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憲
　
法
　
訴
　
願
　
序
　
説

林

田

口禾

博

　
本
稿
は
、
過
般
筆
者
が
憲
法
調
査
会
の
参
考
人
と
し
て
「
憲
法
裁
判
所
の
実
態
」
に
つ
い
て
口
述
し
た
も
の
の
要
旨
で
あ
り
、

ぎ
に
執
筆
を
子
定
し
て
、
い
る
憲
法
訴
願
論
の
序
説
と
し
て
、
こ
こ
に
掲
げ
る
こ
と
と
し
た
Q

筆
者
が
次

　
　
　
近
代
の
立
憲
法
治
国
家
の
初
期
の
時
代
に
、
ド
イ
ツ
諸
国
の
憲
法
、
代
表
的
に
は
一
八
三
二
年
ザ
ク
セ
ン
憲
法
が
そ
の
憲
法
規
定
の
中

　
　
に
「
憲
法
の
保
障
」
と
い
う
特
別
の
章
条
を
設
け
、
こ
の
「
憲
法
の
保
障
」
の
中
で
、
憲
法
裁
判
制
度
を
確
立
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
進
歩

　
　
的
な
憲
法
の
中
で
こ
の
よ
う
な
伝
統
を
保
っ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
近
く
は
一
九
二
〇
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
、
今
次
大
戦
後
の
一
九

　
　
四
七
年
イ
タ
リ
ー
憲
法
な
ど
も
そ
の
顕
著
な
例
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
が
憲
法
裁
判
の
歴
史
と
結
び
つ
い
て
注
目
す
べ
き
事
実
を
な

　
　
し
て
い
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
．

　
　
　
お
よ
そ
、
憲
法
の
保
障
の
章
条
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
そ
の
中
に
組
み
入
れ
て
い
た
か
。
ザ
ク
セ
ン
憲
法
の
場
合
、
ま
ず
、
憲
法
へ

　
　
の
忠
誠
の
宣
誓
、
第
二
は
憲
法
改
正
、
第
三
は
憲
法
訴
願
、
第
四
は
大
臣
責
任
訴
訟
を
規
定
し
、
そ
し
て
、
な
お
同
時
に
、
憲
法
の
明
文

説　
　
の
規
定
と
矛
盾
す
る
特
別
の
法
令
及
び
慣
行
は
憲
法
裁
判
所
が
違
憲
と
判
決
し
た
場
合
は
そ
の
趣
旨
に
従
っ
て
無
効
と
す
る
、
こ
と
を
規

論　
　
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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以
上
は
単
一
国
家
の
場
合
で
あ
る
が
、
連
邦
国
家
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
一
八
四
九
年
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ー
憲
法
の
場
合
に
お
い
て
も
、
第

，
説

　
　
七
章
「
憲
法
の
保
障
」
と
い
う
特
別
の
章
条
を
設
け
、
そ
の
中
で
は
、
同
様
に
、
憲
法
宣
誓
、
憲
法
改
正
、
次
ぎ
に
憲
法
訴
願
、
大
臣
責

論　
　
任
訴
訟
、
　
そ
れ
か
ら
帝
国
の
憲
法
争
議
裁
判
（
幻
①
8
旨
く
Φ
ほ
⇔
ω
ω
旨
σ
q
ω
ω
＃
①
凶
酔
凶
9
q
箒
側
側
）
一
こ
の
中
に
連
邦
と
支
邦
、
　
野
馳
と
支
邦
と

　
　
の
間
の
憲
法
争
議
が
入
る
一
の
裁
判
を
規
定
し
て
い
た
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
　
「
憲
法
の
保
障
」
と
い
う
一
章
を
設
け
、
そ
し
て
特
別
の
憲
法
裁
判
所
が
裁
判
に
よ
っ
て
憲
法
を
保
障
す
る
と
い
う
制

　
　
度
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
の
中
に
見
う
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
旧
プ
ロ
シ
ア
、
あ
る
い
は
旧
ド
イ
ツ
連
邦
帝
国
と
い
っ
た
保
守

　
　
的
憲
法
に
お
い
て
は
、
憲
法
の
保
障
を
裁
判
に
求
め
ず
、
む
し
ろ
君
主
の
顧
問
府
た
る
枢
密
院
、
あ
る
い
は
仲
裁
裁
判
と
い
っ
た
も
の
に

　
　
こ
れ
を
求
め
る
と
い
う
制
度
を
と
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
ま
た
、
旧
プ
ロ
シ
ア
、
あ
る
い
は
旧
ド
イ
ツ
連
邦
帝
国
で
は
「
憲
法
の
保
障
」
と

　
　
い
う
特
別
の
条
章
は
設
け
ず
、
　
「
憲
法
の
保
障
」
の
中
で
考
え
ら
れ
る
憲
法
宣
誓
、
憲
法
訴
願
、
大
臣
責
任
訴
訟
、
憲
法
争
議
裁
判
の
如

