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は
じ
め
に

裁
判
を
受
け
る
権
利
が
、
日
本
国
憲
法
上
、｢

国
民
の
権
利｣

と
し
て
保
障
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
憲
法
三
二
条
の

存
在
か
ら
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
ど
れ
ほ
ど
の
意
義
を
認
め
ら
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
の

裁
判
を
受
け
る
権
利
の
扱
い
は
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
保
障
内
容
は
権
利
を
基
礎
づ
け
る
実
体
法
や
訴
訟
手
続
・
裁
判
所
組
織
を
整

備
す
る
法
律
が
な
け
れ
ば
空
に
等
し
い
と
い
う
事
情
を
反
映
し
て
か
、
非
常
に
軽
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

最
も
基
礎
的
な
訴
訟
手
続
・
裁
判
所
組
織
を
法
律
に
よ
り
形
成
す
る
と
い
う
要
請
が
一
旦
満
た
さ
れ
れ
ば
、
そ
こ
で
裁
判
を
受
け
る
権

利
が
果
た
す
べ
き
憲
法
上
の
役
割
は
終
わ
っ
た
か
の
よ
う
に
、
さ
ら
な
る
具
体
的
な
訴
訟
手
続
や
裁
判
所
組
織
の
形
成
は
あ
げ
て
立
法

政
策
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
の
が
常
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
日
本
国
憲
法
が
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
真
剣
に
受
け
取
る
な
ら
ば
、
裁
判
を
受
け
る
権
利

が
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
再
考
し
、
そ
の
存
在
意
義
を
発
揮
し
う
る
よ
う
な
理
論
構
成
が
検
討
さ
れ
て
然
る
べ
き
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

か
か
る
試
み
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
実
効
的
権
利
保
護
の
保
障
を
提
唱
す
る
論
者
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
裁
判
を
受

け
る
権
利
が
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
想
定
し
て
い
る
保
障
内
容

(
実
効
的
権
利
保
護
を
含
む)

を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
裁
判
を
受
け

る
権
利
と
、
内
容
形
成
あ
る
い
は
制
限
を
行
う
法
律
と
の
関
係
の
解
明
が
前
提
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
は
、
そ
の
内
容
を
形
づ
く
る
法
律
を
必
要
と
す
る
権
利
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
律
に
対

抗
し
て
憲
法
的
保
障
の
及
ぶ
内
容
を
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
そ
の
解
明
作
業
は
、
明
示
的
に
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
の
目
的
の
一
つ
は
、
こ
の
問
い
へ
の
解
答
を
な
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
基
本
権
論
を

参
照
す
る
。
と
い
う
の
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
一
つ
の
潮
流
を
な
し
て
い
る
基
本
権
の
内
容
形
成
論
は
、
上
記
の
問
い
を
顕
在
化
さ
せ

て
議
論
を
展
開
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
一
定
の
重
要
な
蓄
積
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

憲
法
上
の
権
利
と
し
て
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
保
障
内
容
の
次
に
は
、
そ
の
審
査
枠
組
み
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で

は
、
近
年
、
日
本
に
お
い
て
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る

(

１)

、
ド
イ
ツ
由
来
の
三
段
階
審
査
を
審
査
枠
組
み
の
基
礎
と
す
る
。
三
段
階
審

査
で
は
、
①
法
律
が
基
本
権
の
保
護
す
る
領
域
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
②
関
わ
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
そ
の
法
律
は
基
本
権
へ

の
介
入
に
な
る
の
か
、
③
介
入
が
あ
る
場
合
、
正
当
化
で
き
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
審
査
を
経
て
法
律
の
憲
法
適
合
性
を
判
断
す
る
。

こ
の
枠
組
み
を
用
い
る
に
は
、
憲
法
上

｢
原
形｣

を
観
念
し
う
る
こ
と
が
前
提
と
な
る

(

２)

。
そ
の
た
め
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
よ
う
に

法
律
に
よ
る
具
体
化
を
待
た
な
け
れ
ば

｢

原
形｣
を
観
念
し
え
な
い
権
利
の
場
合
、
三
段
階
審
査
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
使
う
こ
と
は
で

き
な
い
。
ゆ
え
に
、
新
た
な
審
査
枠
組
み
の
構
築
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
法
律
に
よ
る
具
体
化
を
必
要
と
す
る
権
利
の
審
査
枠
組
み
は
、
日
本
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と

(

３)

、
比
較
的
研
究
が
進

ん
で
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
に
お
い
て
さ
え
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。｢

規
範
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
基
本
権
が
備
え
る
構
成
要

件
の
通
常
法
律
に
よ
る
内
容
形
成
と
い
う
問
題
に
、
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク

(

４)

の
上
で
、
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
問
い
は
、

こ
れ
ま
で
総
じ
て
一
般
的
に
は
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
個
別
の
基
本
権
の
場
合
の
そ
の
問
題
に
関
す
る
論
争
に
つ
い
て
は
、
ま
す
ま
す

そ
う
で
あ
っ
た
。
よ
う
や
く
最
近
、
こ
の
問
い
の
複
雑
さ
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た｣ (

５)

と
い
う
状
況
に
、
未
だ
に
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
は
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
確
た
る
審
査
枠
組
み
の
構
築
に
ま
で
は
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く

と
も
そ
の
構
築
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
方
向
性
を
目
指
す
べ
き
か
と
い
う
点
は
明
ら
か
に
し
た
い
。

裁判を受ける権利の憲法的保障 (平良小百合)49



こ
こ
で
、
ド
イ
ツ
の
議
論
と
の
比
較
に
お
け
る
留
意
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
。

ま
ず
、
用
語
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
基
本
権
論
で
は
、
一
般
に
、｢

裁
判
を
受
け
る
権
利｣

と
い
う
日
本
語
に
そ
の
ま
ま
対

応
す
る
言
回
し
は
な
さ
れ
な
い
。
そ
の
代
り
に
、｢

出
訴
の
途
の
保
障

(�����������������)｣

と
い
う
語
が
、
そ
れ
と
同
じ
意
味

を
表
わ
す
。
出
訴
の
途
は
、
常
に
、
裁
判
所
へ
の
途
を
意
味
し
、� ��������������������

と
い
う
語
も
互
換
的
に
用
い
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
出
訴
の
途
は
、
裁
判
所
に
よ
る
権
利
保
護
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
権
利
保
護
保
障

(��������������������)

お

よ
び
裁
判
所
に
よ
る
保
護
の
保
障

(����������������������)
と
い
う
語
も
す
べ
て
同
義
で
用
い
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
日
本
国
憲

法
に
関
し
て
論
及
す
る
際
に
は
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
い
う
言
葉
を
用
い
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
に
関
し
て
論
及
す
る
際
に

は
、
出
訴
の
途
の
保
障
お
よ
び
こ
こ
に
挙
げ
た
同
義
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
。

次
に
、
規
定
の
保
護
領
域
に
つ
い
て
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
三
二
条
は
、
民
事
・
行
政
・
刑
事
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
保
障
を
一
手

に
引
き
受
け
て
い
る
と
一
般
的
に
は
解
さ
れ
て
い
る

(

６)

。
こ
れ
に
対
し
、
基
本
法
一
九
条
四
項
一
文
は
、｢

何
人
も
、
公
権
力
に
よ
っ
て

自
己
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
き
は
、
出
訴
の
途
が
開
か
れ
て
い
る｣

と
し
て
行
政
裁
判
に
お
け
る
出
訴
の
途
の
保
障
を
定
め
て
い
る
。

民
事
・
刑
事
裁
判
に
お
け
る
出
訴
の
途
の
保
障
に
関
し
て
は
、
規
定
が
存
在
し
な
い

(

７)

。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
条
四
項
と
関
連
づ
け
て

論
じ
ら
れ
て
い
る
実
効
的
権
利
保
護
を
め
ぐ
る
議
論
を
、
憲
法
三
二
条
の
解
釈
に
際
し
て
参
照
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
出
訴
の
途
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
た
め
の
最
低
限
の
要
請
は
、
事
件
の
種
別
を
問
わ
ず
裁
判
全
般
に
あ
て
は
ま
る

か
ら
で
あ
る
。
通
常
、
一
九
条
四
項
の
保
障
内
容
と
し
て
語
ら
れ
、
行
政
裁
判
に
特
化
し
て
、
よ
り
保
障
の
程
度
を
強
化
す
る

｢

実
効

的
権
利
保
護
保
障
は
、
法
治
国
家
の
本
質
的
構
成
要
素
で
あ
り
、
基
本
法
は
、
裁
判
所
で
の
権
利
保
護
を
一
九
条
四
項
だ
け
で
な
く
、

一
般
的
司
法
付
与
要
請
の
枠
内
で
も
保
障
し
て
い
る｣ (

８)

と
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
実
効
的
権
利
保
護
は
、
一
般
的
司
法
付
与
要
請

の
充
足
が
問
題
と
な
る
民
事
裁
判
に
も
妥
当
し
う
る
基
礎
的
な
内
容
を
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
、
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日
本
国
憲
法
上
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
検
討
す
る
際
に
も
、
ド
イ
ツ
の
実
効
的
権
利
保
護
に
関
す
る
議
論
を
参
照
す
る
こ
と

が
で
き
る

(
９)

。

以
下
、
本
稿
は
、
次
の
よ
う
な
構
成
を
と
る
。
最
初
に
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
日
本
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
議

論
が
な
さ
れ
て
き
た
の
か
を
概
観
し
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
十
分
に
存
在
意
義
を
発
揮
す
る
た
め
に
未
だ
検

討
が
不
足
し
て
い
る
点
を
指
摘
す
る

(

第
一
章)

。
次
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
出
訴
の
途
の
保
障
内
容
を
、
学
説
を
中
心
に
み
て
い
く
。

出
訴
の
途
の
保
障
の
基
本
権
と
し
て
の
性
質
を
確
認
し
た
上
で
、
内
容
形
成
が
必
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
か
に
し
て
憲
法
上

の
保
障
が
出
訴
の
途
に
及
ぼ
さ
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る

(

第
二
章)

。
最
後
に
、
出
訴
の
途
の
保
障
内
容
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か

ど
う
か
を
ど
の
よ
う
な
枠
組
み
で
審
査
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を
概
観
・
分
析
し
た
上
で
、
学
説
の

見
解
も
あ
わ
せ
て
検
証
し
、
と
る
べ
き
方
向
性
を
示
し
た
い

(

第
三
章)

。

注(

１)

た
と
え
ば
、
渡
辺
康
行

｢

憲
法
訴
訟
の
現
状

『
ピ
ア
ノ
判
決』

と

『

暴
走
族
判
決』

を
素
材
と
し
て

｣

法
政
研
究
七
六
巻
一
・
二
号

(

二
〇
〇
九
年)

三
三
頁
以
下
。

(

２)

小
山
剛

『｢

憲
法
上
の
権
利｣

の
作
法』

(

尚
学
社
・
二
〇
〇
九
年)

四
頁
。

(

３)

こ
の
問
題
を
扱
っ
た
最
新
の
研
究
と
し
て
渡
辺
康
行

｢

立
法
者
に
よ
る
制
度
形
成
と
そ
の
限
界

選
挙
制
度
、
国
家
賠
償
・
刑
事
補
償
制
度
、

裁
判
制
度
を
例
と
し
て

｣

法
政
研
究
七
六
巻
三
号

(

二
〇
〇
九
年)
一
頁
以
下
。

(

４)

ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
概
念
に
つ
い
て
、
参
照
、
松
本
和
彦

『

基
本
権
保
障
の
憲
法
理
論』

(

大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年)

二
頁
注
一
。
本

稿
も
こ
れ
に
倣
っ
て
、｢

ド
グ
マ
と
は

『

暫
定
的
・
仮
説
的
性
質
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い』

も
の
の
、
一
応
の
説
得
力
が
あ
る
が
ゆ
え
に
一
般
に
受
け

入
れ
可
能
な
命
題
や
概
念｣

を
指
し
、
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
は
、｢

そ
の
よ
う
な
ド
グ
マ
を
用
い
た
法
の
解
釈
・
適
用
の
手
法
を
意
味
す
る
も
の
と
し

て
用
い
る｣

。
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(

５)���������������������������������
§
98����

2����
2�����

2008���287�
(

６)

た
と
え
ば
、
芦
部
信
喜

『

憲
法

[

第
四
版]』

(

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年)

二
四
三
頁
。

(
７)

も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
で
も
、｢

基
本
法
に
は
、
私
法
の
領
域
に
つ
い
て
一
九
条
四
項
に
相
当
す
る
規
定
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
法
治
国
家
原

理
か
ら
、
私
法
の
領
域
の
た
め
に
も
十
分
な
権
利
保
護
シ
ス
テ
ム
を
準
備
す
る
国
家
の
義
務
が
生
じ
る
。
そ
の
義
務
は
、
…
…
司
法
付
与
請
求
権
へ

と
至
る｣

(�������������������������Ⅰ����������
・�����������������

・�����������������
5�������

2007���216�
���35�)

と
さ
れ
る
。
民
事
・
刑
事
裁
判
に
お
け
る
手
続
保
障
に
つ
い
て
、��������������������������������������������

(�����)�������������� ���������������������������������������
8�������

2007�����20���478�������91���
(

８)�������
107�

395
(401)�

邦
語
に
よ
る
紹
介
と
し
て
、
玉
蟲
由
樹

｢

法
的
審
問
請
求
権
侵
害
に
関
す
る
専
門
裁
判
所
の
権
利
保
護｣

ド
イ

ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編

『

ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅲ』

(

信
山
社
、
二
〇
〇
八
年)

四
九
六
頁
以
下
。

(

９)

参
照
、
笹
田
栄
司

『
司
法
の
変
容
と
憲
法』

(

有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年)

二
二
七
頁
注
九
五

[

初
出
は
二
〇
〇
二
年]

。

第
一
章

日
本
に
お
け
る

｢

裁
判
を
受
け
る
権
利｣

第
一
節

基
本
的
理
解

１

保
障
対
象

(

１)

日
本
国
憲
法
上
の
裁
判
を
受
け
る
権
利

日
本
国
憲
法
に
お
い
て
は
、
三
二
条
が

｢

何
人
も
、
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
奪
は
れ
な
い｣

と
規
定
す
る
。
裁
判

を
受
け
る
権
利
の
保
障
に
は
、
出
訴
保
障
に
加
え
、
組
織
保
障
、
手
続
保
障
、
救
済
保
障
が
含
ま
れ
る

(�)
。

そ
の
う
ち
最
も
中
心
的
な
規
定
は
、
出
訴
保
障
で
あ
る
。
こ
こ
で
出
訴
保
障
と
い
う
場
合
に
は
、
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と

そ
れ
自
体
の
保
障
の
み
な
ら
ず
、
本
案
判
決
を
受
け
る
こ
と
の
保
障
ま
で
を
も
意
味
す
る
。
通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
、｢

裁
判
を
受
け
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る
権
利
を
奪
は
れ
な
い｣

と
は
、｢

民
事
事
件
と
行
政
事
件
に
お
い
て
は
、
自
己
の
権
利
ま
た
は
利
益
が
不
法
に
侵
害
さ
れ
た
と
き
、

裁
判
所
に
対
し
て
損
害
の
救
済
を
求
め
る
権
利
、
す
な
わ
ち
裁
判
請
求
権
ま
た
は
訴
権
が
保
障
さ
れ
る
こ
と｣

を
意
味
し
、｢

刑
事
事

件
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
の
裁
判
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な
い
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
こ
と｣ (�)

を
意
味
す
る
。

具
体
的
に
は
、
司
法
権
の
限
界
、
訴
訟
要
件
、
訴
訟
形
式
、
訴
訟
費
用
な
ど
が
出
訴
保
障
に
関
す
る
問
題
と
な
る
。
ま
た
、
組
織
保

障
に
関
し
て
は
、｢
法
律
上
の
裁
判
官｣

の
保
障
、
審
級
制
度
、
裁
判
員
制
度
な
ど
が
、
手
続
保
障
に
関
し
て
は
、
公
開
・
対
審
に
よ

る
判
決

(

憲
法
八
二
条
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て)

、
法
的
聴
聞
請
求
権
、
情
報
提
供
義
務
な
ど
が
、
そ
し
て
、
救
済
保
障
に
関
し
て
は
、

仮
の
権
利
保
護
、
適
時
審
判
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
問
題
と
な
る
。

な
お
、
ド
イ
ツ
基
本
法
と
の
比
較
検
討
に
際
し
て
注
意
を
要
す
る
の
が
、
基
本
法
一
九
条
四
項
に
い
う
出
訴
の
途
の
保
障
と
、
日
本

国
憲
法
上
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
保
障
の
一
局
面
と
し
て
の
出
訴
保
障
と
の
関
係
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
言
葉
を
用
い
る
の
で
紛
ら

わ
し
い
が
、
一
九
条
四
項
の
出
訴
の
途
の
保
障
は
、
日
本
で
い
う
出
訴
保
障
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
先
述
し
た
四
つ
の
保
障

局
面
を
観
念
し
う
る
広
い
概
念
で
あ
る
。
た
だ
し
、
次
に
紹
介
す
る
基
本
法
の
規
定
の
対
象
と
な
る
局
面

(｢

法
律
上
の
裁
判
官｣

の
保

障
・
法
的
聴
聞
請
求
権)

を
除
く
。
ま
た
、
一
九
条
四
項
の
意
味
に
お
け
る

｢

公
権
力｣

は
執
行
権
を
意
味
し
、
裁
判
権
は
含
ま
れ
な

い
と
解
さ
れ
て
い
る

(�)

た
め
、
審
級
制
度
も
同
条
項
の
保
障
対
象
と
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
裁
判
の
公
開
も
、
ド
イ
ツ
で
は
憲
法
上
の
要

請
と
は
さ
れ
て
い
な
い

(�)

。

(

２)

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
と
の
対
比
に
お
け
る
特
徴

こ
こ
で
、
本
稿
が
比
較
の
対
象
と
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
に
お
け
る
出
訴
の
途
の
保
障
に
関
連
す
る
規
定
と
照
ら
し
合
わ

せ
て
、
日
本
国
憲
法
上
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
関
す
る
規
定
の
特
徴
的
な
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

第
一
に
、
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
は
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
関
連
す
る
も
の
は
、
八
二
条
一
項
が
裁
判
の
対
審
と
判
決
の
公
開
原

裁判を受ける権利の憲法的保障 (平良小百合)53



則
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
他
は
、
三
二
条
以
外
に
見
当
た
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
い
て
は
、
公
権
力
に
対
す

