重
大
な
損
害
」
に
改
め
た
上
で
、
裁
判
所
が
こ
の
「
重
大
な
損
害
」
を
生
ず
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

損
害
の
回
復
の
困
難
の
程
度
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
損
害
の
性
質
及
び
程
度
並
び
に
処
分
の
内
容
及
び
性
質
を
も
勘
案
す

べ
き
も
の
と
定
め
る
法
案
を
提
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

行
政
事
件
訴
訟
法
に
お
い
て
お
尋
ね
の
執
行
停
止
原
則
を
採
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
単
に
訴
訟
手
続
上
の
問
題
に
と

ど
ま
ら
ず
、
処
分
の
効
力
自
体
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
公
益
や
第
三
者
に
及
ぼ
す
影
響
、
取
消

訴
訟
等
の
提
起
の
み
に
よ
っ
て
行
政
の
執
行
を
当
然
に
停
止
す
る
こ
と
に
よ
る
弊
害
な
ど
を
総
合
的
に
勘
案
す
る
と
、
こ
れ

五



を
採
用
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

四
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

原
告
適
格
に
つ
い
て
の
法
案
に
よ
る
改
正
の
趣
旨
は
、
個
々
の
具
体
的
な
事
案
に
お
い
て
、
「
法
律
上
の
利
益
」
の
有
無

に
つ
い
て
、
当
該
処
分
の
根
拠
法
令
の
文
言
の
み
に
よ
る
こ
と
な
く
、
根
拠
法
令
の
趣
旨
及
び
目
的
並
び
に
当
該
処
分
に
お

い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
利
益
の
内
容
及
び
性
質
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
根
拠
法
令
の
趣
旨
及
び
目
的
を
考
慮
す
る
に
当
た

り
、
こ
れ
と
目
的
を
共
通
に
す
る
関
係
法
令
の
趣
旨
及
び
目
的
を
も
参
酌
し
、
ま
た
、
当
該
処
分
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ

き
利
益
の
内
容
及
び
性
質
を
考
慮
す
る
に
当
た
り
、
当
該
処
分
が
根
拠
法
令
に
違
反
し
て
さ
れ
た
場
合
に
害
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
利
益
の
内
容
及
び
性
質
等
を
も
勘
案
し
て
適
切
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ

り
、
原
告
適
格
が
実
質
的
に
広
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

具
体
的
に
い
か
な
る
場
合
に
原
告
適
格
が
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
ま
た
、
御
指
摘
の
事
案
に
つ
い
て
原
告
適
格

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
事
案
に
応
じ
て
裁
判
所
が
判
断
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、

答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

四
の
�
及
び
�
に
つ
い
て
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執
行
停
止
の
要
件
に
つ
い
て
の
法
案
に
よ
る
改
正
の
趣
旨
は
、
三
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ

り
、
損
害
の
回
復
の
困
難
の
程
度
が
著
し
い
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
具
体
的
な
処
分
の
内
容
及
び
性

質
を
も
勘
案
し
た
上
で
、
損
害
の
程
度
を
勘
案
し
て
「
重
大
な
損
害
」
を
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
執
行
停
止
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
る
。

具
体
的
に
い
か
な
る
場
合
に
執
行
停
止
要
件
が
ど
の
程
度
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
ま
た
、
御
指
摘
の
事
案
に
つ

い
て
執
行
停
止
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
事
案
に
応
じ
て
裁
判
所
が
判
断
す
べ
き

こ
と
で
あ
り
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。
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