　
　
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
関
係
あ
る
条
文
の
間
に
織
り
こ
み
、
混
在
す
る
形
式
を
と
っ
て
い
た
。

　
　
　
要
す
る
に
、
ド
イ
ツ
の
立
憲
政
を
通
じ
て
、
こ
の
よ
う
な
制
度
が
顕
著
に
現
わ
れ
、
　
「
憲
法
の
保
障
」
と
い
う
一
の
章
条
を
設
け
、
あ

　
　
る
い
は
設
け
ず
と
も
、
そ
の
中
で
大
臣
責
任
、
あ
る
い
は
憲
法
争
議
と
い
っ
た
訴
訟
対
象
に
対
し
て
特
別
の
裁
判
制
度
を
確
立
し
、
そ
こ

　
　
に
憲
法
裁
判
の
観
念
が
樹
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
次
ぎ
に
、
お
よ
そ
憲
法
裁
判
と
は
何
か
、
が
当
然
問
題
と
な
る
が
、
　
こ
の
憲
法
裁
判
、
あ
る
い
は
憲
法
裁
判
権
（
＜
①
ほ
国
ω
ω
毒
ひ
Q
ω
ひ
q
雫

　
　
ユ
6
げ
房
9
碁
①
律
）
の
定
義
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
確
立
し
た
定
義
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
　
た
と
え
ば
、
H
・
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ

　
　
ば
、
国
事
裁
判
（
ω
富
里
ω
σ
q
臼
凶
。
耳
ω
げ
碧
犀
Φ
一
一
）
あ
る
い
は
憲
法
裁
判
（
＜
Φ
蹴
鋤
の
ω
き
σ
q
ω
σ
q
㊦
『
ざ
葺
。
・
σ
碧
吋
虫
樽
）
は
、
国
家
最
高
機
関
の
合

　
　
則
性
、
す
な
わ
ち
国
家
作
用
（
ω
一
p
D
鋤
叶
ω
h
口
臼
田
梓
凶
O
昌
）
の
合
則
性
（
閑
①
〇
三
ω
ヨ
似
臨
σ
Q
ズ
①
帥
酔
）
を
確
保
す
る
目
的
を
も
つ
、
法
的
ま
た
技
術
的

　
　
手
段
の
休
系
の
中
の
一
分
子
で
あ
っ
て
、
憲
法
の
下
位
に
位
す
る
法
律
が
、
上
位
に
位
す
る
憲
法
規
範
に
違
反
す
る
か
否
か
を
審
査
す
る
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祭、／

　
役
割
を
も
つ
も
の
で
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
国
家
作
用
の
合
感
性
の
監
督
的
、
物
的
擁
護
の
性
質
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
る
。

　
　
　
ケ
ル
ゼ
ソ
は
憲
法
裁
判
、
あ
る
い
は
憲
法
裁
判
権
に
つ
い
て
右
の
よ
う
に
定
義
し
、
そ
し
て
、
憲
法
裁
判
の
も
と
に
は
、
法
律
（
連
邦

　
法
律
を
含
む
）
及
び
憲
法
直
属
の
命
令
、
す
な
わ
ち
、
法
律
に
か
わ
る
命
令
の
違
憲
性
が
審
理
の
対
象
と
な
る
、
と
す
る
。

　
　
　
こ
れ
に
対
し
、
H
・
ト
リ
ー
ペ
ル
は
国
事
裁
判
、
よ
り
ょ
く
表
現
す
れ
ば
憲
法
裁
判
は
、
憲
法
に
関
す
る
争
議
の
た
め
の
、
従
っ
て
憲
法

　
　
の
保
護
の
た
め
の
裁
判
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
憲
法
は
形
式
的
意
義
で
は
な
く
実
質
的
意
義
に
解
せ
ら
れ
る
。
憲
法
裁
判
に
よ
っ

　
　
て
裁
判
せ
ら
る
べ
き
争
議
は
常
に
政
治
的
争
議
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ト
リ
ー
ペ
ル
に
よ
れ
ば
、
憲
法
裁
判
の
も
と
で
は
、
た
と
え
ば
、

　
ウ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
十
九
条
の
憲
法
争
議
裁
判
（
く
9
鼠
ω
ω
琶
σ
q
ω
ω
寓
〇
三
α
Q
評
①
津
。
コ
）
、
ま
た
そ
の
ほ
か
に
大
臣
責
任
訴
訟
、
そ
れ
か
ら
選

　
挙
審
査
訴
訟
が
憲
法
裁
判
の
内
容
に
含
ま
れ
る
、
と
す
る
。

　
　
　
そ
れ
か
ら
、
キ
ュ
ー
ン
（
O
・
函
ニ
ゴ
コ
）
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
　
実
証
国
家
法
は
憲
法
生
活
の
領
域
に
お
け
る
法
的
平
和
の
保
障
を
、
政