る
出
訴
の
途
の
保
障
を
規
定
す
る
一
九
条
四
項
の
他
に
、
次
の
よ
う
な
関
連
規
定
が
あ
る
。
ま
ず
、
一
〇
一
条
一
項
一
文
が
、
例
外
裁

判
所
を
禁
止
し
、
二
文
が
、｢

何
人
も
そ
の
法
律
の
定
め
る
裁
判
官

[

の
裁
判
を
受
け
る
権
利]

を
奪
わ
れ
な
い｣

と
し
て
、
こ
こ
で

も
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
他
の
方
法
で
は
な
く
法
律
で
定
め
ら
れ
た
裁
判
官
に
よ
る
裁
判
を
受
け
る
権

利
を
保
障
し
て
い
る
。
次
に
、｢

裁
判
所
に
お
い
て
は
、
何
人
も
、
法
的
聴
聞
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る｣

(

一
〇
三
条
一
項)

と
い

う
規
定
が
あ
る
。
法
的
聴
聞
請
求
権
と
は
、｢

原
則
と
し
て
決
定
の
前
に
事
件
に
つ
い
て
事
実
や
法
の
観
点
か
ら
発
言
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る｣ (�)
。｢

一
九
条
四
項
が
裁
判
所
へ
の
出
訴
の
容
認
に
よ
る
権
利
保
護
に
関
係
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
一

〇
三
条
一
項
は
係
属
し
て
い
る
訴
訟
手
続
に
お
け
る
権
利
保
護｣ (�)

に
関
係
し
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
裁
判

官
に
よ
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
や
法
的
聴
聞
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
憲
法
三
二
条
の
一
保
障
局
面
で
あ
る
裁
判
制
度
の
保
障

(

組
織
保

障
・
手
続
保
障)

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
基
本
法
と
比
較
し
て
、
日
本
国
憲
法
で
は

｢

手
続
保
障
に
つ

い
て
の
基
礎
づ
け
が
三
二
条
に
集
中
し
て
い
る｣ (�)
と
言
わ
れ
る
。

第
二
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
基
本
権
侵
害
の
場
合
に
は
憲
法
異
議
に
関
す
る
規
定

(

九
三
条
一
項
四
ａ
号)

が
適
用
さ
れ
、
一
九
条
四

項
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
る
権
利
を
含
ま
な
い

(�)
の
に
対
し
、
日
本
で
は
、
基
本
権
が
侵
害
さ
れ
た
と
し
て
訴

訟
を
提
起
す
る
際
に
も
、
憲
法
三
二
条
の
問
題
と
な
る
点
が
異
な
っ
て
い
る
。

以
上
を
確
認
し
た
う
え
で
、
次
に
、
日
本
に
お
け
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
関
す
る
議
論
状
況
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

２

法
的
性
質

裁
判
を
受
け
る
権
利
は
、
人
権
体
系
上
、
国
務
請
求
権

(

受
益
権) (�)
や
能
動
的
権
利

(�)
に
分
類
さ
れ
て
き
た
。
受
益
権
と
い
う
位
置
づ

け
は
、｢

裁
判
制
度
を
前
提
と
し
、
そ
の
利
用
を
図
る
と
い
う
権
利
の
特
質｣ (�)
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
点
を
強
く
意
識
し
て
、
裁
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判
を
受
け
る
権
利
は
、｢

制
度
的
権
利｣ (�)

で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
。
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
受
益
権
と
分
類
さ
れ
る
こ
と
で
、
次
の
よ

う
な
懸
念
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、｢

受
益
権
＝
裁
判
制
度
の
利
用
権
と
い
う
理
解
に
よ
っ
て
、
裁
判
制
度
が
設
け
ら
れ
さ
え
す
れ
ば

権
利
保
障
の
大
部
分
は
完
了
し
た
と
誤
解
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
同
様
に
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
裁
判
制
度
が
法
律
で
定
め
ら
れ

る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
裁
判
制
度
を
設
け
る
か
は
立
法
裁
量
の
問
題
で
あ
り
、
違
憲
問
題
は

生
じ
な
い
と
さ
れ
る
お
そ
れ
も
あ｣ (�)
る
。
果
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
で
は
、
こ
の
危
惧
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
。
最
高
裁
判
所
は
、
次
節
で
み
る
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
実
質
的
な
検
討
を
行
わ
ず
、
訴
訟
手
続
や
訴
訟
制
度
に
関
す
る
法
律
の
憲
法

適
合
性
を
問
う
訴
え
を
即
座
に
退
け
て
い
る
。

な
お
、
異
な
っ
た
観
点
か
ら
の
説
明
と
し
て
、｢

基
本
権
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
権｣ (�)

と
い
う
性
格
づ
け
も
よ
く
目
に
す
る
も
の

で
あ
る
。
基
本
権
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
権
と
は
、｢

人
権
の
カ
タ
ロ
グ
の
一
つ
の
権
利
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
特
に
現
代
諸
国
の

憲
法
に
広
く
共
通
し
て
み
ら
れ
る
、
人
権
を
裁
判
的
に
保
障
す
る
制
度
を
支
え
る
根
本
原
則｣ (�)

を
意
味
す
る
。

第
二
節

裁
判
を
受
け
る
権
利
論
の
不
足

１

議
論
の
傾
向

裁
判
を
受
け
る
権
利
に
関
す
る
議
論
が
少
な
い
中
で
、
今
日
ま
で
、
憲
法
学
に
お
い
て
突
出
し
て
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
が
、
非

訟
事
件
に
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
保
障
が
及
ぶ
か
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
公
開
・
対
審
を
要
求
す
る
憲
法
八
二
条
と
結
び
つ

い
て
問
題
と
な
る
。
こ
の
論
点
に
関
し
て
は
、
最
高
裁
判
所
が
、｢

訴
訟
と
非
訟
の
区
別
の
判
断
基
準｣

を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、

｢

立
法
者
に
よ
る
家
事
審
判
法
の
制
度
形
成
を
憲
法
八
二
条
、
三
二
条
に
よ
っ
て
枠
付
け
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る

(�)｣

こ
と
が
注
目
さ

れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
は
、
厳
格
な
訴
訟
・
非
訟
二
分
論
を
と
る
判
例

(�)
を
形
式
的
に
す
ぎ
る
な
ど
と
批
判
す
る
観
点
か
ら
さ
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か
ん
に
論
じ
て
き
た

(�)
。

こ
れ
に
対
し
て
、
訴
訟
手
続
や
訴
訟
制
度
に
関
す
る
法
律
や
そ
の
適
用
が
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
侵
害
と
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
疑
念
は
、
ほ
と
ん
ど
ま
と
も
に
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
今
日
ま
で
、
内
容
の
充
実
し
た
検
討
を
行
っ
た
判
例
を
目
に
す
る
こ
と

は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
る
。
同
様
に
、
学
界
で
の
議
論
も
全
体
的
に
乏
し
い
。

し
か
し
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
事
案
で
は
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
だ
検
討
を
加
え
る
余
地
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

①
出
訴
期
間
に
関
し
て
、
そ
れ
を
一
カ
月
に
遡
及
的
に
短
縮
し
た
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
四
七
条
の
二
お
よ
び
同
法
附
則
七
条
が

問
題
と
な
っ
た
著
名
な
事
例

(�)
で
、
最
高
裁
判
所
は
、｢

そ
の
期
間
が
著
し
く
不
合
理
で
実
質
上
裁
判
の
拒
否
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
場

合
で
な
い
限
り
憲
法
第
三
二
条
に
違
反
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い｣

と
し
た
。
こ
こ
で
は
、
著
し
く
不
合
理
か
ど
う
か
は
問
わ
れ

る
よ
う
で
あ
る
が
、｢

農
地
買
収
の
如
き
問
題
は
な
る
べ
く
早
く
解
決
せ
し
め
る
こ
と
が
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る｣

と

の
一
事
の
み
で
退
け
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
遡
及
的
短
縮
も
か
か
る
場
合
に
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、｢

ほ
と
ん
ど
ど
の
よ
う
に
出

訴
期
間
を
定
め
、
そ
れ
を
遡
及
的
に
短
縮
し
て
も
憲
法
三
二
条
に
違
反
す
る
可
能
性
は
な
い
で
あ
ろ
う｣ (�)

と
の
正
当
な
指
摘
が
あ
る
。

②
審
級
制
度
に
関
し
て
は
、｢

憲
法
は
審
級
制
度
を
如
何
に
す
べ
き
か
に
付
て
は
第
八
一
条
に
お
い
て
…
…
定
め
て
居
る
以
外
何
等

規
定
す
る
処
が
な
い
か
ら
此
の
点
以
外
の
審
級
制
度
は
立
法
を
以
て
適
宜
に
之
れ
を
定
む
べ
き
も
の
で
あ
る｣

と
す
る
判
決

(�)

を
リ
ー
デ
ィ

ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
ば
え
の
し
な
い
判
断
が
多
数
示
さ
れ
て
き
た
。
も
っ
と
も
、｢

審
級
制
度
に
つ
い
て
は
、
…
…

事
件
の
類
型
に
よ
っ
て
一
般
の
事
件
と
異
な
る
上
訴
制
度
を
定
め
て
も
、
そ
れ
が
合
理
的
な
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
ば
憲
法
三
二

条
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い｣

と
し
、｢

相
応
の
合
理
的
な
理
由｣
の
存
在
を
認
め
た
も
の
も
あ
り

(�)
、｢

ほ
ぼ
全
面
的
な
立
法
裁
量
に

委
ね
る
立
場
か
ら
、『

相
応
の
合
理
性』

の
審
査
は
行
う
方
向
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
か
に
見
え
る｣ (�)
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
最
高
裁
判
所
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
二
三
条
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
庁
を
訴
訟
に
参
加
さ
せ
る
、
と
い
う
よ
う
な
裁
判
所
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の
決
定
に
対
し
て
一
切
不
服
申
立
て
を
許
さ
な
い
こ
と
も
審
級
制
度
の
問
題
と
し
て
扱
っ
て
い
る

(�)

が
、
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
実
質
的
に
は
裁
判
権
の
行
使
で
は
な
く
行
政
権
の
行
使
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
審
級
制

度
の
問
題
で
は
な
く
、
出
訴
制
限
の
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う

(�)

。
こ
の
点
、｢

裁
判
所
が
中
立
性
を
も
ち
え
な
い
事
項
、
た

と
え
ば
、
そ
の
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
や
非
訟
事
件
に
お
け
る
裁
判
の
う
ち
実
質
的
に
は
行
政
に
属
す
る
も
の
の
適
法
性
が
問
題
と
な

る
場
合
に
は
、
憲
法
三
二
条
を
類
推
し
て
、
一
審
の
裁
判
に
対
し
て
上
訴
権
な
ど
他
の
裁
判
所
に
対
す
る
な
ん
ら
か
の
不
服
申
立
権
が

憲
法
上
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か｣ (�)
と
説
く
見
解
が
目
を
引
く
。

③
さ
ら
に
、
第
三
章
で
詳
し
く
取
り
上
げ
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
決
定

(�)

で
問
題
と
な
っ
た
規
定
と
の
類
似
性
か
ら
、｢

上
訴

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
自
己
又
は
代
人
の
責
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
つ
て
上
訴
の
提
起
期
間
内
に
上
訴
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
は
、
原
裁
判
所
に
上
訴
権
回
復
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る｣

と
す
る
刑
事
訴
訟
法
三
六
二
条
の
憲
法

適
合
性
が
問
題
と
な
っ
た
事
例

(�)
を
み
て
お
こ
う
。
最
高
裁
判
所
は
、｢『

責
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由』

と
は
、
上
訴
不
能
の
事

由
が
上
訴
権
者
ま
た
は
そ
の
代
人
の
故
意
ま
た
は
過
失
に
も
と
ずマ

マ

か
な
い
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
り

(

昭
和
三
一
年
七
月
四
日
第
二
小
法

廷
決
定
、
刑
集
一
〇
巻
七
号
一
〇
一
五
頁
参
照)

、
い
や
し
く
も
代
人
の
故
意
ま
た
は
過
失
に
も
と
ず
き
上
訴
期
間
を
徒
過
し
た
と
き
は
、

た
と
え
自
己
に
故
意
ま
た
は
過
失
が
な
く
と
も
上
訴
権
回
復
の
請
求
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も
右
刑
訴
三
六

二
条
が
代
人
の
過
失
に
よ
っ
て
上
訴
期
間
を
徒
過
し
た
場
合
上
訴
権
回
復
の
請
求
権
が
な
い
も
の
と
し
た
の
は
違
憲
で
な
い
こ
と
は
、

昭
和
二
五
年
四
月
二
一
日
大
法
廷
決
定

(

刑
集
四
巻
四
号
六
七
五
頁)
の
趣
旨
に
徴
し
明
ら
か
で
あ
る｣

と
す
る
の
み
で
あ
り
、
何
ら

実
質
的
な
検
討
は
加
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
援
用
さ
れ
た
判
例
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
判
決
で
は
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
憲
法
上
の
基
準
点
と
し
て
法
律
の
規
定
を
審
査
す
る
た
め
の
判
断
枠
組
み
は
何
ら
示

さ
れ
て
お
ら
ず
、
な
ぜ
合
憲
と
い
う
結
論
に
至
る
の
か
に
つ
い
て
の
詳
細
な
理
由
づ
け
は
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。
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２

検
討
課
題

も
っ
と
も
、
学
説
は
、
上
記
の
よ
う
に
立
法
政
策
に
ほ
と
ん
ど
疑
い
を
差
し
挟
ま
な
い
判
例
に
、
完
全
に
同
調
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
基
本
的
に
は
、
そ
れ
に
対
峙
し
う
る
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、｢
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
内
実
を
も
っ
た
裁
判
制
度
の
構
築
を
国
家
に
要
請
し
、
そ
の
よ
う
に
整

備
さ
れ
た
裁
判
制
度
に
お
い
て
裁
判
を
求
め
る
権
利
を
保
障
す
る
と
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ｣

り
、｢

国
家
の
側
か

ら
い
え
ば
、
国
家
は
、
単
に
裁
判
制
度
を
整
え
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
国
民
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
対
応

し
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
内
実
を
も
っ
た
公
正
で
実
効
的
な
裁
判
制
度
を
整
備
し
、
国
民
に
提
供
す
べ
き
義
務
、『

司
法
付
与
義
務』 (�)

、

正
確
に
は
司
法
責
務
を
負
っ
て
い
る｣ (�)
と
す
る
見
解
や
、｢

国
民
の
公
正
か
つ
実
効
的
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
阻
害
す
る
よ
う
な
訴

・
・
・
・

訟
制
度
の
採
用
は
違
憲
と
な
り
う
る｣ (�)
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
立
法
者
に
対
し
て
何
ら
か
の
限

界
を
定
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
大
方
承
認
さ
れ
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
国
民
の
公
正
か
つ
実
効
的
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
阻
害
す

る
よ
う
な
判
断
を
裁
判
所
が
示
す
場
合
に
も
違
憲
問
題
が
生
ず
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
言
明
は
一
般
論
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
さ
ら
に
詰
め
て
考
察
さ
れ
る
必
要
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
内
実
は
、
法
律
以
前
に
憲
法
上
観
念
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
公
正
か
つ
実
効

的
で
あ
る
と
は
、
ど
の
よ
う
な
状
態
を
指
す
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
、
立
法
者
や
裁
判
官
に
対

し
て
、
そ
も
そ
も
憲
法
上
ど
の
よ
う
な
法
的
要
請
を
行
っ
て
い
る
の
か
が
明
確
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
初

め
て
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
存
在
意
義
を
発
揮
す
る
た
め
の
基
礎
が
整
う
。
あ
わ
せ
て
、
こ
れ
ま
で
全
く
と

言
っ
て
よ
い
ほ
ど
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が

(�)
、
違
憲
審
査
を
行
う
際
の
審
査
枠
組
み
の
検
討
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
節

実
効
的
権
利
保
護
の
導
入

前
節
で
み
た
よ
う
に
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
め
ぐ
る
議
論
は
非
常
に
低
調
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
状
況
下
で
も
、
一

部
で
は
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
憲
法
上
の
権
利
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
注
目
す
べ
き
試
み
も
み
ら
れ
た
。

１

学
説
に
よ
る
提
唱

日
本
に
お
い
て
、
最
初
に
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
保
障
内
容
に
実
効
的
権
利
保
護
の
観
点
を
持
ち
込
ん
だ
の
は
、
一
九
七
〇
年
代
の

行
政
法
学
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
お
よ
び
支
配
的
学
説
の
、｢

ボ
ン
基
本
法
の
基
本
権
の
章
に
定
め
ら

れ
た
一
九
条
四
項
は
、『

訴
訟
の
保
障』

と

『

権
利
保
護
の
保
障

(

な
か
ん
ず
く
権
利
保
護
の
有
効
性
の
保
障)』

を
意
味
す
る｣

と
い
う

解
釈
を

｢

極
め
て
注
目
す
べ
き
解
釈｣
で
あ
る
と
し
て
、
憲
法
三
二
条
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
と
も
解
さ
れ
る
べ
き
と
し
て
い
た

(�)

。

か
か
る
主
張
は
、
憲
法
学
に
も
受
容
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
ず
、
棟
居
快
行
は
、
上
記
の
見
解
に
賛
同
し
、｢

三
二
条
は
、
実
体

的
基
本
権
全
体
に
か
か
り
、
個
別
の
実
体
的
基
本
権
に
訴
権
性
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
体
的
請、
求、
権、
た
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
手

続
的
基
本
権
規
定
で
あ
る｣

と
し
、｢

実
定
訴
訟
法
上
の
訴
訟
要
件
・
訴
訟
類
型
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
体
的
基
本
権
に
加
え
ら

れ
た
侵
害
に
対
し
て
実
体
的
基
本
権
を
防
御
・
回
復
す
る
た
め
に
当
事
者
が
提
起
す
る
訴
訟
が
、
許
さ
れ
る
余
地
が
あ
る｣ (�)

と
す
る
。

ま
た
、
笹
田
栄
司
は
、｢

解
釈
論
的
に
行
政
裁
判
手
続
に
お
い
て
憲
法
三
二
条
に
ボ
ン
基
本
法
一
九
条
四
項
の
ご
と
き
権
利
保
護
上
の

意
義
を
付
与
す
べ
き｣ (�)

と
し
て
、
憲
法
三
二
条
が

｢

実
効
的
権
利
保
護
の
要
請｣

を
な
す
も
の
と
す
る
。
こ
の
要
請
は
、｢

①
出
訴
保

障
の
実
効
性
、
②
法
律
及
び
事
実
問
題
に
つ
い
て
の
裁
判
所
に
よ
る
十
分
な
事
後
審
査
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
な
裁
判
手
続
の
形
成
、
③