　
治
的
保
障
の
ほ
か
に
、
不
偏
独
立
な
裁
判
に
ま
か
せ
る
手
段
を
と
る
が
、
　
こ
の
よ
う
な
意
味
の
司
法
を
国
家
裁
判
（
Q
D
δ
員
。
↓
ω
冨
9
房
忌
－
・

　
8
σ
q
Φ
）
と
呼
ぶ
。
　
そ
し
て
、
国
家
裁
判
は
．
事
実
上
、
そ
の
対
象
目
的
手
続
が
全
く
独
立
な
特
徴
を
も
つ
多
数
の
司
法
制
度
か
ら
な
り
立

　
　
ち
、
す
な
わ
ち
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
十
九
条
並
び
に
各
支
邦
の
憲
法
が
規
定
す
る
憲
法
争
議
裁
判
と
、
こ
れ
と
関
連
し
て
選
挙
及
び
投

　
　
票
の
効
力
に
関
す
る
裁
判
、
例
え
ば
、
国
会
選
挙
、
国
民
表
決
、
国
家
機
関
の
地
位
の
得
喪
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
選
挙
争
訟
、
そ
れ
か
ら
憲

　
　
法
訴
願
（
＜
①
鳳
器
ω
ロ
コ
σ
q
ω
げ
㊦
ω
9
≦
①
【
像
①
）
、
大
臣
責
任
訴
訟
、
国
と
支
邦
と
の
間
の
争
議
裁
判
、
以
上
の
よ
う
な
も
の
が
国
家
裁
判
の

　
　
中
に
入
る
と
す
る
。

　
　
　
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
（
男
●
旨
①
≡
ω
9
。
冠
ヨ
）
も
ま
た
国
事
裁
判
（
o
D
血
煙
ω
σ
q
Φ
ユ
。
茸
ω
げ
藍
島
。
一
帯
）
の
定
義
を
与
え
、
　
彼
に
よ
れ
ば
、
元
来
、
国

説　
　
事
裁
判
と
行
政
裁
判
と
の
間
に
は
本
質
的
な
区
別
は
見
出
し
難
い
。
行
政
裁
判
は
、
行
政
権
担
当
者
が
憲
法
上
の
機
関
に
あ
ら
ざ
る
限
り

論　
　
に
お
い
て
行
政
を
対
象
に
も
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
国
事
裁
判
は
行
政
権
担
当
者
が
憲
法
上
の
機
関
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
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論説

行
政
を
対
象
に
も
つ
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
国
事
裁
判
と
行
政
裁
判
と
の
間
に
は
本
質
的
な
区
別
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
定
義
に
従
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
棚

ば
、
国
事
裁
判
の
対
象
は
一
、
法
律
の
、
あ
る
い
は
憲
法
上
の
国
家
機
関
の
行
為
の
、
違
憲
な
り
や
否
や
の
審
査
二
、
国
家
機
関
の
発
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

或
は
護
の
憲
法
違
反
な
り
や
否
や
の
釜
二
、
権
限
争
議
裁
判
に
お
け
る
が
如
き
聚
機
関
相
番
の
権
限
の
争
い
の
馨
と
な
る
。
圃

　
以
上
、
要
す
る
に
憲
法
裁
判
、
あ
る
い
は
国
事
裁
判
、
と
い
う
裁
判
の
対
象
、
内
容
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
解
す
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
9

る
も
の
に
よ
っ
て
、
ま
た
歴
史
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
も
こ
の
種
類
の
裁
判
に
対
し
て
、
或

は
裁
判
の
対
象
と
な
る
べ
き
法
（
憲
法
）
の
特
殊
性
の
側
か
ら
、
或
は
争
議
当
事
者
の
特
殊
性
の
側
か
ら
、
或
は
裁
判
所
の
構
成
や
手
続

の
特
殊
性
の
側
か
ら
、
概
念
的
統
一
を
求
め
ん
と
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
卑
見
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
憲
法
裁
判
と
い
う
場
合
に
憲
法
争
議
裁
判
と
い
う
も
の
が
そ
の
主
要
且
つ
本
質
的

な
内
容
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
裁
判
の
主
要
且
つ
本
質
的
内
容
を
構
成
す
る
も
の

は
、
憲
法
争
議
（
ぐ
Φ
蹴
。
。
の
ω
¢
鵠
σ
Q
ω
ω
＃
①
三
α
q
吋
2
酔
①
コ
）
に
関
す
る
裁
判
で
あ
る
。
斯
く
て
、
次
に
、
憲
法
争
議
裁
判
と
は
何
か
、
と
い
う
こ

と
が
憲
法
裁
判
に
お
い
て
は
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
　
し
か
る
場
合
、
憲
法
争
議
と
は
憲
法
の
適
用
、
　
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
生
起
す

る
、
国
家
機
関
、
こ
と
に
国
家
意
思
形
成
へ
参
加
国
を
認
め
ら
れ
た
重
要
な
国
家
機
関
と
国
家
機
関
と
の
間
の
争
い
で
あ
り
、
こ
の
よ
う

な
争
い
そ
の
も
の
に
つ
い
て
こ
れ
を
独
立
に
（
判
決
主
文
で
）
裁
判
す
る
の
が
憲
法
争
議
裁
判
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
、
こ
の
場
合
問
題
に
な
る
の
は
、
連
邦
国
家
で
な
い
、
単
一
国
家
に
つ
い
て
、
憲
法
争
議
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
い
う
こ

と
と
な
る
が
、
こ
れ
に
関
し
、
プ
ロ
シ
ア
の
予
算
争
議
を
め
ぐ
っ
て
、
ラ
ー
バ
ン
ド
が
定
義
を
行
っ
て
以
来
、
本
来
憲
法
争
議
と
は
憲
法

の
適
用
解
釈
を
め
ぐ
る
、
政
府
と
議
会
と
の
間
の
争
い
を
指
し
、
こ
れ
が
憲
法
裁
判
の
本
質
的
内
容
を
構
成
す
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

但
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
制
定
議
会
の
経
緯
を
み
て
も
、
憲
法
争
議
を
憲
法
の
適
用
解
釈
に
関
す
る
政
．
府
と
議

会
と
の
間
の
争
い
だ
け
に
限
定
す
べ
き
で
は
な
く
、
よ
り
広
範
囲
に
お
い
て
、
考
え
る
べ
し
と
の
解
釈
が
強
く
対
立
し
て
い
る
。



　
　
　
こ
の
対
立
し
た
解
釈
の
結
果
、
た
と
え
ば
議
会
の
少
数
に
対
し
、
あ
る
い
は
地
方
公
共
団
体
や
経
済
団
体
に
対
し
、
更
に
ま
た
選
挙
争

　
訟
裁
判
に
つ
い
て
は
個
人
に
対
し
て
も
、
憲
法
裁
判
の
訴
訟
当
事
者
能
力
を
認
む
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
が
生
ず
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て

　
個
入
あ
る
い
は
個
人
議
員
は
別
と
し
て
、
少
く
と
も
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
も
と
に
お
け
る
国
事
裁
判
所
は
、
そ
の
判
決
を
通
じ
て
、
憲

　
、
法
争
議
の
訴
訟
当
事
者
能
力
を
政
府
と
議
会
の
ほ
か
に
、
議
会
の
少
．
数
や
地
方
公
共
団
体
、
経
済
団
体
に
ま
で
威
嚇
す
る
に
至
っ
た
。
し

　
　
か
し
て
、
た
と
い
個
人
や
個
人
議
員
に
つ
い
て
訴
訟
当
事
者
能
力
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
者
に
お
い
て
も
、
個
人
や
個
人
議

　
員
が
、
国
家
の
機
関
で
あ
る
地
位
に
お
い
て
こ
れ
を
認
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
国
民
個
人
の
地
位
に
お
い
て
こ
れ
を
認
め
ん
と
す

　
　
る
の
で
は
な
い
。
斯
く
て
、
憲
法
裁
判
の
主
．
要
且
つ
本
質
的
内
容
を
構
成
す
る
憲
法
争
議
裁
判
と
は
要
す
る
に
、
国
家
意
思
の
形
成
に
参

　
加
権
を
認
め
ら
れ
た
重
要
な
国
家
機
関
と
国
家
機
関
と
の
間
の
、
憲
法
の
適
用
、
解
釈
を
め
ぐ
る
争
議
裁
判
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
こ
の

　
　
基
本
的
性
格
は
動
か
し
が
た
い
点
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
次
に
、
連
邦
国
家
に
お
け
る
司
法
的
憲
法
保
障
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
憲
法
争
議
裁
判
が
連
邦
国
家
の
場
合
ど
の
よ
う
な
姿
を
と
る
か
と

　
　
い
う
こ
と
は
、
連
邦
国
家
に
お
い
て
は
頗
る
重
大
な
意
味
を
も
ち
、
連
邦
国
家
に
お
け
る
司
法
的
憲
法
保
障
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
長
い
伝

　
　
統
の
中
に
生
き
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
国
家
に
お
け
る
憲
法
争
議
裁
判
は
連
邦
と
支
邦
、
あ
る
い
は
富
麗
と
支
邦
と

　
　
の
関
係
に
つ
い
て
、
連
邦
の
法
、
支
邦
の
法
が
上
位
の
憲
法
や
法
律
に
対
し
違
反
の
疑
い
あ
る
場
合
、
有
効
か
、
無
効
か
、
法
令
の
審
査
を