権
利
保
護
の
要
請
に
適
っ
た
決
定
様
式
そ
し
て
そ
の
決
定
の
効
果
が
保
障
さ
れ
る
裁
判
手
続
の
形
成｣ (�)
と
い
う
基
本
要
素
か
ら
な
る
も

の
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
松
井
茂
記
は
、｢

裁
判
を
受
け
る
権
利
の
保
障
は
、
単
に
審
理
を
受
け
る
こ
と
だ
け
を
求
め
て

い
る
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
国
民
の
受
け
て
い
る
不
利
益
に
対
し
て
実
際
に
実
効
的
な
救
済
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
裁
判
を
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受
け
る
権
利
に
は
な
ん
の
意
味
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
憲
法
三
二
条
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
は
、
実
効
的

な
救
済
を
求
め
る
権
利
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
よ
う｣ (�)

と
述
べ
、｢

憲
法
上
の
権
利｣

た
る

(�)

、
実
効
的
な
救

済
を
求
め
る
権
利
の
存
在
を
指
摘
す
る
。

２

未
完
の
議
論

こ
う
し
た
実
効
的
権
利
保
護
は
、
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
保
障
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
ら
わ
れ

る
の
か
。
日
本
で
は
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
保
障
の
さ
れ
方
に
お
け
る
実
効
的
権
利
保
護
の
位
置
づ
け
は
曖
昧
で
あ
る
。
議
論
の
端
緒

と
な
り
う
る
も
の
に
、
ド
イ
ツ
の
実
効
的
権
利
保
護
に
関
す
る
議
論
を
参
照
す
る
笹
田
が
、
そ
れ
と
松
井
の
見
解
と
を
対
比
し
て
述
べ

る
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
か
ら
実
効
的
な
救
済
を
求
め
る
権
利
を
さ
ら
に
引
き
出
す

(�)

松
井
の
理

論
は
、｢

権
利
志
向
的
な
構
成
が
顕
著｣ (�)
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
に
お
け
る
実
効
的
権
利
保
護
は
、｢

裁
判

所
が
権
利
保
護
の
求
め
を
事
実
的
お
よ
び
法
的
観
点
か
ら
審
査
す
る
こ
と
が
で
き
、
差
し
迫
る
権
利
侵
害
を
回
避
す
る
た
め
、
あ
る
い

は
す
で
に
生
じ
て
い
る
権
利
侵
害
を
取
り
除
く
た
め
、
十
分
な
決
定
権
限
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
、
も
っ
と
簡
略
に
述
べ
る
と
、
裁
判
官

に
よ
る
訴
訟
手
続
の
形
成
が
当
事
者
の
法
律
上
の
救
済
手
段
の
喪
失
を
も
た
ら
す
場
合
、
そ
れ
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
考
え
で
あ
る
。
ま

た
、
立
法
者
、
行
政
、
そ
し
て
裁
判
官
に
向
け
ら
れ
た
法
的
要
請
と
し
て

『

実
効
的
権
利
保
護』

を
捉
え
て
い
る｣ (�)

。
か
か
る
観
点
か

ら
み
る
と
、
棟
居
の
見
解
は
、
基
本
権
が
侵
害
さ
れ
た
場
面
に
お
い
て
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
裁
判
官
へ
の
要
請
と
し
て
は
た
ら
く
こ

と
に
特
に
着
目
し
て
主
張
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
の
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
、｢

実
効
的
な
救
済
を
求
め
る

権
利｣

が
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
別
個
に
観
念
さ
れ
る
必
要
は
特
に
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
基
本
権
の
内
容
形
成
を
考
え

る
上
で
立
法
者
に
対
す
る
要
請
を
考
慮
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
笹
田
の
説
示
す
る
理
解
を
共
有
し
て
い
る
。

し
か
し
、
従
来
の
日
本
で
の
議
論
は
、
こ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
実
効
的
権
利
保
護
か
ら
の
法
的
要
請
が
明
確
に
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さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
さ
ら
に
、
法
的
要
請
が
い
か
に
し
て
保
障
さ
れ
る
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ

の
要
請
に
反
す
る
規
律
が
個
人
の
権
利
の
制
限
と
し
て
観
念
さ
れ
う
る
の
か
、
つ
ま
り
、｢

権
利
の
論
理｣

で
審
査
さ
れ
う
る
の
か

(�)

に

つ
い
て
は
、
議
論
が
及
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。

注(�)
こ
の
整
理
は
、
片
山
智
彦

『

裁
判
を
受
け
る
権
利
と
司
法
制
度』

(

大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年)

四
一
頁
以
下
に
依
る
。

(�)
芦
部
・
前
掲
注

(

６)
二
四
四
頁
。

(�)
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
一
貫
し
た
立
場
で
あ
る
。���������������

107�
395

(403)�
(�)

参
照
、
笹
田
・
前
掲
注

(

９)
一
九
五
頁
。

(�)��������������������������������������������������Ⅱ�
24�������

2008���282����1080�

第
一
五
版
の
邦
訳
と
し
て

参
照
、
ボ
ー
ド
・
ピ
エ
ロ
ー
ト
／
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
リ
ン
ク

(

永
田
秀
樹
・
松
本
和
彦
・
倉
田
原
志
訳)

『

現
代
ド
イ
ツ
基
本
権』

(

法
律
文
化

社
、
二
〇
〇
一
年)

四
〇
三
頁
。�����������

69�
145

(148)�
日
本
の
最
高
裁
に
お
い
て
も
、
最
近
、
最
決
平
成
二
〇

(

二
〇
〇
八)

年

五
月
八
日

(

家
月
六
〇
巻
八
号
五
一
頁)

で
、
那
須
弘
平
裁
判
官
が
反
対
意
見
で
、
憲
法
三
二
条
が

｢

審
問
請
求
権

(

当
事
者
が
裁
判
所
に
対
し
て

自
己
の
見
解
を
表
明
し
、
か
つ
、
聴
取
さ
れ
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利)｣

を
含
む
と
述
べ
て
お
り
、
注
目
さ

れ
る
。

(�)������������������������
(����14)���282����1080�

(

邦
訳
、
四
〇
五
頁)

｢

た
だ
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
し
ば
し
ば
こ
の

二
つ
の
基
本
権
を
厳
格
に
区
別
し
な
い

(

た
と
え
ば
、�������

40�
237

(247))｣

と
い
う
こ
と
も
同
所
で
述
べ
ら
れ
る
。

(�)
笹
田
栄
司

『

実
効
的
基
本
権
保
障
論』

(

信
山
社
、
一
九
九
三
年)
三
一
六
頁
。

(�)����������������������� ���������������������������������������������������
20�������

1995���151�
��� 340��

邦
訳
と
し
て
参
照
、
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ヘ
ッ
セ

(

初
宿
正
典
・
赤
坂
幸
一
訳)

『

ド
イ
ツ
憲
法
の
基
本
的
特
質』

(

成
文
堂
、
二
〇
〇
六
年)

二
二
〇
頁
以
下
。

(�)

参
照
、
佐
藤
功『

日
本
国
憲
法
概
説[

全
訂
第
二
版]』

(

学
陽
書
房
、
一
九
八
〇
年)
二
一
二
頁
、
佐
藤
幸
治『

憲
法[

第
三
版]』

(

青
林
書
院
、
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一
九
九
五
年)

六
一
一
頁
、
高
橋
和
之

『

立
憲
主
義
と
日
本
国
憲
法』

(

有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年)

二
五
一
頁
、
長
谷
部
恭
男

『

憲
法

[

第
四
版]』

(

新
世
社
、
二
〇
〇
八
年)

三
〇
五
頁
。

(�)
参
照
、
宮
沢
俊
義

『

憲
法
Ⅱ

[

新
版]』

(

有
斐
閣
、
一
九
七
一
年)

四
四
七
頁
、
小
林
直
樹

『

憲
法
講
義

(

上)
[

新
版]』

(

東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
〇
年)

六
〇
六
頁
。

(�)
戸
波
江
二

｢

裁
判
を
受
け
る
権
利｣

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
八
九
号

(

一
九
九
六
年)

二
八
二
頁
。

(�)
新
正
幸

『

憲
法
訴
訟
論』

(

信
山
社
、
二
〇
〇
八
年)

一
七
七
頁
。

(�)
戸
波
・
前
掲
注

(�)
二
八
二
頁
。

(�)
鵜
飼
信
成

『
憲
法』

(

岩
波
書
店
、
一
九
五
六
年)

一
五
三
頁
。

(�)
芦
部
信
喜

｢

裁
判
を
受
け
る
権
利｣

同
編

『

憲
法
Ⅲ
人
権

(

二)』
(

有
斐
閣
、
一
九
八
一
年)

二
七
五
頁
。

(�)
参
照
、
渡
辺
・
前
掲
注

(
３)

二
四
頁
。
最
近
で
は
、
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
論
に
基
づ
く
検
討
も
試
み
ら
れ
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。
参
照
、
長
谷
部

恭
男

｢

憲
法
学
か
ら
見
た
裁
判
手
続
原
則｣

法
律
時
報
八
一
巻
五
号

(

二
〇
〇
九
年)

五
二
頁
以
下
。

(�)
た
と
え
ば
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
最
大
決
昭
和
三
五

(

一
九
六
〇)

年
七
月
六
日
民
集
一
四
巻
九
号
一
六
五
七
頁
、
最
大
決
昭
和
四
〇

(

一

九
六
五)

年
六
月
三
〇
日
民
集
一
九
巻
四
号
一
〇
八
九
頁
、
最
大
決
昭
和
四
一(

一
九
六
六)

年
一
二
月
二
七
日
民
集
二
〇
巻
一
〇
号
二
二
七
九
頁
。

(�)
た
と
え
ば
、
参
照
、
芦
部
・
前
掲
注

(�)
三
〇
二
頁
以
下
。

(�)
最
大
判
昭
和
二
四

(

一
九
四
九)

年
五
月
一
八
日
民
集
三
巻
六
号
一
九
九
頁
。

(�)
松
井
茂
記

『

裁
判
を
受
け
る
権
利』

(

日
本
評
論
社
、
一
九
九
三
年)

二
七
頁
。
一
二
六
頁
を
も
参
照
。

(�)
最
大
判
昭
和
二
三

(

一
九
四
八)

年
三
月
一
〇
日
刑
集
二
巻
三
号
一
七
五
頁
。

(�)
最
判
平
成
二
一

(

二
〇
〇
九)

年
七
月
一
四
日
裁
時
一
四
八
七
号
二
〇
頁
。

(�)
渡
辺
・
前
掲
注

(

３)

一
二
頁
。

(�)
最
判
平
成
六

(

一
九
九
四)

年
一
二
月
一
六
日
判
時
一
五
一
八
号
七
頁
。

(�)
ド
イ
ツ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
と
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
第
三
章
で
詳
し
く
み
る�������

116�
1
(

邦
語
に
よ
る
紹
介
と
し
て
、

平
良
小
百
合

｢『

出
訴
の
途』

の
保
障
枠
組
み

破
産
管
財
人
の
任
命
決
定
に
対
す
る

『

出
訴
の
途』

の
保
障

｣

法
政
研
究
七
六
巻
一
・
二
号

(

二
〇
〇
九
年)

一
三
七
頁
以
下)

は
、
裁
判
所
に
よ
る
破
産
管
財
人
の
任
命
決
定
を
裁
判
作
用
で
は
な
い
と
判
断
し
て
、
審
級
制
度
の
問
題
と
は

し
て
い
な
い
。
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(�)
片
山
・
前
掲
注

(�)
二
三
七
頁

[

初
出
は
一
九
九
八
年]

。

(�)�������
60�
263�

邦
語
に
よ
る
紹
介
と
し
て
、
布
田
勉

｢

庇
護
関
係
の
行
政
訴
訟
に
お
い
て
訴
訟
代
理
人
の
責
任
を
本
人
に
帰
属
さ
せ
る
規

定
の
合
憲
性

ト
ル
コ
人
事
件

｣

ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編

『

ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例

[

第
二
版]』

(

信
山
社
、
二
〇
〇
三
年)

三
五
二
頁

以
下
。

(�)
最
決
昭
和
三
六

(

一
九
六
一)

年
六
月
七
日
刑
集
一
五
巻
六
号
九
五
六
頁
。

(�)
兼
子
一
＝
竹
下
守
夫

『

裁
判
法

[

第
四
版]』

(

有
斐
閣
、
一
九
九
九
年)

一
四
八
頁
。

(�)
新
・
前
掲
注

(�)
一
七
八
頁

[

傍
点
は
原
文
太
字]

。

(�)
戸
波
・
前
掲
注

(�)
二
八
二
頁
。

(�)
参
照
、
片
山
・
前
掲
注

(�)
四
九
頁
。
さ
ら
に
、
同
所
で
、｢

す
く
な
く
と
も
、
訴
権
の
制
限
と
い
う
面
で
は
、
そ
の
違
憲
審
査
基
準
と
し
て
、

合
理
性
の
基
準
で
は
な
く
、
よ
り
厳
格
な
基
準
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
訴
権
の
制
限
が
、
国
民
が
自
己
の
権
利
利
益
を
不
当
に

侵
害
さ
れ
て
も
救
済
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
制
度
論
的
に
は
、
訴
権
の
制
限
は
、
違
憲
審
査
制
度
お
よ

び
行
政
裁
判
制
度
の
適
用
除
外
を
定
め
る
こ
と
を
意
味
し
、
国
会
が
、
権
力
分
立
シ
ス
テ
ム
を

(

部
分
的
に)

変
更
す
る
こ
と
を
許
す
こ
と
に
つ
な

が
る｣

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、｢

よ
り
厳
格
な
基
準｣

が
実
際
に
適
用
さ
れ
た
事
例
は
、
管
見
の
限
り
皆
無
で
あ
る
。

(�)
東
條
武
治

｢『

裁
判
を
受
け
る
権
利』

試
論

行
政
訴
訟
に
お
け
る
権
利
保
護
の
有
効
性
に
関
連
し
て

｣

判
例
評
論
一
九
九
号

(

一
九
七

五
年)

八
頁
以
下
。
同

｢

権
利
保
護
の
有
効
性
論｣
公
法
研
究
四
一
号

(

一
九
七
九
年)

二
〇
六
頁
以
下
。

(�)
棟
居
快
行

『

人
権
論
の
新
構
成』

(

信
山
社
、
二
〇
〇
八
年)

二
九
二
頁

[

初
出
は
一
九
八
五
年]

。

(�)
笹
田
・
前
掲
注

(�)
三
三
二
頁
。

(�)
笹
田
・
前
掲
注

(�)
三
三
七
頁
。

(�)
松
井
・
前
掲
注

(�)
一
五
六
頁
。

(�)
松
井
・
前
掲
注

(�)
一
九
七
頁
。

(�)

さ
ら
に
、
こ
こ
か
ら

｢

非
公
開
審
理
を
求
め
る
権
利｣

ま
で
も
が
引
き
出
さ
れ
る

(

松
井
・
前
掲
注

(�)
二
五
四
頁)

。

(�)

笹
田
・
前
掲
注

(

９)

二
二
一
頁
。

(�)

笹
田
・
前
掲
注

(

９)

二
二
一
頁
。

(�)

参
照
、
小
山
・
前
掲
注

(

２)

一
六
二
頁
以
下
。
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第
二
章

ド
イ
ツ
に
お
け
る

｢

出
訴
の
途｣

保
障
内
容

第
一
節

真
正
の
基
本
権

１

基
本
権
と
し
て
の
確
立

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
今
日
、
基
本
法
一
九
条
四
項
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
際
に
は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
同
条
項
の
基
本
権
と
し

て
の
位
置
づ
け

た
と
え
ば
、
真
正
の
基
本
権

(�)
、
基
本
権
た
る
性
質

(�)

と
い
う
言
い
方
で

が
、
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
同
時
に
、

そ
れ
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
憲
法
異
議
に
よ
っ
て
も
追
求
さ
れ
う
る
主
観
的
権
利
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る

(�)

。

こ
う
し
た
確
認
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
と
の
対
比
を
際
立
た
せ
る
意
味
で
な
さ
れ
る
。
一
九
条
四
項
の
源
流
を
な
す
、｢

ラ
イ
ヒ
お

よ
び
ラ
ン
ト
に
は
、
法
律
の
定
め
る
基
準
に
従
い
、
行
政
官
庁
の
命
令
お
よ
び
処
分
に
対
し
て
、
個
々
人
を
保
護
す
る
た
め
に
特
別
の

行
政
裁
判
所
が
存
在
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い｣

と
い
う
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
〇
七
条
は
、
立
法
者
に
対
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
国
家

の
給
付
義
務
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
で
は
、
少
な
く
と
も
ラ
イ
ヒ
レ
ベ
ル
で
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た

(�)

。
こ
れ
に

対
し
て
、｢

今
や
、
ボ
ン
基
本
法
は
異
な
っ
て
い
る
！｣
と
し
て
、
Ｆ
・
ク
ラ
イ
ン
は
、｢

手
続
的
主
要
基
本
権

(�����������
���������������)｣

と
い
う
呼
称
を
提
唱
し
た
の
で
あ
っ
た

(�)
。
手
続
的
主
要
基
本
権
か
ら
は
、｢

個
人
の
た
め
に
、
主
観
的
権
利
、

と
く
に
、
裁
判
機
関
に
よ
る
権
利
保
護
を
求
め
る
請
求
権｣

が
導
出
さ
れ
る

(�)(�)。

も
っ
と
も
、
基
本
法
発
効
後
し
ば
ら
く
は
、
一
九
条
四
項
の
基
本
権
と
し
て
の
性
格
が
疑
わ
し
く
み
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
と
え

ば
、｢

一
九
条
が
含
ん
で
い
る
の
は
、
独
自
の
実
体
的
権
利
で
は
な
く
、
基
本
権
の
保
護
に
役
立
つ
一
連
の
規
定
で
あ
る｣ (�)

と
す
る
判

決
も
存
在
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
一
九
条
四
項
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
一
九
条
全
体
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
る
た
め
、
憲
法
裁
判
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所
が
一
九
条
四
項
に
つ
い
て
積
極
的
に
基
本
権
た
る
性
格
を
否
定
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

(�)

。
ま
た
、

当
時
の
学
説
で
は
、
一
九
条

｢

四
項
は
、
全
体
の
法
秩
序
の
た
め
の
原
則
規
範

(�������������
)

で
あ
る｣ (�)

と
捉
え
ら
れ
て
い
た

も
の
の
、
同
時
に
、
一
九
条
四
項
は

｢

出
訴
の
途
の
手
続
法
的
、
訴
訟
的
基
本
権｣ (�)