　
　
行
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
帰
す
る
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
法
令
の
審
査
を
、
国
事
裁
判
所
、
あ
る
い
は
憲
法
裁
判
所
が
行
う
と
い
う

　
　
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
場
合
、
第
十
九
条
は
支
邦
内
の
憲
法
争
議
に
つ
い
て
の
み
、
支
邦
に
憲
法
裁
判
所
が
な
い
場
合
に
、
連
邦
の
国
事

説　
　
裁
判
所
が
裁
判
す
る
と
い
う
規
定
を
設
け
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
支
弁
内
の
憲
法
争
議
の
規
定
を
め
ぐ
っ
て
解
釈
が
わ
か
れ
、
支
邦
内

論　
　
の
憲
法
争
議
が
連
邦
の
憲
法
又
は
法
律
に
根
源
を
も
つ
と
き
は
、
そ
の
場
合
も
憲
法
争
議
裁
判
が
認
め
ら
る
べ
き
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
連
邦
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の
国
事
裁
判
所
は
連
邦
内
の
憲
法
争
議
に
つ
い
て
も
裁
判
権
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
の
解
釈
が
強
く
支
配
し
、
そ
の
結
果
、
つ
い
に
は
一

九
二
六
年
、
と
き
の
内
務
大
臣
キ
ュ
ル
ツ
U
困
・
国
鼠
N
の
連
邦
憲
法
改
正
案
が
生
れ
た
。
　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ワ
イ
マ
；
ル
憲
法
第
十
九

　
　
ヘ
　
　
　
へ

条
の
支
欄
内
の
憲
法
争
議
を
連
邦
国
内
の
憲
法
争
議
と
改
め
、
こ
の
連
邦
国
内
の
憲
法
争
議
に
つ
い
て
国
事
裁
判
所
が
裁
判
す
る
こ
と
と

な
っ
て
お
り
、
こ
の
案
は
実
現
さ
れ
ず
に
終
っ
た
。
し
か
し
、
注
目
す
べ
き
は
、
右
の
改
正
案
と
結
び
つ
い
た
キ
ュ
ル
ツ
の
「
違
憲
法
律

の
審
査
法
案
」
で
あ
る
。
本
草
案
の
第
一
は
、
連
邦
の
法
令
が
憲
法
違
反
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
国
議
会
、
国
参
議
院
、
国
政
府
が
連

邦
国
事
裁
判
所
に
提
訴
し
て
、
法
令
が
違
憲
か
否
か
を
審
査
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
第
二
は
、
裁
判
所
も
ま
た
、
法
令
が
憲
法

違
反
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
、
連
邦
国
事
裁
判
所
に
訴
え
て
そ
の
違
憲
な
り
や
否
や
に
関
し
て
判
断
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な

っ
て
い
た
。
こ
の
法
令
の
違
憲
な
り
や
否
や
を
憲
法
裁
判
所
に
出
訴
の
能
力
は
、
一
九
二
〇
年
オ
…
ス
ト
リ
や
憲
法
の
場
合
と
同
様
に
、

国
議
会
、
国
参
議
院
、
国
政
府
と
、
そ
れ
か
ら
裁
判
所
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
国
民
個
人
が
、
裁
判
所
を
通
じ
て
間
接
な
ら
ば

と
も
か
く
、
直
接
提
訴
す
る
と
い
う
制
度
は
、
こ
の
場
合
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
な
お
、
キ
ュ
ル
ツ
草
案
の
特
色
と
し
て
、
第
七
条

は
、
法
律
や
命
令
は
、
そ
の
公
布
κ
先
だ
っ
て
、
憲
法
裁
判
所
に
、
そ
の
違
憲
な
り
や
否
や
の
判
定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な

っ
て
お
り
、
憲
法
解
釈
に
関
す
る
鑑
定
者
と
し
て
の
憲
法
裁
判
の
機
能
が
認
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
現
行
憲
法
の
フ
ラ
ン
ス
の
憲

法
委
員
会
が
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
機
能
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
斯
く
て
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
十
九
条
の
規
定
し
た
支
邦
舞
の
憲
法
争
議
を
連
邦
内
の
憲
法
争
議
に
ま
で
払
丸
し
、
そ
し
て
、
連
邦
国

基
本
法
を
憲
法
裁
判
所
に
守
ら
せ
、
こ
れ
に
公
定
的
な
解
釈
を
下
さ
し
め
る
ボ
ン
共
和
国
憲
法
の
憲
法
裁
判
に
関
す
る
構
想
は
、
キ
ュ
ル

ツ
草
案
の
中
に
端
を
発
し
て
い
る
事
実
が
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
歴
史
発
展
の
跡
を
辿
っ
て
み
れ
ば
、
憲
法
裁
判
の
主
要
且
つ
本
質
的
内
容
を
構
成
す
る
も
の
は
、
憲
法
争
議
裁
判
で
あ