と
も
称
さ
れ
て
お
り
曖
昧
さ
を
残
し
て
い
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
日
で
は
、
一
九
条
四
項
の
基
本
権
と
し
て
の
性
格
に
争
い
は
な
く
、
基
本
権
た
る
位
置
づ
け
は
、
ゆ
る
ぎ
な
い

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

２

法
的
性
質

一
九
条
四
項
が
積
極
的
地
位
の
基
本
権
で
あ
り
、
給
付
権

(��������������)
た
る
性
質
を
も
つ
こ
と
に
は
、
異
論
は
全
く
呈
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
問
題
と
す
る
の
は
、
一
九
条
四
項
が
、
そ
れ
に
加
え
て
防
御
権

(�����������)

た
る
性
質
を
も
有
す
る
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(�)
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
主
た
る
性
質
が
防
御
権
か
給
付
権
か
で
、
違
憲
審
査
の
論
証
構
造
が
大
き
く
異
な
る
か

ら
で
あ
る
。
防
御
権
の
場
合
、｢

憲
法
上
の
原
則
な
い
し
は
原
形
が
定
ま
っ
て
い
る
た
め｣

、
そ
の
審
査
構
造
は
、｢

比
較
的
単
純
・
明

快｣

で
あ
り
、
原
則－

例
外
関
係
に
基
づ
く
三
段
階
審
査
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
給
付
権
の
場
合
、｢

原
則
な
い
し
は
原
形

を
憲
法
か
ら
だ
け
で
は
獲
得
で
き
な
い｣ (�)
た
め
、
直
ち
に
三
段
階
審
査
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
九
条
四
項

違
反
が
問
題
と
な
る
違
憲
審
査
で
、
何
ら
か
の
形
で
防
御
権
と
の
関
わ
り
を
認
め
て
、
三
段
階
審
査
を
用
い
る
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う

か
の
検
証
が
必
要
と
な
る

(�)

。

�
防
御
機
能

一
九
条
四
項
の
防
御
機
能
に
つ
い
て
言
及
す
る
の
は
、
Ｈ
・
マ
ウ
ラ
ー

(
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
大
学
教
授)

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
言

回
し
は
、｢

一
九
条
四
項
は
、
自
由
権
か
ら
生
じ
る
防
御
請
求
権
を
補
助
し
て
貫
徹
さ
せ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
の
み
、
防
御
機
能
を

も
有
し
て
い
る｣ (�)

と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
一
九
条
四
項
が
給
付
権
と
し
て
の
性
質
し
か
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
堅
持
さ
れ
て
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い
る
。
こ
の
程
度
の
意
味
で
あ
れ
ば
、
一
九
条
四
項
が
防
御
機
能
を
有
し
て
い
る
と
い
う
主
張
は
、
三
段
階
審
査
に
つ
な
が
る
も
の
で

は
な
い
。

�
防
御
権
と
し
て
の
性
質

こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
条
四
項
に
防
御
権
と
し
て
の
性
質
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
肯
定
す
る
の
は
、
Ｍ
・
イ
プ
ラ
ー

(

コ
ン
ス
タ
ン

ツ
大
学
教
授)
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
一
九
条
四
項
は
、｢

自
己
の
権
利
侵
害
の
場
合
に
、
裁
判
権
が
そ
の
権
利
の
保
護
を
な
し
う

る
よ
う
、
そ
し
て
行
う
よ
う
求
め
る
請
求
権｣

、
す
な
わ
ち｢

給
付
権｣

を
含
ん
で
い
る
が
、｢(�

)

こ
の
給
付
要
求
の
目
的
は
、
個
々

の
場
合
に
、
克
服
さ
れ
る
べ
き
権
利
侵
害
の
実
効
的
な
防
御
で
あ
る
。
一
九
条
四
項
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
公
権
力
に
よ
る
権
利
侵
害

に
対
す
る
す
べ
て
の
公
権
の
防
御
内
容
を
鋭
利
に
し
、
補
足
す
る
。(�

)

そ
し
て
、
一
九
条
四
項
は
、[

同
項
の
他
の
保
障
平
面
と
し

て
の

平
良
注]

制
度
保
障

(��������������������)
や
給
付
内
容
へ
の
正
当
化
さ
れ
な
い
介
入
に
よ
っ
て
も
引
き
起
こ
さ
れ
る
、

裁
判
所
に
よ
る
保
護
の
正
当
化
さ
れ
な
い
縮
減
を
防
ぐ
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
九
条
四
項
は
防
御
権
で
も
あ
る｣ (�)

。

こ
の
言
明
の
前
半
部

(�
)

は
、
上
記
①
と
同
様
、
他
の
公
権
の
防
御
を
補
助
す
る
防
御
機
能
を
意
味
す
る
。
特
徴
的
な
の
は
、
一

九
条
四
項
に
防
御
権
と
し
て
の
性
質
を
見
出
す
後
半
部

(�
)

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
は
、｢

公
権
力
に
よ
り
自
己
の

権
利
を
侵
害
さ
れ
た
者
の
た
め
に
、
制
限
が
な
い
と
い
う
意
味
で
、《

出
訴
の
途》

を

《

オ
ー
プ
ン
に》

保
つ
と
い
う
こ
と
に
向
け
ら

れ
た
不
作
為
請
求
権
は
、
そ
れ
自
体
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
価
値
を
有
し
て
い
な
い｣ (�)
と
の
批
判
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
、｢

こ
の
不
作

為
請
求
権
は
、
貫
徹
し
う
る
た
め
に
具
体
的
な
内
容
を
必
要
と
し
、
そ
れ
を
斡
旋
す
る
の
は
、
基
本
権
の
客
観
法
的
内
容
の
任
務
で
あ

る｣ (�)

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
出
訴
の
途
の
保
障
内
容
が
憲
法
か
ら
の
み
で
は
観
念
で
き
な
い
こ
と
を
問
題
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

正
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
九
条
四
項
に
防
御
権
と
し
て
の
性
質
ま
で
を
も
認
め
る
見
解
は
、
他
に
は
み
あ
た
ら
な
い
。
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�
防
御
権
的
定
式
化

ま
た
、
Ｈ
・
シ
ュ
ル
ツ
ェ
＝
フ
ィ
ー
リ
ッ
ツ

(

ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
学
教
授)

は
、｢

給
付
権
的
に
形
作
ら
れ
た
法
的
性
格
が
優
勢
で

あ
る｣

と
し
つ
つ
、
一
九
条
四
項
を
防
御
権
的
に
定
式
化
す
る
。
す
な
わ
ち
、｢

防
御
権
的
に
定
式
化
さ
れ
て
、
こ
の
保
障
内
容
は
、

要
求
で
き
な
い
、
実
態
に
即
し
て
正
当
化
で
き
な
い
方
法
で
、
裁
判
所
に
よ
る
保
護
を
妨
げ
た
り
縮
減
し
た
り
す
る
こ
と
の
不
作
為
を

求
め
る
請
求
権
を
個
人
に
付
与
す
る
。
…
…
出
訴
の
途
の
内
容
形
成
の
際
に
は
、
対
応
す
る
国
家
の
給
付
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

防
御
請
求
権
と
給
付
請
求
権
と
は
そ
の
限
り
で
一
致
す
る｣ (�)
。

こ
れ
と
②
で
取
り
上
げ
た
見
解
と
の
違
い
は
、
や
や
分
か
り
に
く
い
が
、｢

防
御
権
的
に
定
式
化
さ
れ
る｣

と
い
う
言
葉
使
い
や
、

｢

内
容
形
成
は
…
…
権
利
保
護
の
実
効
性
の
原
則
を
堀
り
崩
し
て
効
果
を
失
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
、
そ
し
て
、
個
人
権
の
保
護
の
憲
法

上
の
ミ
ニ
マ
ム
を
下
回
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
基
本
権
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
理
論
原
則
に
も
か
か
わ
ら
ず
妥
当
す
る｣ (�)

と

い
う
他
の
叙
述
か
ら
、
給
付
権
と
は
別
個
に
防
御
権
と
し
て
の
性
質
ま
で
を
も
認
め
る
の
で
は
な
く
、
給
付
権
で
あ
り
な
が
ら
防
御
権

的
に
保
障
さ
れ
る
と
い
う
理
解
と
し
て
、
②
の
見
解
と
は
別
に
整
理
し
う
る

(�)
。

こ
の
よ
う
に
不
徹
底
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、｢

給
付
請
求
権
と
防
御
請
求
権
の
重
大
な
構
造
の
違
い
に
つ

い
て
思
い
違
い
を
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
国
民
の
要
求
は
、
常
に
給
付

適
当
な
出
訴
の
途
の
開
放

に
向
け
ら
れ
た
ま
ま
で
あ

る
こ
と
を
何
ら
変
え
る
も
の
で
は
な
い｣ (�)
と
い
う
批
判
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
中
途
半
端
な
理
論
構
成
は
、
こ

の
見
解
の
よ
う
に
、
防
御
権
的
な
定
式
化
を
行
う
と
明
言
し
な
い
ま
で
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
お
よ
び
多
く
の
学
説
に
広
く
み
ら
れ
る

も
の
と
な
っ
て
い
る

(

第
三
章)

。

�

規
範
存
続
保
護

さ
ら
に
、
一
九
条
四
項
か
ら
取
り
出
さ
れ
る
防
御
権
的
な
内
容
と
し
て
、｢

立
法
者
が
一
度
作
ら
れ
た
権
利
保
護
の
形
式
を
国
民
に
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と
っ
て
負
担
と
な
る
方
向
に
切
り
詰
め
る
場
合
に
、
常
に
介
入
が
存
在
す
る
と
い
う
形｣ (�)

で
も
承
認
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

規
範
存
続
保
護

(�����������������)
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
保
護
が
一
九
条
四
項
に
つ
い
て
認
め
ら

れ
る
か
ど
う
か
は
、
後
に
詳
し
く
検
討
す
る

(

第
二
章
第
三
節
２)

。

第
二
節

内
容
形
成
を
必
要
と
す
る
基
本
権

１

｢

出
訴
の
途｣
の
前
提

(

１)

内
容
形
成
の
必
要
性

一
九
条
四
項
は
、
内
容
形
成
を
必
要
と
す
る
権
利
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

一
九
条
四
項
一
文
は
、｢

国
民
に
参
照
を
求
め
る
出
訴
の
途
の
下
で
何
が
理
解
さ
れ
う
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
権
利
が
主
張
さ
れ
う

る
の
か
と
い
う
こ
と
を
提
示
す
る
こ
と
も
な
く
、
明
ら
か
に
、
す
で
に
基
本
権
保
護
の
た
め
の
前
提
条
件
を
形
成
す
る
際
に
、
立
法
者

に
責
任
を
転
嫁
し
て
い
る
。
こ
の
特
異
さ
は
、
一
九
条
四
項
一
文
が
基
本
権
カ
タ
ロ
グ
に
お
け
る
大
部
分
の
他
の
基
本
権
に
対
し
て
示

し
て
い
る
特
殊
性
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
権
利
保
護
保
障
は
、《

規
範
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る

(��������� ��)》

基
本
権
で

あ
る
。
…
…
そ
れ
ゆ
え
、
一
九
条
四
項
一
文
が
、
手
続
的
基
本
権
と
し
て

《

妥
当
す
る》

だ
け
で
な
く

《

実
効
的
で
あ
る》

べ
き
な
ら

ば
、
立
法
者
に
よ
る
内
容
の
形
成

(������������������������)
を
必
要
と
す
る
。
つ
ま
り
、
保
障
さ
れ
る
権
利
保
護
の
方
法
と

範
囲
は
、
通
常
法
の
規
定
に
従
っ
て
、
と
く
に
裁
判
所
構
成
法
お
よ
び
手
続
法
に
従
っ
て
決
め
ら
れ
る｣ (�)

。

し
か
し
、
こ
れ
は
、
通
常
法
の
規
定
が
憲
法
に
優
越
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
内
容
形
成
に
憲

法
上
の
限
界
を
見
出
す
こ
と
が
、
出
訴
の
途
が
基
本
権
と
し
て
保
障
さ
れ
る
た
め
の
不
可
欠
の
作
業
と
な
る
。
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(
２)

最
低
限
の
前
提
条
件
の
整
備

(
１)
で
み
た
よ
う
に
一
九
条
四
項
が
保
障
の
前
提
と
し
て
、
裁
判
所
構
成
法
や
裁
判
所
手
続
法
に
よ
る
裁
判
制
度
の
整
備
を
必
要

と
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
最
低
限
要
求
さ
れ
る
保
障
に
つ
い
て
制
度
的
保
障

(�����������������������)

と
い
う
概
念
を
用
い
る

見
解
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
条
四
項
は
、｢

権
利
保
護
の
依
頼
を
遂
行
す
る
こ
と
の
で
き
る
裁
判
所

(｢

出
訴
の
途｣)

の
制
度
的

保
障
を
含
ん
で
い
る｣ (�)
、
と
い
う
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
制
度
的
保
障
と
し
て
、｢

憲
法
が
確
固
と
し
て
保
障
し
て
い
る
の

は
、
一
九
条
四
項
に
よ
る
中
核
的
要
素

(�����������)
の
み
で
あ
る｣ (�)

。
換
言
す
れ
ば
、
一
九
条
四
項
は
、｢

常
に
特
定
の
最
低
限

・
・
・
・
・

の
前
提
条
件
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣ (�)
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
異
論
を
呈
す
る
見
解
も
有
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
基
づ
く
。
第
一
に
、｢

ま
さ
に
、
基
本
法
九

二
条
以
下
が
対
応
す
る
規
定
を
提
供
し
、
基
本
法
一
九
条
四
項
は
単
に
、
裁
判
に
よ
る
権
利
保
護
の
内
容
形
成
に
寄
与
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い｣

の
で
、
基
本
法
一
九
条
四
項
が
裁
判
権
の
制
度
的
保
障
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
必
要
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る

(�)

。
第
二
に
、

｢

一
九
条
四
項
か
ら
は
、
実
効
的
な
権
利
保
護
を
求
め
る
請
求
権
が
生
じ
る
。
こ
の
請
求
権
は
、
必
要
と
あ
ら
ば
、
訴
訟
法
の
形
成
を

求
め
る
請
求
権
を
も
含
ん
で
い
る
。
こ
の
憲
法
上
の
直
接
的
な
給
付
請
求
権
に
制
度
的
保
障
は
後
れ
を
と
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

給
付
請
求
権
が
訴
訟
法
を
要
求
す
る
の
で
、
制
度
的
保
障
は
そ
の
独
自
の
意
義
を
失
う｣

と
い
う
も
の
で
あ
る

(�)

。

こ
の
よ
う
に
、
意
見
の
対
立
が
存
在
す
る
が
、
一
九
条
四
項
に
関
し
て
、
そ
の
保
障
内
容
を
制
度
的
保
障
と
い
う
概
念
を
用
い
て
説

明
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
。
こ
こ
で
押
さ
え
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
そ
れ
を
制
度
的
保
障
と
理
解

す
る
に
せ
よ
し
な
い
に
せ
よ
、
出
訴
の
途
が
保
障
さ
れ
る
た
め
に
、
法
律
に
よ
っ
て
必
ず
用
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
中
核
的
要
素
な
い

し
は
最
低
限
の
前
提
条
件
の
存
在
の
必
要
性
を
双
方
の
見
解
が
明
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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２

｢

出
訴
の
途｣

の

｢

原
則｣

(

１)

憲
法
か
ら
獲
得
さ
れ
る

｢

原
則｣

先
に
み
た
よ
う
に
、
一
九
条
四
項
は
内
容
形
成
を
必
要
と
す
る
権
利
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
権
利
で
あ
っ
て
も
、
法
律
以
前
に
、

憲
法
か
ら
防
御
の
対
象
と
な
る

｢

原
則｣

が
読
み
取
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
内
容
形
成
を
憲
法
の
条
文
上
明
ら
か
に
必
要

と
す
る
基
本
権
で
あ
る
財
産
権

(

日
本
国
憲
法
二
九
条
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
一
四
条)

の
場
合
で
あ
る
。
内
容
形
成
を
し
て
い

る
民
法
典
の｢

根
本
的
な
改
正｣

、
つ
ま
り
、｢

単
独
所
有
で
は
な
く
、
む
し
ろ
共
有
を
広
く
認
め
る
民
法
典
へ
の
改
正
、
自
由
な
使
用
・

収
益
・
処
分
を
本
旨
と
し
な
い
民
法
典
へ
の
改
正｣

は
、｢

お
そ
ら
く
違
憲
と
な
る
。
そ
し
て
、
違
憲
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
憲
法

二
九
条
一
項
の
中
に
、
あ
る
べ
き
財
産
法
秩
序
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る｣ (�)

。

本
稿
で
深
く
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ド
イ
ツ
憲
法
学
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
基
本
権
の
内
容
形
成
論
に
よ
る
こ
の
点

に
関
す
る
説
明
が
、
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、｢

既
存
の
法
制
度
を
前
提
と
し
た
財
産
権
に
つ
い
て
も
、《

制
度
を

侵
し
て
は
な
ら
な
い》

と
い
う
消
極
的
保
障
に
先
行
し
て
、
制
度
の
形
成
と
い
う
立
法
行
為
が
存
在
し
た
。
そ
し
て
、《

制
度
を
侵
し

て
は
な
ら
な
い》

と
さ
れ
る
理
由
は｣

、
そ
の

｢
先
行
す
る
立
法
行
為
が
憲
法
上
の
規
準
に
合
致
す
る
か
ら｣ (�)

で
あ
る
。
こ
の

｢

憲
法

上
の
規
準｣

が
、
憲
法
的
防
御
の
規
準
と
し
て
の

｢
原
則｣

と
な
る
。
財
産
権
の
場
合
に
は
、｢

基
本
権
主
体
に
財
産
法
領
域
に
お
け

る
自
由
の
空
間
を
確
保
し
、
基
本
権
主
体
が
自
身
の
生
活
を
自
己
責
任
的
に
形
成
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と｣

、
す
な
わ
ち
、｢

人
格
発

展
の
保
障｣

が
憲
法
上
の
規
準
と
な
る

(�)
。

一
九
条
四
項
に
関
し
て
も
、
さ
し
あ
た
り
、
こ
の
説
明
を
基
礎
と
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、｢