る
。
そ
し
て
憲
法
争
議
裁
判
と
い
う
の
は
、
憲
法
上
の
重
要
な
国
家
翼
果
と
国
家
機
関
と
の
間
の
、
憲
法
の
適
用
、
解
釈
に
関
す
る
争
議
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の
裁
判
を
指
す
の
で
あ
る
。

　
　
か
く
て
現
行
ド
イ
ソ
基
本
法
（
O
歪
巳
σ
q
①
ω
Φ
霞
）
に
お
け
る
憲
法
裁
判
所
の
職
務
権
限
に
関
し
、
基
本
法
及
び
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
の

　
規
定
に
よ
れ
ば
、

　
　
ま
ず
第
一
は
、
権
利
濫
用
に
よ
る
基
本
権
の
剥
奪
、
基
本
法
第
十
八
条
に
よ
れ
ば
、
同
条
特
定
の
自
由
権
は
こ
れ
が
濫
用
さ
れ
た
場
合
、

　
個
人
か
ら
剥
奪
さ
れ
得
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
基
本
権
の
剥
奪
に
関
す
る
裁
判
権
。
第
二
は
政
党
の
逢
憲
性
の
判
定
　
す
な
わ

　
ち
、
特
定
の
政
党
の
違
憲
性
に
つ
い
て
判
定
す
る
の
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
で
あ
る
。
第
三
は
、
選
挙
争
訟
に
つ
い
て
裁
判
す
る
こ
と
。
第

　
四
は
、
連
邦
大
統
領
に
対
す
る
、
あ
る
い
は
、
連
邦
又
は
支
邦
の
裁
判
官
に
対
す
る
弾
劾
裁
判
　
こ
れ
ら
は
憲
法
裁
判
所
が
裁
判
す
る
こ

　
と
と
な
っ
て
お
り
、
歴
史
の
中
で
、
憲
法
裁
判
所
が
選
挙
争
訟
や
弾
劾
裁
判
を
行
っ
て
き
た
事
実
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
第
五
に
重
要
な
権
限
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
が
、
基
本
法
第
九
十
三
条
を
め
ぐ
る
、
憲
法
争
議
裁
判
で
あ
る
。
こ
れ
に
含
ま
れ
る

　
も
の
の
う
ち
、
一
は
、
基
本
法
の
解
釈
で
あ
り
、
最
高
級
の
連
邦
機
関
の
権
利
議
務
の
範
囲
、
ま
た
は
基
本
法
も
し
く
は
最
上
級
の
連
邦

　
機
関
に
関
す
る
職
務
規
程
に
よ
っ
て
、
独
自
の
権
利
義
務
を
与
え
ら
れ
て
い
る
関
係
機
関
の
権
利
義
務
の
範
囲
に
関
す
る
争
い
を
原
因
と

　
す
る
裁
判
、
つ
ま
り
、
権
限
争
議
裁
判
で
あ
る
。
次
ぎ
に
、
二
は
、
基
本
法
と
連
邦
ま
た
は
支
寺
法
と
の
形
式
的
、
実
質
的
適
合
性
、
そ

　
　
の
他
連
邦
法
と
支
署
法
と
の
適
合
性
に
つ
い
て
、
異
議
ま
た
は
疑
義
が
あ
っ
た
場
合
に
、
連
邦
政
府
、
支
署
政
府
、
ま
た
は
、
連
邦
議

　
会
議
員
三
分
の
一
の
訴
え
に
基
い
て
法
令
審
査
を
行
う
。
こ
れ
が
憲
法
争
議
裁
判
所
と
し
て
の
憲
法
裁
判
所
の
大
き
な
機
能
と
な
っ
て
い

　
　
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
は
、
憲
法
に
法
令
が
適
合
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
の
審
査
に
あ
た
っ
て
も
、
そ
の
訴
訟
当
事
者
は
、
連
邦
政

　
　
府
、
支
邦
政
府
、
及
び
連
邦
議
会
の
議
員
の
三
分
の
一
と
い
う
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
な
お
後
述
の
通
り
、
裁
判
所
が
こ
れ
に
加
わ
る

説　
　
が
、
こ
れ
は
オ
ー
ス
ト
リ
や
憲
法
裁
判
所
の
場
合
も
全
く
同
様
で
あ
り
、
こ
こ
に
機
関
争
議
又
は
憲
法
解
釈
の
鑑
定
と
い
う
観
念
が
強
く

論　
　
出
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
、
三
は
、
連
邦
と
支
邦
と
の
権
利
義
務
に
つ
い
て
異
議
の
あ
る
場
合
、
と
く
に
白
軍
に
よ
る
連
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邦
法
の
実
施
あ
る
い
は
、
連
邦
の
讐
権
行
使
の
場
A
．
の
裁
判
、
こ
れ
は
、
連
邦
と
支
邦
と
の
関
係
の
問
題
で
あ
り
、
最
後
に
、
四
は
、
連
9
8
．

邦
と
支
邦
あ
る
い
は
支
邦
と
飯
頭
と
の
間
、
ま
た
は
支
益
子
の
公
法
上
の
争
に
お
い
て
、
他
の
争
訟
の
途
の
存
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
　
M

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
8

憲
法
裁
判
所
が
裁
判
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
争
議
裁
判
の
内
容
と
し
て
以
上
四
の
場
合
が
現
わ
れ
、
憲
法
裁
判
q

所
が
こ
れ
ら
の
場
A
・
の
法
令
の
馨
を
行
な
う
権
限
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
は
、
晶
削
述
の
通
り
、
国
家
の
最
上
級
の
、
い
酬

わ
ば
国
家
意
思
形
成
に
参
加
権
を
認
め
ら
れ
た
重
要
な
国
家
機
関
と
国
家
機
関
と
の
間
の
、
憲
法
の
適
用
、
解
釈
に
関
す
る
争
い
そ
の
も
の

に
つ
い
て
、
こ
れ
を
独
立
に
裁
判
す
る
の
が
主
要
且
つ
本
質
的
な
憲
法
裁
判
の
機
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
動
い
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
墓
本
法
に
よ
れ
ば
、
法
令
が
違
憲
か
否
か
に
つ
い
て
は
裁
判
所
も
ま
た
憲
法
裁
判
所
に
判
定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
。
裁
判
所
は
自
ら
あ
る
法
律
が
違
憲
と
認
め
る
場
合
は
、
訴
訟
手
続
き
を
中
止
し
て
、
上
級
の
裁
判
所
を
経
由
し
て
、
そ
の

違
憲
な
り
や
否
や
に
つ
い
て
憲
法
裁
判
所
に
裁
定
を
求
め
る
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
法
律
を
合
憲
と
考
え
る
場
合
は
問
題
は
生
じ
な
い
が
、

違
憲
と
判
定
す
る
権
限
は
裁
判
所
に
は
な
く
、
裁
判
所
は
こ
の
よ
う
な
場
A
口
、
憲
法
裁
判
所
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に

裁
判
所
が
訴
え
る
場
合
は
、
個
人
も
間
接
的
に
は
法
律
の
効
力
の
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
結
果
と
な
る
が
、
た
だ
し
、
ζ

れ
は
普
通
裁
判
所
と
い
う
国
家
機
関
を
媒
介
と
し
て
の
み
、
と
い
う
こ
と
と
な
る
。

　
以
上
、
要
す
る
に
、
違
憲
法
律
の
審
査
に
つ
い
て
、
憲
法
裁
判
所
に
直
接
出
訴
す
る
機
能
を
認
め
ら
れ
た
も
の
は
連
邦
政
府
、
支
邦
政
，

府
、
連
邦
議
会
議
員
の
三
分
の
一
の
ほ
か
に
裁
判
所
に
限
ら
れ
る
と
い
う
伝
統
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
具
体
的
事
件
に
お
い
て
個
人

が
法
令
の
違
憲
審
査
を
求
め
て
直
接
、
裁
判
所
に
訴
え
る
と
い
う
制
度
と
は
甚
だ
し
く
異
っ
て
い
る
。

　
最
後
に
、
し
か
し
な
が
ら
、
憲
法
訴
願
に
つ
い
て
一
べ
つ
す
る
こ
と
と
す
る
。
憲
法
裁
判
所
は
、
基
木
隠
あ
る
い
は
憲
法
裁
判
所
法
に
よ

っ
て
、
以
上
の
ほ
か
、
国
際
条
約
に
つ
い
て
も
そ
の
違
憲
性
の
問
題
を
裁
判
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
他
若
干
の
権
限
が
認
め
ら

れ
て
い
る
が
、
別
に
基
本
法
第
九
十
三
条
二
項
に
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
連
邦
法
律
で
指
示
さ
れ
る
そ
の
他
の
場
合
に
活
動
す
る
と
い
う



　
規
定
が
あ
り
、
憲
法
裁
判
所
は
連
邦
法
律
に
よ
り
そ
の
権
限
を
増
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
た
て
前
に
な
っ
て
い
る
が
、
　
こ
の
よ
う
な

　
連
邦
法
律
で
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
唯
一
の
も
の
が
憲
法
訴
願
の
制
度
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
．
ハ
に
お
い
て
は
、
憲
法

　
争
議
裁
判
の
一
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
法
令
が
違
憲
か
否
か
に
つ
い
て
憲
法
裁
判
所
が
裁
判
す
る
が
、
そ
の
場
合
の
出
訴
権
者
は
連
邦
政