一
旦
、
一
九
条
四
項
に
規
定
さ
れ
た
憲

法
の
指
針

(��������)
そ
の
規
範
的
な
法
的
意
味
が
、
一
九
条
四
項
の
規
範
領
域
を
突
き
止
め
る

を
確
定
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
九
条
四
項
は
、
何
を
原
則
と
し
て
保
障
し
て
い
る
の
か
を
確
定
す
る
こ
と
が
肝
要
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、
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そ
れ
を
確
定
し
て
は
じ
め
て
、
訴
訟
に
関
す
る
ど
の
よ
う
な
規
定
が
、
基
本
権
を
縮
減
し
、
あ
る
い
は
そ
の
保
障
を
制
限
す
る
の
か
が

判
明
す
る
か
ら
で
あ
る｣ (�)
。

(

２)
規
範
存
続
保
護

(

１)

で
は
、
憲
法
か
ぎ
り
で
獲
得
さ
れ
る

｢

原
則｣

が
存
在
す
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、
憲
法
か

ら
の
最
低
限
の
要
請
を
越
え
て
、
法
律
が
基
本
権
の
内
容
を
形
づ
く
る
場
合
に
、
そ
の
法
律
も
ま
た
憲
法
上
の

｢

原
則｣

と
な
り
う
る

の
か
と
い
う
、
先
に
触
れ
て
い
た
規
範
存
続
保
護
の
問
題
を
扱
う
。

規
範
存
続
保
護
は
、
意
外
な
こ
と
に
、｢

一
九
条
四
項
の
憲
法
解
釈
の
実
務
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
何
の
役
割
も
果
し
て｣

お
ら

ず
、｢

学
界
で
も
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た｣ (�)
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
最
近
に
な
っ
て
漸
く
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
よ
う
で
あ
る
。

一
九
条
四
項
に
関
し
て
、
最
も
積
極
的
に
規
範
存
続
保
護
を
主
張
し
て
い
た
の
は
、
Ｐ
・
Ｍ
・
フ
ー
バ
ー

(

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
教
授)

で
あ
る
。
フ
ー
バ
ー
は
、｢

一
九
条
四
項
は
、
通
常
法
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
権
利
保
護
の
可
能
性
を
そ
の
実
効
的
な
保
護
範
囲
の
中
に

取
り
入
れ
、
さ
し
あ
た
り
、
基
本
権
と
し
て
も
護
る｣
と
す
る
。
そ
し
て
、
憲
法
上
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い

｢

審
級
制
に
つ
い
て
、
一

九
条
四
項
の
根
拠
か
ら

『

要
求
し
え
ず
、
客
観
的
根
拠
か
ら
も
は
や
正
当
化
さ
れ
え
な
い
方
法
で
、
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ

て
は
な
ら
な
い』｣

と
判
示
す
る
憲
法
裁
判
所
の
判
例

(�)
を
持
ち
出
し
て
、｢

こ
れ
は
、
審
級
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
、・
そ
れ
が
法
的
に
予
定
さ

・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・

れ
て
い
る
限
り
で
、・
基
本
権
と
し
て
も
保
護
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る｣ (�)
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
規
範
存
続
保
護
を
立
法

・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

者
が
縮
減
す
る
場
合
に
は
、｢

立
法
者
は
、
権
利
保
護
保
障
の
実
効
的
な
保
護
範
囲
を
も
制
限
し
て
い
る｣ (�)
こ
と
に
な
る
。｢

こ
の
方
法

で
、
立
法
者
が
個
人
権
の
保
護
を
後
退
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
特
定
の
規
範
形
成
に
よ
っ
て
一
度
作
ら
れ
た
信
頼
を
顧
慮
す
べ
き

こ
と
が
保
障
さ
れ
る｣ (�)

。
一
九
条
四
項
が
防
御
権
と
し
て
の
性
質
を
も
つ
と
す
る
見
解
を
解
く
論
者
と
し
て
先
に
紹
介
し
た
Ｍ
・
イ
プ
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ラ
ー
も
ま
た
規
範
存
続
保
護
を
肯
定
し
て
、｢

最
低
限
の
水
準
を
越
え
て
、
立
法
者
は
そ
の
形
成
権
限
に
基
づ
い
て
、
追
加
の
通
常
法

上
の
権
利
保
護
規
定
に
よ
っ
て
、
権
利
保
護
を
さ
ら
に
良
く
す
る
こ
と
が
で
き
る｣

が
、｢

一
九
条
四
項
は
、(

一
四
条
と
同
様
に)

規

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

範
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
基
本
権
な
の
で
、
そ
の
よ
う
な
通
常
法
上
保
障
さ
れ
た
権
利
保
護
の
可
能
性
を
そ
の
保
護
範
囲
に
取
り
入
れ

る
こ
と
が
で
き
る｣ (�)
と
す
る
。
か
か
る
権
利
保
護
の
可
能
性
も
、
防
御
権
と
し
て

｢

一
九
条
四
項
へ
の
介
入
を
防
御
し
う
る｣ (�)

。

規
範
存
続
保
護
を
肯
定
す
る
見
解
は
、｢

第
一
に
、
法
律
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
基
本
権
の
保
護
範
囲
と
い
う
観
念

(

憲
法
規
範
の
形

成)

、
そ
し
て
、
第
二
に
、
信
頼
保
護
と
い
う
論
拠｣ (�)
に
基
づ
い
て
い
る
。

し
か
し
、
規
範
存
続
保
護
に
つ
い
て
は
批
判
も
強
い
。
批
判
点
と
し
て
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
一
つ
目
の
論
拠
に
関
わ
る
。
す

な
わ
ち
、
本
来
、｢

立
法
者
に
対
す
る
基
本
権
の
規
範
効
果
は
、
憲
法
規
定
そ
れ
自
体
か
ら
根
拠
づ
け
ら
れ
、
憲
法
規
定
に
付
与
さ
れ

う
る
し
、
付
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
規
範
効
果
は
、
委
託
を
果
た
し
て
い
る
権
利
保
護
立
法
か
ら
独
立
し
て
存
在
す

る｣ (�)
は
ず
で
あ
る
の
に
、
上
記
の
見
解
に
従
う
と
、｢

手
続
的
基
本
権
の
保
障
内
容
が
憲
法
に
よ
っ
て
確
定
し
て
い
な
い
と
い
う
結
論

に
至
る｣ (�)
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
第
二
の
批
判
点
は
、｢

立
法
者
か
ら
必
要
不
可
欠
な
行
動
の
余
地
が
次
第
に
奪
わ
れ
る｣ (�)

と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、｢

給
付
権
の
枠
内
に
常
に
存
在
す
る
立
法
者
の
た
め
の
形
成
余
地
は
、
立
法
者
が
い
っ
た
ん
権
利
保
護
の
可

能
性
を
広
く
与
え
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
正
反
対
に
、
よ
り
狭
め
ら
れ
る｣ (�)
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
一
般
的
に
規
範
存
続
保
護
を
否
定
す
る
見
解
の
中
に
は
、
部
分
的
に
そ
れ
を
認
め
る
も
の
も
あ
る
。
た
と
え

ば
、｢

国
民
が
そ
の
存
続
を
期
待
し
て
も
よ
い
具
体
的
な
地
位
が
あ
る
場
合｣

に
だ
け
は
、
保
護
に
値
す
る
信
頼
の
必
要
な
基
礎
が
存

在
す
る

(�)

と
す
る
も
の
や
、
あ
る
い
は
、｢

実
態
に
即
し
た
根
拠
か
ら
も
は
や
正
当
化
さ
れ
え
な
い
、
す
な
わ
ち
、
本
質
と
は
関
わ
り
の

な
い
観
点
に
基
づ
く
、
国
家
に
よ
る
国
民
の
取
り
扱
い
は
、
少
な
く
と
も
恣
意
禁
止
に
違
反
し
て
い
る｣ (�)
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

う
ち
、
具
体
的
な
地
位
が
あ
る
場
合
に
の
み
信
頼
保
護
を
認
め
る
見
解
は
、
所
有
権
を
例
に
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、｢

特
定
の
法
律
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に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
水
準
を
求
め
る
国
家
の
権
利
保
護
の
給
付
は
、
そ
の
存
続
に
つ
い
て
保
護
に
値
す
る
信
頼
が
お
か
れ
る
こ
と
に

な
る
、
個
人
的
に
帰
属
さ
せ
う
る
財
産
で
は
な
い｣ (�)

た
め
、
一
九
条
四
項
の
場
合
に
、
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
異

論
の
余
地
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
出
訴
の
途
の
保
障
の
場
合
に
は
、
規
範
存
続
保
護
は
、
恣
意
禁
止
と
し
て
の
み
認
め
ら
れ
る
に
と

ど
ま
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
三
節

基
本
権
保
障
に
お
け
る
実
効
的
権
利
保
護

１

実
効
的
権
利
保
護
要
請
の
作
用

前
節
で
指
摘
し
た
一
九
条
四
項
の
包
含
す
る

｢

原
則｣

を
確
定
す
る
役
割
を
果
た
す
の
が
実
効
的
権
利
保
護
で
あ
る
。
本
節
で
は
、

そ
の
作
用
の
仕
方
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

実
効
的
権
利
保
護
は
、｢

国
民
は
実
際
に
実
効
的
な

(����� �������������
)

裁
判
所
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
求
め
る
実
質
的

な
請
求
権
を
持
つ
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
九
条
四
項
は
、
形
式
的
権
利
と
裁
判
所
に
提
訴
す
る
理
論
的
な
可
能
性
だ
け
で
な
く
、
権
利
保
護

の
実
効
性

(����������� �)
を
も
保
障
し
て
い
る｣ (�)
と
定
式
化
さ
れ
る
。
こ
の
権
利
保
護
の
実
効
性
は
、｢

判
例
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ

た
、
裁
判
所
に
よ
る
権
利
保
護
の
最
低
限
の
水
準
の
内
容
形
成
に
と
っ
て
の
、
そ
し
て
裁
判
所
構
成
法
・
裁
判
所
手
続
法
の
適
用
に
と
っ

・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

て
の
中
心
的
な
基
準｣

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、｢

一
九
条
四
項
は
、
裁
判
所
へ
の
提
訴
の
た
め
の
形
式
的
権
利
の
み
を
保
障
し
て
い
る

・
・

・
・

の
で
は
な
く
、(

制
限
的
に)

権
利
保
護
の
内
容
形
成
の
た
め
の
実
体
的
な
解
釈
基
準
を
も
定
め
て
い
る｣ (�)
。

こ
の
場
合
、
実
効
的
権
利
保
護
は
、
ま
ず
、
立
法
者
・
裁
判
所
・
行
政
に
向
け
て
要
請
を
行
う
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る

(�)

。
つ
ま
り
、

一
九
条
四
項
は
、
立
法
者
・
裁
判
所
・
行
政
へ

｢

指
針
と
刺
激｣

を
与
え
る

｢
客
観
的
価
値
秩
序｣

な
い
し

｢

価
値
決
定｣

を
含
む
基

本
権
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

(�)

。
こ
の
点
が
強
く
意
識
さ
れ
る
の
は
、
出
訴
の
途
の
保
障
が
内
容
形
成
を
必
要
と
す
る
権
利
で
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あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の

｢

客
観
法
的
な
内
容
を
通
し
て
、
…
…
主
観
法
的
な
保
障
内
容
は
規
範
的
な
基
盤
を
獲
得｣

し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る

(《

客
観
法
的
内
容
の
補
助
機
能》

・
主
観
法
的
保
障
内
容
の
客
観
法
的
基
本
権
内
容
へ
の
従
属
性) (�)

。
そ
の
上
で
、
個
人
は
、

立
法
者
・
裁
判
所
・
行
政
へ
課
さ
れ
た
客
観
法
的
な
要
請
を
満
た
す
よ
う
求
め
る
請
求
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
理
解
が
浸
透
し
て
い
る
点
に
ド
イ
ツ
の
議
論
の
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
九
条
四
項
は
、｢

重
要

な
権
限
配
分
あ
る
い
は
権
限
分
配
の
機
能
を
も
有
し
て
い
る
。
国
民
の
個
人
権
の
保
護
の
た
め
に
、
権
利
に
影
響
を
及
ぼ
す
公
権
力
の

行
為
の
適
法
性
に
つ
い
て
の
最
終
的
な
判
断
権
は
、
裁
判
権
力
に
委
ね
ら
れ
る｣ (�)

と
い
う
理
解
で
あ
る
。
つ
ま
り
、｢

裁
判
所
優
位
の

・
・
・
・
・
・

権
力
分
立

(������������� ������������������)
を
構
成｣

し
、｢

立
法
権
と
、
特
に
執
行
権
の
統
制
の
際
の
中
心
的
な
任
務
は
、

・
・
・
・

裁
判
所
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る｣ (�)
。
こ
の
こ
と
が
、｢

広
い
範
囲
に
お
い
て
原
告
私
人
お
よ
び
裁
判
所
の
権
能
を
強
化
す
る
根
拠
に
な
っ

て
い
る｣ (�)
。

た
だ
し
、
同
時
に
、
一
九
条
四
項
は
、｢
均
衡
の
と
れ
た
権
利
保
護

(������������������������)｣

を
義
務
付
け
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
一
般
的
に
は
言
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、｢

一
九
条
四
項
は
、
衡
量
に
引
き
入
れ
ら
れ
る
他
の
憲
法
規
範
も
実
践
的
整
合
性

・
・

(��������������������)
の
原
則
に
従
っ
て
、
全
体
と
し
て
実
効
的
に
な
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣ (�)

。
こ
れ
に

・
・
・
・
・

つ
い
て
は
、
異
論
も
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
条
四
項
は
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
よ
る
制
限
を
許
容
す
る
の
か
と
い
う
審
査
枠
組
み
に

関
わ
る
問
題
と
不
可
避
的
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
後
に
確
認
す
る

(

第
三
章
第
二
節
２)

。

２

実
効
的
権
利
保
護
要
請
の
程
度

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
実
効
的
権
利
保
護
は
、
国
家
に
対
し
て
客
観
法
的
な
要
請
を
行
う
。
そ
し
て
、
権
利
保
護
主
張
者
は
、

そ
の
要
請
の
遂
行
を
求
め
る
請
求
権
を
有
し
て
い
る
。
た
だ
し
、｢

何
が
、(
立
法
者
に
対
す
る)

基
本
権
上
の
給
付
請
求
権
の
実
質
そ

の
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
に
よ
る
多
様
な
具
体
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
ま
で
明
ら
か
で
な
い｣ (�)

。
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給
付
請
求
権
の
実
質
と
し
て
考
え
う
る
の
は
、
最
適
化
命
題

(�����������������)

を
達
成
す
る
と
い
う
要
請
と
最
低
限
の
水

準

(���������������)
を
遵
守
す
る
と
い
う
要
請
で
あ
る
。
一
九
条
四
項
の
包
含
す
る
原
則
が
ど
ち
ら
の
要
請
を
行
っ
て
い
る
と

み
る
か
に
よ
っ
て
、
理
念
的
に
は
二
つ
の
立
場
に
分
か
れ
う
る
。
最
適
化
命
題
を
一
九
条
四
項
の
原
則
と
す
る
立
場
は
、｢

権
利
保
護

の
特
定
の
給
付
内
容
に
関
し
て
、(

一
応
、
そ
し
て
な
お
の
こ
と
確
定
的
に)

可
能
な
限
り
広
範
囲
に
わ
た
る
要
求
を
一
九
条
四
項
か
ら

引
き
出
そ
う
と
す
る
解
釈｣ (�)
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
最
大
化
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
さ
し
あ
た
り
一

応
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
正
当
化
可
能
な
原
理

(�������)
と
し
て
の
性
格
を
も
つ

(�)

。
こ
れ
と
反
対
の
立
場
が
、
最
低
限
の
水
準

を
そ
の
要
請
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、｢

内
容
形
成
に
関
し
て
、
権
利
保
護
の
最
大
化
を
目
指
す
実
効
性
思
考
へ
の
批
判
的
な

考
え
方｣ (�)
で
あ
り
、｢

確
定
的
で
、
比
較
衡
量
の
可
能
で
な
い｣ (�)
要
請
を
意
味
す
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
要
請
は
、
実
際
に
は
並
存
し
う
る
も
の
と
し
て
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
典
型
的
に
示
す
の
が
、

Ｐ
・
Ｍ
・
フ
ー
バ
ー
の
見
解
で
あ
る
。
フ
ー
バ
ー
は
、
実
効
性
の
要
請
を
、｢

実
効
的
な
権
利
保
護
の
最
低
限
の
水
準｣

と
捉
え
る

(�)

。

こ
の
最
低
限
の
水
準
は
、｢

裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
独
立
の
決
定
機
関
へ
の
ア
ク
セ
ス｣

、｢

出
訴
の
途
の
明
確
性
の
要
請
、
そ
し
て
、

果
さ
れ
た
行
政
行
為
に
対
す
る
権
利
保
護｣ (�)
を
包
含
す
る
。
同
時
に
、｢

こ
の
実
効
的
な
権
利
保
護
を
越
え
て
、
一
九
条
四
項
か
ら
は
、

最
適
化
要
請
ま
で
も
が
読
み
取
ら
れ
う
る｣

。
つ
ま
り
、
核
心
と
し
て
の
最
低
限
の
水
準
の
ま
わ
り
に
、
衡
量
の
可
能
な
保
障
領
域
が

広
が
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
使
用
法
で
は
、
最
適
化
要
請
は
均
衡
の
と
れ
た
権
利
保
護
と
い
う
意
味
に
な
る

(�)

。
こ
の
場
合
、
最

適
化
要
請
は
、
単
純
な
最
大
化
要
請
と
し
て
は
理
解
さ
れ
な
い

(�)
。
対
立
す
る
他
の
基
本
権
等
を
も
考
慮
に
い
れ
て
、
双
方
の
最
大
化
が

要
請
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
実
践
的
整
合
性
が
目
指
さ
れ
る

(�)
。

な
お
、
次
章
で
検
討
す
る
審
査
枠
組
み
と
の
関
係
に
つ
い
て
先
に
少
し
触
れ
て
お
く
と
、
最
低
限
の
水
準
を
核
心
と
し
つ
つ
、
一
九

条
四
項
の

｢

原
形｣

と
し
て
最
適
化
要
請
ま
で
を
も
観
念
す
る
こ
と
は
、
三
段
階
審
査
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
防
御
権
的
構
成
と
結
び
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つ
く
。
こ
れ
に
対
し
て
、
最
低
限
の
水
準
の
み
を
一
九
条
四
項
の

｢

原
形｣

と
し
て
観
念
す
る
こ
と
は
、
最
低
限
の
水
準
が
満
た
さ
れ

て
い
る
か
ど
う
か
を
問
題
と
す
る
給
付
権
的
構
成
と
結
び
つ
く
。

注(�)���������������������������������������������������������������
1975���25���������������������������

�����������
(�����)����������������������

1996����Ⅰ�����19���1135����30�����������������������
�� ���������������

(�����)��������������������������Ⅰ�����19�
5�������

2000���1041����2�
(�)������� ���������������������������������������� ���������������������������������������������

(�����)�
����������Ⅵ�

1989���1234����1����������������������������������������������������������������
������ �������������������������������

1995���29�������������������������������������������������
���������������������

(�����)����������������������������Ⅰ��������
19�
5�������

2005���1810����367�
������������������ ����������������������� ������ ���������������

(�����)�����������������������
���Ⅲ�����19����4�

2006���16����7�
(�)������������������������

(����53)���32�����������������������������������������������������
������������������

(�����)������������
50���������������������������������Ⅱ�

2001���474���������������
(����53)���1810����367������������� ���������

(����53)���16����7�
(�)����������������� �������������������������������������

11�������
1919��������������� �

����������������������
14�������

1933���494���
(�)�����������������������������������������������19����4������������������������������

8�
1950���88�

(�)���������88�(�)������������
(����52)���1068����47

は
、
手
続
的
主
要
基
本
権
と
い
う
性
格
づ
け
は
一
九
条
四
項
を
過
小
評
価
す
る
も
の
と
し
、

｢

一
九
条
四
項
は
実
体
的
基
本
権
に
つ
け
加
え
ら
れ
た
付
加
物
で
は
な
く
、
主
観
法
的
な
基
本
権
保
護
そ
れ
自
体
の
一
部
で
あ
る｣

こ
と
を
強
調
す
る
。
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�(�)�������
1�
264
(280)�

(�)��������������������
(����52)���26�

(�)��������������������������������������������������������������������������������Ⅰ�
2�������

1957���542�(�)���������116�(�)
防
御
権
と
給
付
権
と
は
、
形
式
的
区
別
に
よ
れ
ば
、｢

具
体
的
場
合
に
、
法
的
効
果
が
不
作
為
に
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
積
極
的
行
為
に
あ
る
か｣

と
い
う
こ
と
で
分
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
実
質
的
意
義
に
お
け
る
防
御
権
は
、｢

個
人
に
国
家
か
ら
自
由
な
領
域
を
保
障
す
る
権
利｣

と
定
義
さ
れ
、

実
質
的
意
義
に
お
け
る
給
付
権
は
、｢

そ
の
法
的
効
果
が
憲
法
よ
り
下
位
の
法
秩
序
や
先
行
す
る
国
家
行
為
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
常
に
、
積
極

的
な
国
家
行
為
の
意
味
に
お
け
る
給
付

(��������)
に
存
在
す
る
憲
法
上
の
権
利｣

と
定
義
さ
れ
る
。(�������������������

��������������������������������� ������50�
2000���303��)

な
お
、｢� ���������
の
概
念
は
、
広
く
使
用
さ
れ
、
す
べ
て
の
規
範
的
な
、
そ
し
て
事
実
的
な
行
為
を
含
む｣

(���������303����21�
小
山
・
前
掲
注

(

２)

一
一
六
頁
も
、｢
本
来
、
憲
法
学
に
お
い
て

『

給
付』

は
、
生
存
配
慮
と
結
び
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
環
境

保
護
や
基
本
権
保
護
義
務
論
な
ど
、
国
の
作
為
義
務
の
内
容
が
拡
張
し
て
き
た
こ
と
に
対
応
し
て
、『

給
付』

は
、
物
質
的
給
付
に
加
え
て

『

規
範

的
給
付』

す
な
わ
ち
法
規
範
の
定
立
の
要
請
を
含
む
も
の
と
な
っ
た｣

と
述
べ
る
。)

。

(�)
参
照
、
小
山
・
前
掲
注

(

２)

三
頁
以
下
。

(�)
た
だ
し
、
別
の
観
点
を
顧
慮
し
た
場
合
、
原
則
・
原
形
を
憲
法
の
次
元
で
獲
得
で
き
た
と
し
て
も
、
給
付
権
と
三
段
階
審
査
が
直
ち
に
は
結
び
つ

か
な
い
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

(

第
三
章
第
一
節
２)
。

(�)�������������
(����54)���475�

(�)������������������������������������������� �����
(�����)���������������������������������

2002�
����

19
Ⅳ���16����1�

(

た
だ
し
、
引
用
中
の
ロ
ー
マ
数
字
は
引
用
者
に
よ
る
。)�����������������38����47�

(�)�������������
(����5)���289������������������������������������������������

2005���444
は
、
こ
れ
を

｢

平
凡
で
空
疎
な
話｣

と
評
す
る
。

(�)�������������
(����5)���289�

(�)����������������������
(����52)���1147����65�
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(�)���������1147����65�
(�)

こ
の
見
解
に
つ
い
て
、��������������

(����68)���444����10

は
、｢

基
本
権
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
構
造
の
問
題
を
言
い
方

(��� ��
��������)

に
限
定
す
る｣

も
の
と
理
解
し
て
い
る
。

(�)��������������������������������������������
2006���58�

ま
た
、�������������

(����54)���475����34

は
、
こ

の
定
式
化
を
作
為
的
に
こ
し
ら
え
た
も
の
と
捉
え
て
い
る
。

(�)�����������
(����73)���62�

(�)�������������
(����5)���248�

他
に
、
一
九
条
四
項
が
内
容
形
成
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
述
べ
る
も
の
と
し
て
、������

��������������
(����52)���28�

37�
75�����������������

(����53)���41�����������������������
(����52)���

1135����33���1145����60����������������������������������������������������������
2000���256���

�����������
(����54)���489���������������

(����68)���444�����������������
(����53)���1810����368���

�������������
(����7)���434������51�������������

(����67)���107����167�������������������������
(����14)���261����1007

(
邦
訳
三
七
四
頁)

(�)������������ ���������
(����53)���19����14�
他
に
一
九
条
四
項
が
制
度
的
保
障
を
含
む
と
い
う
見
解
と
し
て
、������

��������������������
(����52)���1135����33�������������

(����52)���1069����49�������������
(����67)�

��16����1�������������������������
(����14)���261����1007

(

邦
訳
、
三
七
四
頁)��������������

(����5)���246�
(�)������������ ���������

(����53)���20����14�
[

傍
点
は
原
文
太
字]

(�)����������������������
(����52)���1135����33�

(�)�����������������
(����54)���477�

(�)�����������������������������������
2003���323�

(�)
小
山
剛

｢

基
本
権
の
内
容
形
成
論
か
ら
の
応
答｣

法
律
時
報
八
一
巻
五
号

(

二
〇
〇
九
年)

一
二
頁
。

(�)
小
山
・
前
掲
注

(�)
一
三
頁
。

(�)

小
山
・
前
掲
注

(�)
一
三
頁
。

(�)����������������
(����52)���44�

(�)��������������
(����68)���487�
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��(�)�������
44�
302

(306)�
49�
252

(256��)�
(�)��������������

(����53)���1810����369�
[

傍
点
は
原
文
太
字]

(�)���������1811����373�
(�)���������1811����373�
(�)������������

(����67)���108������169�
[

傍
点
は
原
文
太
字]

も
っ
と
も
、���������202����321

で
は
、｢

少
な
く
と
も
、

恣
意
禁
止
が
、
立
法
者
に
制
約
を
課
し
て
い
る｣

と
述
べ
て
お
り
、
多
少
謙
抑
的
で
あ
る
よ
う
に
も
み
え
る
。

(�)���������38����48�
(�)��������������

(����68)���488�
(�)���������489�(�)������������������� ������������� �������������������������������������� �������� �����

2003���166�
同
様
の
指
摘
は
、
制
度
後
退
禁
止
原
則
に
関
し
て
、
日
本
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、｢

か
か
る
制
度
後
退
禁
止
原
則
は
、
た
し
か
に
、

憲
法
的
規
範
の
法
的
拘
束
力
の
働
く
領
域
を
拡
張
さ
せ
る
も
の
と
し
て
魅
力
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
原
則
に
対
し
て
は
、
何
よ
り
も
、
下
位
規

範
に
先
行
し
て
確
定
し
て
い
る
は
ず
の
憲
法
上
の
法
規
範
の
内
容
が
、
下
位
の
制
度
の
有
無(

な
い
し
内
容)

に
よ
っ
て
逆
に
規
定
さ
れ
て
し
ま
う｣

と
の
指
摘
が
あ
る

(

内
野
正
幸

『

憲
法
解
釈
の
論
理
と
体
系』

(

日
本
評
論
社
、
一
九
九
一
年)

一
五
五
頁)

。

(�)���������168�(�)�����������
(����73)���62�

(�)���������62�(�)��������������
(����94)���167�

(�)��������������
(����68)���490�

(�)�����������
35�
263
(274)�

35�
382
(401)�

40�
272
(275)�

54�
39
(41)�

101�
397
(407)�

104�
220
(231)�

107�
299
(337)�

108�
341
(347)�(�)����������������������

(����52)���1145������61
[

傍
点
は
原
文
太
字]；

同
旨
を
述
べ
る
も
の
と
し
て
、����������������
(����80)���321�������������������������

(����14)���261����1007
(

邦
訳
、
三
七
四
頁)��������������

(����5)�
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(�)�����������������
(����54)���474�

(�)�����������
7�
198
(204��)

邦
語
に
よ
る
紹
介
と
し
て
、
木
村
俊
夫｢

言
論
の
自
由
と
基
本
権
の
第
三
者
効
力

リ
ュ
ー
ト
判
決

｣

栗
城
壽
夫
・
戸
波
江
二
・
根
森
健

『

ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例

[

第
二
版]』

(

信
山
社
、
二
〇
〇
三
年)

一
五
七
頁
。

(�)�������������
(����5)���289；

同
旨
を
述
べ
る
も
の
と
し
て
、����������������

(����53)���36�
(�)���������������

(����53)���1235����4�
(�)������������ ���������

(����53)���18����10�
[

傍
点
は
原
文
太
字]

(�)
山
本
隆
司

｢
行
政
訴
訟
に
関
す
る
外
国
法
制
調
査

ド
イ
ツ

(

上)｣

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
三
八
号

(

二
〇
〇
三
年)

八
七
頁
。

(�)���������������� ���������
(����53)���15����4�

[

傍
点
は
原
文
斜
体
字]

(�)��������������
(����68)���447�

(�)���������462�(�)�������������447�
(�)���������462�(�)���������447�(�)������������������

(����53)���1832�������453���
(�)���������1832����454�
(�)�������������1836����469�
(�)���������������� ���������

(����53)���16����4�����������������
(����53)���45����������������

(����94)���173�
こ
う
し
た
考
え
方
は
、｢

理
想
的
な
夢
の
よ
う
な
裁
判
手
続
が
実
現
さ
れ
な
い
限
り
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
と
も
言
え
な
い｣

(

長
谷
部
・
前
掲
注

(�)
五
三
頁)

と
い
う
記
述
に
も
通
底
し
て
み
ら
れ
る
。

(�)
最
適
化
と
い
う
命
題
は
、｢

両
法
益
の
限
界
が
、
双
方
が
最
適
の
実
効
性
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
画
さ
れ
る｣

こ
と
を
要
請
す
る
。(������

����������
(����17)���28����72�

[

傍
点
は
原
文
斜
体
字]
邦
訳
、
四
〇
頁
以
下)
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第
三
章

ド
イ
ツ
に
お
け
る

｢

出
訴
の
途｣

審
査
枠
組
み

第
一
節

判
例

こ
こ
で
は
、
法
律
上
の
規
定
お
よ
び
裁
判
所
の
判
断
が
、
一
九
条
四
項
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
際
に
、
連
邦
憲
法
裁
判

所
が
ど
の
よ
う
な
審
査
枠
組
み
を
用
い
て
い
る
か
を
分
析
す
る
た
め
に
、
三
つ
の
判
例
を
概
観
す
る
。
こ
れ
ら
の
判
例
は
、
大
枠
で
は

あ
る
共
通
し
た
審
査
枠
組
み
を
用
い
つ
つ
も
、
具
体
的
な
審
査
基
準
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
基
準
を
定
立
し
て
い
る
。
三
つ
の

判
例
の
共
通
点
を
抽
出
す
る
と
と
も
に
、
差
異
が
ど
こ
か
ら
生
ず
る
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
が
、
本
節
で
の
課
題
で
あ
る
。

１

概
要

[

１]�������
60�
253�

(

一
九
八
二
年
四
月
二
〇
日
第
二
法
廷
決
定)

【
事
案
】
行
政
裁
判
所
法
一
七
三
条
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
民
事
訴
訟
法
八
五
条
二
項
は
、｢

訴
訟
代
理
人
の
責
任
は
当
事
者
の
責

任
と
同
一
で
あ
る｣

と
定
め
る
。
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
は
、
同
規
定
は
行
政
裁
判
所
法
六
〇
条
一
項

[

責
め
に
帰
す
こ

と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
法
定
期
間
を
遵
守
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
は
申
立
て
に
よ
り
原
状
回
復
が
認
め
ら
れ
る
。]

に
鑑

み
、
基
本
法

(

一
六
条
二
項
二
文
、
一
九
条
四
項
お
よ
び
社
会
国
家
原
則)

に
違
反
す
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
行
政
裁
判
所
が
、
民
事

訴
訟
法
八
五
条
二
項
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
、
基
本
法
一
〇
〇
条
一
項

[

具
体
的
規
範
統
制]

に
基
づ
き
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
決
定

を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。

【
判
旨
】

｢

裁
判
所
に
よ
る
権
利
保
護
の
範
囲
へ
直
接
、
制
限
的
な
効
果

(������� ����������������)｣
を
及
ぼ
す
よ
う
な

｢

内
容
形
成
は
、
他
の
憲
法
原
理
の
実
現
を
顧
慮
し
て
正
当
化
さ
れ
る
場
合
に
は
、
一
九
条
四
項
と
合
致
し
う
る
。
と
い
う
の
は
、
憲
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法
は
ひ
と
つ
の
意
味
構
造
で
あ
り
、
そ
の
意
味
構
造
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
個
別
の
保
障
は
、
し
た
が
っ
て
一
九
条
四
項
一
文
も
憲
法

の
他
の
規
範
や
原
則
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
で
あ
る｣ (�)

。

憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
具
体
化
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。｢

一
九
条
四
項
一
文
が
、
公
権
力
に
よ
る

(

主
張
さ
れ

た)

権
利
侵
害
の
た
め
に
保
障
し
て
い
る
出
訴
の
途
は
、
規
範
的
な
内
容
形
成
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
決
定
の
対
象
の

性
質
に
応
じ
て
、
出
訴
の
途
に
つ
い
て
、
特
に
、
手
続
の
性
質
、
手
続
原
理
、
決
定
の
性
質
、
決
定
の
効
果
に
つ
い
て
、
様
々
な
形
態

が
と
ら
れ
構
造
化
さ
れ
う
る
。
そ
の
際
、
立
法
者
に
は
広
い
形
成
の
自
由
が
与
え
ら
れ
る
。
と
く
に
、
法
的
安
定
性
の
必
要
性
と
、
個

別
事
案
に
お
け
る
実
体
的
な
正
義
を
作
り
出
す
機
会
に
生
じ
う
る
損
失
と
の
間
で
、
衡
量
す
る
優
先
権
が
与
え
ら
れ
る
。
…
…
し
か
し

な
が
ら
、
実
体
的
な
正
義
を
実
現
す
る
と
い
う
法
治
国
家
の
基
本
要
請
は
、
個
別
事
案
に
の
み
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
法
秩
序
と

そ
の
執
行
の
効
力
関
係
に
も
全
体
と
し
て
関
係
が
あ
る
。
こ
の
要
請
と
法
的
安
定
性
の
間
に
は
、
確
か
に
、

個
別
事
例
に
お
い
て

い
つ
も
解
消
可
能
で
は
な
い

緊
張
関
係
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
一
般
に
越
え
難
い
溝
の
あ
る
対
立
は
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
、

然
る
べ
き
手
続
に
つ
い
て
の
法
的
安
定
性
を
も
た
ら
す
こ
と
は
、
実
体
的
正
義
の
要
求
で
さ
え
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
法
的
安
定
性

は
、
法
的
争
い
に
よ
り
動
揺
さ
せ
ら
れ
た
自
由
の
保
護
や
、
不
明
確
な
権
利
の
確
認
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
出
訴
の
途
の
内

容
形
成
は
、
一
九
条
四
項
一
文
の
保
護
目
的
を
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
内
容
形
成
は
、
そ
の
目
的
に
即
し

(��������������)
、
適
合
的
で

(��������)
、
か
つ
適
切
で

(����������)
、
権
利
主
張
者
に
と
っ
て
要
求
可
能

(��������)
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
く
に
、
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
、
適
切
で
な
い
高
い
手
続
法
上
の
ハ
ー
ド
ル
が
お
か
れ
て
は
な

ら
な
い｣ (�)

。
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[
２]�������

101�
106�

(

一
九
九
九
年
一
〇
月
二
七
日
第
一
法
廷
決
定) (�)

【
事
案
】
異
議
申
立
人
の
身
辺
調
査
に
関
す
る
完
全
な
文
書
を
裁
判
所
に
提
出
す
る
こ
と
を
バ
イ
エ
ル
ン
内
務
省
に
義
務
づ
け
た
一

審
判
決
を
変
更
し
、
文
書
提
出
を
拒
絶
す
る
要
件
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
バ
イ
エ
ル
ン
上
級
行
政
裁
判
所
の
決
定
お
よ
び
文
書

提
出
を
拒
絶
し
た
バ
イ
エ
ル
ン
内
務
省
の
決
定
に
対
し
て
起
こ
さ
れ
た
憲
法
異
議
事
件
で
あ
る
。

【
判
旨
】

｢

た
だ
し
、
一
九
条
四
項
は
、
留
保
な
く
定
式
化
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
は
じ
め
か
ら
制
限

(�������� �������)
を
排
除
し
な
い
。
権
利
保
護
保
障
の
内
容
形
成
の
際
に
、
包
括
的
な
権
利
保
護
の
要
請
に
対
立
す
る
利
益
が

考
慮
を
必
要
と
す
る
限
り
で
、
立
法
者
は
む
し
ろ
、
こ
の
原
則

[

包
括
的
な
権
利
保
護]

に
従
っ
て
一
九
条
四
項
か
ら
生
じ
る
請
求
権

を
制
限
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
制
限
は
、
比
例
原
則
か
ら
生
じ
る
要
請
の
下
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
制
限
は
、
法
治
国
家
の

手
続
法
の
原
理
と
両
立
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
要
求
で
き
な
い

(����������)
、
実
態
に
即
し
た
根
拠

(������� ���)