　
府
と
交
邦
政
府
と
連
邦
議
会
の
議
員
の
三
分
の
一
と
、
そ
れ
か
ら
、
先
決
問
題
と
し
て
憲
法
裁
判
所
自
身
、
最
後
に
裁
判
所
に
限
ら
れ
て

　
い
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
歴
史
的
に
見
て
、
現
在
の
西
ド
イ
ツ
憲
法
裁
判
所
は
最
終
的
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
制
度
に
近
い

　
も
の
に
発
展
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
個
人
の
基
本
権
の
救
済
を
め
ぐ
っ
て
、
個
入
か
ら
直
接
法
令
審
査
が
求
め
ら
れ
得
る
と
い
う
こ
と

　
に
か
か
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
憲
法
訴
願
（
＜
9
♂
ω
ω
慧
σ
Q
q
。
σ
①
8
ゴ
≦
①
a
①
）
の
制
度
は
少
な
く
と
も
ド
ィ
ッ
の
憲
法
裁
判
で
は
画
期
的
な

　
も
の
と
思
わ
れ
る
。
お
よ
そ
、
憲
法
訴
願
と
い
う
制
度
そ
れ
自
身
が
歴
史
の
中
で
は
多
様
性
を
も
っ
て
現
わ
れ
て
は
い
る
が
、
連
邦
憲
法

　
裁
判
所
は
憲
法
訴
願
の
裁
決
権
を
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
国
民
は
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
基
本
権
が
最
高
権
力
、
す
な
わ
ち
立
法
権
、

　
行
政
権
、
司
法
権
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
場
合
は
、
審
級
を
つ
く
し
た
あ
と
で
、
憲
法
裁
判
所
に
出
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
審

　
級
を
つ
く
し
た
あ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
最
上
級
審
の
裁
判
所
の
判
決
の
確
定
の
あ
と
で
、
国
民
が
自
分
の
基
本
権
を
侵
害
さ
れ

　
た
と
考
え
る
場
合
は
、
さ
ら
に
憲
法
裁
判
所
に
出
訴
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
立
法
の
過
程
で
も
、

　
　
こ
れ
は
最
高
裁
判
所
や
上
級
裁
判
所
の
、
そ
の
ま
た
上
級
審
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
し
て
激
し
い
争
い
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ

　
　
る
が
、
し
か
し
、
通
常
裁
判
と
憲
法
裁
判
と
い
う
の
は
馬
基
本
権
保
護
の
容
態
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
、
憲
法
裁
判
所
は

　
通
常
裁
判
所
の
上
級
・
審
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
た
て
前
で
、
こ
の
よ
う
な
制
度
が
認
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
こ
の
よ
う
な
憲
法
訴
願
の
制
度
を
と
り
入
れ
て
い
る
の
・
は
ド
イ
ツ
の
憲
法
裁
判
と
し
て
は
画
期
的
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
点
を
め
ぐ

説　
　
り
、
濫
訴
の
心
配
も
あ
り
、
制
度
そ
れ
自
身
に
つ
い
て
も
研
究
の
余
地
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
憲
法
訴
願
の
制
度
は
活

論　
　
用
さ
れ
、
法
の
下
の
平
等
そ
の
他
、
基
本
法
第
一
条
乃
至
第
十
三
条
の
基
本
権
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
強
く
機
能
し
て
い
る
と
い
う
顕
著
な
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事
実
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

説　
　
以
上
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
就
中
ド
イ
ツ
に
お
け
る
憲
法
裁
判
が
い
か
な
る
意
味
を
も
ち
、
憲
法
裁
判
所
が
い
か
な
る
機
能
を
発
揮
し
て
い

論　
　
る
か
と
い
う
点
を
歴
史
的
に
辿
っ
て
み
た
が
、
要
す
る
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
憲
法
裁
判
と
い
う
も
の
は
、
歴
史
上
、
以
上
の
よ
う

　
　
な
複
雑
な
構
成
内
容
を
も
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
来
、
憲
法
争
議
裁
判
と
い
う
も
の
を
申
心
に
、
こ
れ
を
支
柱
と
し
て
発
展
し

　
　
て
い
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
本
来
の
憲
法
裁
判
は
国
家
意
思
の
形
成
に
参
加
権
を
認
め
ら
れ
た
重
要
な
国
家
機
関
と
国
家
機
関
の
問

　
　
の
、
憲
法
の
適
用
、
解
釈
に
関
す
る
独
立
の
裁
判
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
公
定
解
釈
を
行
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
も

　
　
ち
ろ
ん
、
判
決
は
一
般
的
効
力
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
憲
法
裁
判
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
も
あ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
憲
法
裁
判
の
制
度
に
よ
っ
て
、
国
家
機
関
の
権
限
や
国
民
の
基
本
権
が
そ
の
判
決
を
通
し
て
保

　
障
さ
れ
て
い
る
現
状
で
あ
る
。
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