に
よ
っ

て
も
は
や
正
当
化
さ
れ
な
い
方
法
で
、
権
利
保
護
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い｣ (�)
。

続
け
て
、
古
典
的
な
比
例
原
則
に
従
っ
た
審
査
が
行
わ
れ
る
。｢

た
だ
し
、
規
定
の
目
的
は
、
憲
法
上
異
議
を
唱
え
ら
れ
え
な
い
。

そ
れ
が
知
れ
渡
る
な
ら
ば
国
民
や
ラ
ン
ト
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
事
項
の
秘
密
を
保
持
す
る
こ
と
は
、
公
共
の
正
当
な
関
心

事
で
あ
る｣ (�)

。｢

行
政
裁
判
所
法
九
九
条
二
項
一
文

[

関
係
人
の
申
立
て
に
基
づ
き
、
情
報
提
供
お
よ
び
文
書
等
の
提
出
の
拒
絶
が
適
法

で
あ
る
か
ど
う
か
を
上
級
行
政
裁
判
所
が
、
口
頭
弁
論
な
し
に
決
定
に
よ
り
確
定
す
る
こ
と
を
定
め
る
規
定]

は
、
そ
の
目
的
を
達
成

す
る
た
め
に
は
適
切
な

(��������)
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
目
的
達
成
に
つ
い
て
の
必
要
性

(����������������)
が
そ
こ
に
は

欠
け
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
に
基
づ
く
権
利
保
護
請
求
権
が
今
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
行
政
裁
判
所
法
九
九
条
に
基

づ
き
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
、[

イ
ン
カ
メ
ラ
手
続
に
よ
っ
て

平
良
注]

正
当
な
秘
密
保
護
の
必
要
性
を
顧
慮
す
る
可
能
性
が
存
在

す
る
か
ら
で
あ
る｣ (�)

。
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[

３]�������
116�

1�
(

二
〇
〇
六
年
五
月
二
三
日
第
一
法
廷
決
定)

【
事
案
】
解
任
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
任
命
さ
れ
な
か
っ
た
破
産
管
財
人
の
た
め
に
取
消
可
能
性
が
用
意
さ
れ
て
お
ら
ず
、
司
法
審
査

可
能
な
任
命
手
続
を
区
裁
判
所
で
リ
ス
ト
に
載
せ
ら
れ
た
破
産
管
財
人
の
た
め
に
保
障
す
る
法
的
規
律
、
あ
る
い
は
任
命
の
拒
否
を
阻

止
す
る
法
的
規
律
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
点
で
、
上
級
地
方
裁
判
所
の
決
定
お
よ
び
破
産
法
三
四
条
二
項
、
六
条
一
項
が
基
本
法
一
九

条
四
項
に
反
す
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
憲
法
異
議
事
件
で
あ
る
。

【
判
旨
】

｢

個
別
の
事
案
に
お
い
て
、
基
本
権
上
根
拠
づ
け
ら
れ
た
衝
突
す
る
利
益
が
調
整
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
、
実
効
的
な

権
利
保
護
の
基
本
法
上
の
保
障
は
、
制
限
を
排
除
し
な
い
。
そ
の
際
に
は
、
…
…
規
定
の
効
果
に
関
し
て
、
比
例
原
則
も
ま
た
顧
慮
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い｣ (�)
。
多
極
的
法
関
係

(���������������������� ��������)
に
お
い
て
、
比
例
性
を
顧
慮
す
る
衡
量
審
査
に
よ
れ

ば
、｢

志
願
者
の
、
裁
量
の
誤
り
の
な
い
決
定
を
求
め
る
請
求
権
を
貫
徹
す
る
た
め
の
可
能
な
限
り
実
効
的
な
権
利
保
護
を
求
め
る
利

益
は
、
特
に
、
債
権
者
の
破
産
手
続
の
円
滑
で
迅
速
な
進
行
を
求
め
る
利
益
と
対
置
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
方
法
で
、
実
践
的
整

合
性
の
確
立
の
原
則
に
適
合
し
た
解
決
策
が
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い｣ (�)
。

２

分
析

(

１)

内
容
形
成
の
限
界
の
喩
越
＝
権
利
侵
害
、
す
な
わ
ち
三
段
階
審
査

１
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
法
律
お
よ
び
裁
判
所
の
決
定
と
一
九
条
四
項
と
の
適
合
性
を
審
査
す
る
枠
組
み
は
、
各
判
例
に
よ
っ
て
様
々

で
あ
る
。
上
記
判
示
の
な
か
で
、
基
本
権
の
内
容
形
成
と
い
う
観
点
か
ら
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
各
判
例
に
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
次
の

点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
判
例
が
、｢

訴
訟
法
の
定
立
者
の
一
九
条
四
項
に
よ
る
常
に
徹
底
的
な
拘
束
を
受
け
入
れ
て
き
た
と
い
う
こ

と
、
し
か
も
、
内
容
形
成
立
法
の
た
め
の
客
観
法
的
な

(

拘
束
力
を
も
つ)
プ
ロ
グ
ラ
ム
準
則
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、

直
接
的
な
基
本
権
上
の
権
利
保
護
の
憲
法
に
合
致
し
た
形
成
を
求
め
る

(

主
観
的
な)

請
求
権
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
徹
底
的
な
拘
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束
を
受
け
入
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
、
明
確
に
示
し
て
い
る｣

と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、｢

客
観
的
に

『

立
法
者
に
よ
る
内
容

形
成
の
可
能
性
の
限
界』

を
越
え
る｣

法
律
は
、｢

基
本
権
の
享
有
主
体
の
権
利
保
護
を
求
め
る
主
観
的
権
利
を
侵
害
し
て
い
る｣

こ

と
に
な
る

(�)
。
こ
の
場
合
、｢

権
利
の
論
理｣

で
審
査
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
小
山
剛
の
説
く
論
証
作
法
の
区
別
に
従
え
ば
、
防
御

権
が
問
題
と
な
る
際
に
用
い
ら
れ
る
三
段
階
審
査
が
な
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る

(�)

。

果
し
て
、
憲
法
裁
判
所
は
、
確
か
に
、
防
御
権
の
場
合
に
用
い
ら
れ
る
審
査
枠
組
み
を
用
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
た
と
え

ば
、
そ
れ
は
、｢

制
限
的
な
効
果｣

[

判
例
１]

、｢

制
限｣
[

判
例
２
・
判
例
３]

、｢

阻
害
す
る｣

[

判
例
２]

と
い
っ
た
用
語
法
に
あ
ら

わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
三
段
階
審
査
に
特
有
の

｢

介
入

(��������)｣
と
い
う
語
は
使
わ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
制
限
や
阻
害
の

確
認
は
、
基
本
権
に
正
当
化
を
要
す
る
干
渉
が
加
え
ら
れ
た
か
ど
う
か
を
問
う
第
二
段
階
目
に
対
応
し
て
い
る

(�)

。
続
い
て
、
こ
の
よ
う

な
制
限
や
阻
害
に
つ
い
て
は
、
正
当
化
可
能
性
の
有
無
が
、
比
例
原
則
を
用
い
て
審
査
さ
れ
る

(

第
三
段
階
目) (�)

。
具
体
的
に
み
る
と
、

[

判
例
１]

で
は
、｢

内
容
形
成
は
、
そ
の
目
的
に
即
し
、
適
合
的
で
、
か
つ
適
切
で
、
権
利
主
張
者
に
と
っ
て
要
求
可
能
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い｣

と
い
う
基
準
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
適
切
性
お
よ
び
要
求
可
能
性
は
、
狭
義
の
比
例
性

(

均
衡
性)

と
同
義
で
あ

る
と
さ
れ
る

(�)

。[

判
例
２]

で
は
、
古
典
的
な
比
例
原
則
の
形
式
に
則
っ
て
、
目
的
の
適
切
性
、
目
的
に
対
す
る
手
段
の
必
要
性
の
審

査
が
行
わ
れ
、
よ
り
厳
し
い
比
例
原
則
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、[

判
例
３]

に
お
け
る
比
例
性
審
査
は
、
先
の
二
つ

と
は
意
味
合
い
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
実
践
的
整
合
性
の
原
則
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
上
記
二
つ
に
お
け
る
比
例
原
則

で
は
、｢

法
律
に
よ
る
自
由
権
制
限
が

『

侵
害』

と
し
て
の
性
格
を
持
つ
点
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る｣

の
に
対
し
、
実
践
的
整
合
性

の
原
則
に
お
い
て
は
、｢

憲
法
上
の
利
益
対
立
に
際
し
て
、『

両
者
を
大
切
に
し
た
調
整』

を
行
お
う
と
す
る
努
力
が
あ
る｣ (�)

。
す
な
わ

ち
、
大
枠
と
し
て
は
三
段
階
審
査
を
行
い
つ
つ
も
、
先
の
二
つ
の
判
例
よ
り
も
一
九
条
四
項
を
防
御
権
と
し
て
捉
え
る
側
面
は
弱
ま
っ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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以
上
を
総
合
し
て
、
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
、｢

失
敗
し
た
内
容
形
成
に
対
す
る
基
本
権
の
保
護
は
、
権
利
保
護
の
制
限
に
対
す
る

・
・

保
護
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え

『

防
御
権
的
に
形
作
ら
れ
る』｣ (�)

と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
と
、
一
九
条
四
項
に
関
す
る
審
査
枠
組
み
は
、
一
見
な
ん
ら
問
題
を
含
ん
で
い
な
い
か
に
み
え
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
一
九
条
四
項
は
、
異
論
な
く
給
付
権
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
権
利
に
防
御
権
的
側
面
を
見
出
す
見
解
は
ご
く

限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

(

第
二
章
第
一
節
２)

。
こ
の
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
浮
か
び
上
が
る
。
す
な
わ
ち
、

｢

憲
法
裁
判
所
は
、
制
限
と
内
容
形
成
と
の
具
体
的
な
関
係
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
考
え
る
こ
と
な
く
、
必
然
的
に
内
容
形
成
と
結
び
つ

け
ら
れ
る
制
限
を
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
上
、
明
ら
か
に
正
当
化
の
必
要
な

《

介
入》

と
み
な
し
て｣

お
り
、｢

奇
妙｣ (�)

で
あ
る
と
の
批
評

を
招
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
憲
法
裁
判
所
の
判
例
は
、｢

防
御
権
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
制
限
の
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク

(�����������������)
と
給
付
権
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
る
内
容
形
成
と
い
う
術
語

(��������������������������)

の
ほ
と
ん

ど
調
和
さ
せ
ら
れ
な
い

《

共
存》

を
示
し
て
い
る｣ (�)
こ
と
に
な
る
。

(

２)

一
九
条
四
項
に
内
在
す
る
正
当
化
根
拠
／
外
在
す
る
対
立
根
拠
？

こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
憲
法
裁
判
所
の
言
明
に
つ
い
て
は
、
一
九
条
四
項
に
内
在
す
る
正
当
化
根
拠
と
外
在
す
る
対
立
根
拠

と
の
区
別
に
基
づ
い
た
整
合
的
説
明
の
可
能
性
が
検
証
さ
れ
た
。

一
九
条
四
項
の
実
効
性
の
要
請
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
均
衡
の
と
れ
た
権
利
保
護
を
要
請
す
る

(

第
二
章
第
三
節
１)

。
こ
の
均
衡
性

を
確
保
す
る
た
め
の
調
整
で
は
二
種
類
が
区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、｢

一
九
条
四
項
の
保
護
範
囲
内
に
あ
る
様
々
な
実
効
性
の
観
点
の

内
在
的
な
調
整｣

と

｢

他
の
法
治
国
家
の
保
障
と
の
外
在
的
な
調
整｣
で
あ
る

(�)
。
こ
こ
に
、
防
御
権
さ
な
が
ら
の
審
査
枠
組
み
を
用
い

・
・
・
・

・
・
・
・

る
判
例
を
理
解
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
が
見
出
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
外
在
的
調
整
が
行
わ
れ
る
事
案
で
は
、｢

権
利
保

護
の

『

制
限』

に
つ
い
て
、
権
利
保
護
に
内
在
す
る
正
当
化
根
拠
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
一
九
条
四
項
の
外
側
に
あ
る
制
限
根
拠
が
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問
題
で
あ
る
。
…
…
外
側
に
あ
る
根
拠
は
、
違
憲
審
査
に
お
い
て
、
権
利
保
護
の
規
範
目
的
に
対
す
る
対
立
根
拠
と
し
て
置
か
れ
、
一

貫
し
て
、
制
限
の
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る｣ (�)

。

し
か
し
、
こ
れ
で
は
明
晰
な
説
明
を
得
ら
れ
な
い
。
確
か
に
、[

判
例
２]

お
よ
び

[

判
例
３]

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
国
家
の
秘
密

保
持
、
第
三
者
の
基
本
権
と
い
う
一
九
条
四
項
に
外
在
す
る
対
立
根
拠
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、[

判
例
１]

で
問

題
と
な
っ
た
法
的
安
定
性
は
、
一
九
条
四
項
に
内
在
す
る
正
当
化
根
拠
を
も
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、｢

一
方
で
、

通
常
、[

法
的
安
定
性
の]
原
理
は
、
実
体
的
な
正
義
と
い
う
権
利
保
護
の
目
的
へ
の

法
治
国
家
原
理
に
根
ざ
し
た

反
対
原

理
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
他
方
で
、
権
利
保
護
そ
れ
自
身
の
重
要
な
観
点
と
し
て
も
理
解
さ
れ
う
る｣ (�)

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
内
在
的
正
当
化
根
拠
／
外
在
的
対
立
根
拠
と
い
う
観
点
は
、
判
例
の
と
る
審
査
枠
組
み
の
説
明
の
た
め
に
は
有
用
で

な
い

(�)
。
こ
こ
で
は
、
根
拠
の
捉
え
方
に
判
例
の
奇
妙
さ
の
原
因
を
求
め
て
う
ま
く
説
明
し
よ
う
と
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
憲
法
裁
判
所

が
、｢

一
九
条
四
項
一
文
の
基
本
権
理
論
上
の
分
類
の
問
題
に
答
え
て
い
な
い
ま
ま
で
あ
る｣ (�)

と
い
う
、
よ
り
根
本
的
な
問
題
点
を
正

面
か
ら
追
求
し
て
い
く
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
問
題
点
を
顧
慮
す
る
な
ら
ば
、
防
御
権
と
給
付
権
と
い
う
基
本
権
の
要
求
内

容
の
違
い
に
着
目
し
て
、
審
査
枠
組
み
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、｢

法
治
国
家
原
理
の
領
域
に
お
い
て
は
、
他
の
憲
法
原
則
と
の
衝
突
状
態
で
は
な
く
、
そ
の
原
理
内
部
で
の
多
く
の
衝
突

状
態
が
存
在
す
る｣

た
め
に
、｢

様
々
な
構
造
原
理
の
協
働
は
、
介
入
・
制
限
図
式

(������������������������)
に
よ
っ
て
示

さ
れ
う
る
も
の
よ
り
、
全
体
と
し
て
複
雑
で
あ
る｣ (�)
と
い
う
こ
と
は
、
留
意
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
様
々
な
審
査
基
準

が
使
用
さ
れ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

(

第
三
章
第
二
節
１

(

２)
を
も
参
照)

。
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第
二
節

学
説

前
節
で
み
た
よ
う
に
、
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
条
四
項
に
つ
い
て
、
留
保
な
き
基
本
権
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
九
条
四
項
の

｢

原

則｣
と
し
て
の
実
効
的
権
利
保
護
の
要
請
に
対
す
る
一
応
の
制
限
を
認
め
、
そ
の
正
当
化
可
能
性
を
審
査
す
る
と
い
う
三
段
階
審
査
を

行
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
学
説
は
、
判
例
と
同
様
の
立
場

[

防
御
権
的
構
成]

と
、
異
な
る
立
場

[

給
付
権
的
構
成]

と
に
大

別
さ
れ
う
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
で
さ
ら
に
見
解
が
分
岐
し
て
お
り
、
と
く
に
給
付
権
的
構
成
で
は
い
わ
ば
一
人
一
説
的
状
況
に
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
大
き
く
防
御
権
的
構
成
、
給
付
権
的
構
成
と
し
て
括
り
う
る
審
査
枠
組
み
の
特
徴
を
ま
と
め
た
上
で
、
具
体
的
な
審
査
枠

組
み
を
確
認
し
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方
が
出
訴
の
途
の
保
障
枠
組
み
を
構
築
す
る
に
際
し
て
ふ
さ
わ
し
い
方
向
性
を
示
し
て
い
る
の
か

検
討
す
る
。

１

防
御
権
的
構
成

(

１)

特
徴

防
御
権
的
構
成
の
特
徴
は
、
大
要
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る

(�)
。

ま
ず
、
こ
の
構
成
で
は
、
内
容
形
成
と
制
限
／
介
入

(�)
と
が
別
個
の
も
の
だ
と
観
念
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
構
成
を
と
る
見
解

は
、
内
容
形
成
と
制
限
／
介
入
と
の
関
係
に
つ
い
て
、｢
全
て
の
最
適
で
な
い
法
律
に
よ
る
内
容
形
成
を
、

正
当
化
可
能
で
あ
る

が
正
当
化
の
必
要
な

最
適
な
権
利
保
護
と
い
う
原
理
へ
の
不
作
為
に
よ
る
介
入
と
理
解
す
る｣

(

限
界
を
越
え
た

《

内
容
形
成》

は

《

介
入》

に

《

転
化》

す
る
。)

(�)
。
さ
ら
に
説
明
を
加
え
る
と
、
最
適
化
要
請
と
し
て
の
実
効
的
権
利
保
護
要
請
を
満
た
さ
な
い
内
容
形
成

は
正
当
化
す
る
必
要
の
あ
る
も
の
と
さ
れ
、
逆
に
言
う
と
、
実
効
的
権
利
保
護
要
請
を
満
た
す
内
容
形
成
は
正
当
化
す
る
必
要
の
な
い

も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
内
容
形
成
に
は
、
正
当
化
の
必
要
の
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
と
の
二
種
類
が
区
別
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
、
正
当
化
の
必
要
の
あ
る
内
容
形
成
の
み
が
、
限
界
を
越
え
た
場
合
、
制
限
に
転
化
す
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
正
当
化
の
必
要
を
認
め
る

(

つ
ま
り
、
正
当
化
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る)

と
い
う
こ
と
は
、
一
九
条
四
項

の

｢
原
則｣

と
し
て
、
他
の
利
益
と
の
衡
量
可
能
な
保
障
内
容
、
す
な
わ
ち
、
均
衡
の
と
れ
た
権
利
保
護
と
し
て
の
最
適
化
要
請
を
観

念
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

(

２)

具
体
的
な
審
査
枠
組
み

�
以
上
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
上
で
、
防
御
権
的
構
成
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
審
査
枠
組
み
を
み
て
い
く
。
ま
ず
、
第
一
に
、
正
当

化
の
必
要
の
な
い
内
容
形
成
と
正
当
化
の
必
要
の
あ
る
内
容
形
成
、
す
な
わ
ち
制
限
／
介
入
と
が
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
の
か
と
い

う
点
に
関
す
る
問
題
で
あ
る

(�)
。
こ
れ
に
つ
い
て
明
記
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い

(�)

が
、
一
般
的
に
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
広
く
支
持
さ

れ
て
い
る
、
内
容
形
成
と
介
入
と
の
区
別
に
関
す
る

｢

排
他
性
テ
ー
ゼ｣

が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
排
他

性
テ
ー
ゼ
と
は
、｢

要
求
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
容
認
さ
れ
る
法
秩
序
の
内
容
形
成
で
あ
る
も
の
は
、
基
本
権
へ
の
介
入
と
は
な
り
え
な

い｣

と
い
う
も
の
で
あ
る

(�)
。
た
だ
し
、
こ
の
テ
ー
ゼ
に
基
づ
く
区
別
の
困
難
性
は
当
然
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
通
用
す

る
の
か
に
つ
い
て
は
、
別
途
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
る

(�)
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
。

で
は
、
正
当
化
の
必
要
な

(

余
地
の
あ
る)

内
容
形
成
と
正
当
化
の
余
地
の
な
い
内
容
形
成
と
の
区
別
は
、
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
見
解
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、｢

憲
法
改
正
に
よ
っ
て
も
変
え
ら
れ
な
い
一
九
・
・

条
四
項
の
核
心
領
域
へ
の
介
入
は
正
当
化
可
能
で
な
い｣ (�)
、
あ
る
い
は
、｢

裁
判
所
へ
の
提
訴
を
一
般
的
に
排
除
す
る
こ
と
は
ど
ん
な
こ

・
・
・
・
・
・
・
・

と
が
あ
っ
て
も
で
き
な
い｣ (�)

。｢

国
家
の
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
終
局
的
に
、
あ
る
い
は
代
償
な
く
廃
止
さ
れ
る
場
合
に
は
、
内
容
形

・
・
・

成
は
、
対
立
す
る
憲
法
上
の
保
護
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
出
訴
の
途
の
保
障
を
も
は
や
制
限
し
て
は
な
ら
な
い
。
明
文
の
憲

・

・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

法
上
の
根
拠
が
必
要
で
あ
る｣

(

た
と
え
ば
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
、
一
六
ａ
条
四
項) (�)
。
�

第
二
に
、
制
限
／
介
入
を
正
当
化
し
う
る
か
ど
う
か
の
判
断
基
準
が
問
題
と
な
る

(�)
。
ま
ず
、
正
当
化
根
拠
と
し
て
は
、
一
九
条
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四
項
が
留
保
な
き
基
本
権
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
憲
法
上
の
衝
突
す
る
法
益
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
一
致
し
て
主
張
さ
れ
る
。
こ

れ
は
、
留
保
な
き
基
本
権
に
つ
い
て
、
判
例
・
通
説
が
、｢

衝
突
す
る
第
三
者
の
基
本
権
と
憲
法
的
地
位
を
備
え
た
他
の
法
的
価
値
が

あ
る
場
合
に
の
み
、
憲
法
の
統
一
性
と
そ
れ
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
全
体
的
な
価
値
秩
序
を
考
慮
し
な
が
ら
、
制
限
で
き
な
い
基
本
権

に
対
し
て
も
、
例
外
的
に
個
々
の
関
係
に
お
い
て
制
約
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る｣ (�)

と
し
て
、
憲
法
内
在
的
な
制
約
の
可
能
性
を
認
め

て
き
た
こ
と
に
従
う
も
の
で
あ
る
。

正
当
化
の
基
準
と
し
て
は
、
比
例
原
則

(

過
剰
侵
害
の
禁
止

(� ������ ������))
が
用
い
ら
れ
る

(�)

。
さ
ら
に
、
過
剰
侵
害
の
禁
止

を
具
体
化
す
る
基
準
と
し
て
、
判
例
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
各
基
準
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
最
も
一
般
的
な
も
の
は
、｢

出
訴
の
途
は
、

要
求
で
き
な
い
、
実
態
に
即
し
た
根
拠
か
ら
も
は
や
正
当
化
さ
れ
え
な
い
方
法
で
、
妨
げ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い｣ (�)

と
い
う
基
準
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
基
準
は
よ
く
目
に
す
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、｢

そ
の
定
式
化
か
ら
は
、
客
観
的
に
方
向
づ
け

ら
れ
た
根
拠
も
、
続
い
て
の
衡
量
過
程
の
た
め
の
拠
り
ど
こ
ろ
も
取
り
出
さ
れ
え
な
い
の
で
、
論
証
に
関
す
る
い
か
な
る
固
有
の
価
値

も
有
し
て
い
な
い｣ (�)
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
正
当
化
の
可
否
の
判
断
に
際
し
て
、
実
質
的
な
意
味
は
有
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
そ
れ
に
加
え
て
、(

主
に)

一
九
条
四
項
に
内
在
す
る
正
当
化
根
拠
ま
で
も
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、｢

実
効
的
権
利
保

護
の
目
的
に
即
し
、
か
つ
適
切
で
、
権
利
主
張
者
に
と
っ
て
要
求
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
い
う
基
準
が
、
一
九
条
四

項
に
外
在
す
る
根
拠
の
場
合
に
は
、｢

制
限
は
比
例
原
則
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
制
限
は
適
合
的
で
、
憲
法
ラ

ン
ク
の
法
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣
と
い
う
基
準
が
用
い
ら
れ
る

(�)(�)
。
さ
ら
に
、
第
三
者
の
基
本
権
と
の
関

係
が
問
題
に
な
る
場
合
に
は
、
実
践
的
整
合
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

(�)
。
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２

給
付
権
的
構
成

(
１)
特
徴

給
付
権
的
構
成
に
お
い
て
は
、
内
容
形
成
と
制
限
／
介
入
と
は
別
個
の
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
一
九
条
四
項
の
場
合

に
は
、
正
当
化
の
余
地
の
あ
る
制
限
／
介
入
は
あ
り
え
な
い
。
制
限
／
介
入
さ
れ
た
な
ら
ば
、
直
ち
に
違
憲
の
侵
害
と
な
る
。
た
だ
し
、

制
限
／
介
入
は
、
憲
法
上
明
文
の
根
拠
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
正
当
化
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
。
そ
の
他
は
、
内
容
形
成
の
限
界
の
み
が

問
題
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
言
明
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、｢

一
九
条
四
項
は
、
法
律
の
留
保
を
含
ん
で
い

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
介
入
の
憲
法
上
の
正
当
化
を
行
え
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
衝
突
す
る
憲
法
規
定
だ
け
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
内
容
形
成
と
区
別
さ
れ
る
介
入
と
い
う
の
は
、
法
的
保
護
と
法
的
安
定
性
の
機
能
条
件
に
よ
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
要
求
さ

れ
て
い
な
い
出
訴
手
段
の
規
律
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
的
保
護
と
法
的
安
定
性
と
い
う
衝
突
す
る
憲
法
利
益
か
ら
、
介
入
に
対

す
る
正
当
化
を
導
く
こ
と
も
で
き
な
い
。
他
の
憲
法
利
益
に
基
づ
く
他
の
正
当
化
が
あ
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
あ
ら
ゆ
る
介
入
が
、
憲
法
上
、
正
当
化
で
き
な
い
侵
害
と
さ
れ
る
の
で
あ
る｣ (�)
。
こ
こ
で
は
、
憲
法
利
益
と
の
衡
量
可
能
な
保
障

内
容
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
防
御
権
的
構
成
と
比
べ
て
、
制
限
／
介
入
さ
れ
る
領
域
は
非
常
に
狭
く
な
る

(

最
低
限
の
水

準)

。し
か
し
な
が
ら
、
上
記
の
よ
う
に
説
明
す
る
Ｂ
・
ピ
エ
ロ
ー
ト
／
Ｂ
・
シ
ュ
リ
ン
ク
は
、
介
入
に
至
ら
な
い
内
容
形
成
に
ど
の
よ
う

な
限
界
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
に
対
し
て
、
防
御
権
的
構
成
を
と
る
見
解

か
ら
、｢

異
な
る
利
益
を

[

考
慮
に]

取
り
入
れ
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
一
般
的
に
排
除
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
概
念
的
に
内
容
形
成
と

い
う
介
入
の
前
に
横
た
え
ら
れ
た
水
準
に
ず
ら
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
べ
き
利
益
の

性
質
は
明
ら
か
で
な
い
。
す
な
わ
ち
、
自
由
な
立
法
者
の
内
容
形
成
の
み
が
問
題
で
あ
る
の
か

そ
こ
で
は
一
九
条
四
項
の
価
値
決
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定
が
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
み
で
あ
る

、
あ
る
い
は
憲
法
上
の
反
対
根
拠
が
必
要
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
立
法
者
に
つ

い
て
は
適
合
的
で
な
く
要
求
し
え
な
い
阻
害
の
み
が
退
け
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
立
法
者
は
衝
突
す
る
憲
法
的
法
益
に
拠
り
ど
こ
ろ

を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
が
明
ら
か
で
な
い｣

た
め
、｢

居
心
地
の
悪
さ
を
あ
と
に
残
す｣ (�)

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
指
摘

の
通
り
、
給
付
権
的
構
成
を
主
張
す
る
場
合
に
も
、
具
体
的
な
審
査
枠
組
み
と
し
て
、�

内
容
形
成
と
制
限
／
介
入
と
の
区
別
が
ど
の

よ
う
に
な
さ
れ
る
の
か
、�
内
容
形
成
の
限
界
は
ど
の
よ
う
な
基
準
で
判
断
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

(

２)

具
体
的
な
審
査
枠
組
み

こ
こ
で
は
、
審
査
枠
組
み
を
多
少
な
り
と
も
明
確
に
示
し
て
い
る
、
給
付
権
的
構
成
を
と
る
見
解
を�

・�

の
点
に
着
目
し
て
取
り

上
げ
、
検
討
の
素
材
と
し
た
い
。
な
お
、
特
に�
に
関
し
て
、
各
見
解
の
差
が
大
き
い
た
め
統
一
的
に
は
扱
わ
ず
、
一
つ
ず
つ
取
り
上

げ
る
こ
と
と
す
る
。

�
本
質
的
根
拠
の
存
在

Ｈ
・
マ
ウ
ラ
ー

内
容
形
成
の
た
め
に

｢

必
要
な
規
定
は
、
必
然
的
に
限
定
や
制
限
に
至
る
。
と
い
う
の
は
、
権
利
を
確
定
す
る
者
は
、
輪
郭
を
は
っ

き
り
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、[

輪
郭
の
外
に
あ
る
も
の
を

平
良
注]

除
外
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る

(�)

。
権

利
保
護
を
制
限
し
よ
う
と
い
う
目
的
で
は
な
く
、
逆
に
、
裁
判
所
の
機
能
に
適
合
し
た
、
裁
判
所
に
よ
る
権
利
保
護
を
保
障
し
よ
う
と

い
う
目
的
を
追
求
す
る
場
合

(�)
に
は
、
そ
の
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
裁
判
所
の
管
轄
、
当
事
者
能
力
・
訴
訟
能
力
、
代
理
権
限
や
弁
護
士

強
制
、
期
限
の
遵
守
、
法
的
効
力
の
拘
束
な
ど
に
つ
い
て
の
、
法
律
に
よ
る
規
律
が
許
さ
れ
る｣

。｢

し
か
し
、
立
法
者
は
、
憲
法
裁
判

所
が
何
度
も
強
調
す
る
よ
う
に
、
要
求
し
え
な
い
、
実
態
に
即
し
た
根
拠
か
ら
も
は
や
正
当
化
さ
れ
え
な
い
方
法
で
、
権
利
保
護
を
妨

げ
て
は
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
、
内
容
形
成
の
限
界
は
、
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
本
質
的
な
根
拠
か
ら
妨
げ
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
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法
的
に
、
あ
る
い
は
事
実
上
排
除
さ
れ
る
場
合
に
越
え
ら
れ
る｣ (�)

。
ま
た
、｢

権
利
保
護
の
排
除
や
本
質
的
な
制
限
が
不
可
避
的
に
表
れ

る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
、
憲
法
の
レ
ベ
ル
で
責
任
を
負
わ
さ
れ
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

(

た
と
え
ば
、
基
本
法
四
四
条
四
項
一

文) (�)
。こ

の
見
解
に
お
い
て
は
、�
内
容
形
成
と
制
限
／
介
入
と
の
区
別
は
、
権
利
保
護
の
排
除
や
本
質
的
な
制
限
が
不
可
避
的
に
表
れ
る

か
ど
う
か
と
い
う
基
準
で
な
さ
れ
る
。
ま
た
、�
内
容
形
成
の
限
界
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
、
本
質
的
な
根
拠
か
ら

妨
げ
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
法
的
に
、
あ
る
い
は
事
実
上
排
除
さ
れ
る
場
合
に
越
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
防
御
権
的
構
成
は
、
次
の
理
由
で
退
け
ら
れ
る

(�)
。
第
一
に
、｢

内
容
上
の
形
成
に
狙
い
を
置
か
れ
た
給
付
権
が
、
一
般
に
制

限
さ
れ
う
る
の
か
、
す
な
わ
ち
、
与
え
ら
れ
た
も
の
が
さ
ら
に
奪
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題｣

が
生
じ
る
と
い
う
理
由

で
あ
る
。
第
二
に
、
防
御
権
的
構
成
が
正
当
化
の
際
に
他
の
実
体
的
基
本
権
と
の
衡
量
を
行
う
こ
と
が
、
適
切
で
な
い
と
い
う
理
由
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、｢

実
体
的
基
本
権
へ
の
指
示
は
間
違
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
実
体
的
基
本
権
と
形
式
的
な
手
続
的
基
本
権
と

は
比
較
不
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
基
本
権
は
、
実
践
的
整
合
性
の
方
法
で
調
整
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
己
の
権
利

の
追
求
が
、
他
の
者
の
実
体
的
権
利
の
存
在
に
よ
っ
て
不
成
功
に
終
わ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い｣

。｢

行
政
の
実
効
性｣

の
よ
う

・
・

・
・

な

｢

そ
の
他
の
憲
法
上
の
価
値
も
利
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い｣
。
つ
ま
り
、
こ
の
Ｈ
・
マ
ウ
ラ
ー
の
見
解
で
は
、
出
訴
の
途
の
保
障
と

他
の
憲
法
上
の
価
値
と
の
間
で
の

｢

均
衡
の
と
れ
た
権
利
保
護｣
で
は
な
く
、｢

包
括
的
で
完
璧
な
権
利
保
護｣

が
保
障
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る

(�)

。

�
緩
や
か
な
適
切
性

Ｍ
・
コ
ル
ニ
ル
ス

基
本
権
の
内
容
形
成
に
関
す
る
教
授
資
格
論
文
で
、
Ｍ
・
コ
ル
ニ
ル
ス

(

ボ
ン
大
学
教
授)

は
、
次
の
よ
う
な
枠
組
み
を
示
す

(�)

。

｢

権
利
保
護
に
関
す
る
立
法
者
の
基
本
権
拘
束
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は｣

、｢

一
九
条
四
項
に
組
み
込
ま
れ
た
権
利
保
護
保
障
の
様
々
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な
規
範
的
効
果
が
、
立
法
者
に
対
す
る
著
し
く
異
な
っ
た
拘
束
強
度
を
も
っ
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

。
権
利
保
護
保
障
の
規

範
的
効
果
は
、
そ
の
拘
束
強
度
に
応
じ
て
次
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。

ま
ず
、
第
一
に
、｢

国
家
の
裁
判
官
が
、
全
て
の
行
政
の
介
入
措
置
に
対
し
て
、
実
体
法
の
制
限
さ
れ
て
い
な
い
基
準
に
従
っ
た
審

査

(

十
分
な
審
査
密
度)

を
欠
缺
な
く
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
基
本
権
上
の
要
請
に
よ
る
、
固
定
性
の

高
い
内
容
を
も
っ
た

(

通
常
は)

確
定
的
な
拘
束｣

で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
規
定
が
、｢

す
で
に
、
さ
な
が
ら
確
定
的
な
一
九
条
四
項

の
委
託
内
容
を
充
足
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い｣

。
す
な
わ
ち
、｢

個
々
の
行
政
措
置
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
措
置
の
全
体
の
類
型

に
対
し
て
、
全
く
権
利
保
護
を
予
定
し
て
い
な
い

(

防
御
権
的
に
変
形
す
る
な
ら
ば
、
法
的
な
出
訴
の
途
の
排
除)

法
律
上
の
規
定
、
あ

る
い
は
、
経
済
的
な
大
枠
の
条
件

(

費
用
！)

を
貧
困
者
に
と
っ
て
権
利
保
護
の
利
用
を
不
可
能
に
し
、
ま
た
そ
の
他
の
点
で
も
何
ら

多
く
利
益
を
も
た
ら
さ
な
い
よ
う
に
形
成
す
る

(

事
実
的
な
出
訴
の
途
の
排
除)

法
律
上
の
規
定
、
あ
る
い
は
、
裁
判
所
の
評
価
権
限
・

決
定
権
限
を
権
利
保
護
が
形
式
の
み
に
従
っ
て
内
容
に
は
従
わ
ず
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
縮
減
す
る

(

事
実
上
の
出
訴
の
途
の
排
除
と
し
て

の
偽
の
権
利
保
護)

法
律
上
の
規
定｣

で
あ
る
。｢

そ
の
よ
う
な
規
定
は
、
憲
法
上
、
ほ
ぼ
衡
量
を
許
さ
な
い
よ
う
に

(���� �
�������� �)

要
求
さ
れ
た
給
付
の
不
作
為
を
、
少
な
く
と
も
裁
判
所
に
よ
る
判
断
の
可
能
性
に
存
す
る
給
付
の
不
作
為
を
、
明
ら
か

に
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
の
規
定
は
、
通
常
の
場
合
に
は

(

特
に
強
い
憲
法
上
の
対
立
根
拠
を
条
件
と
し
て)

、
一
九
条
四

項
の
原
理
的
な
基
本
権
上
の
強
い
核
心
要
請

(����������)
に
触
れ
、
同
時
に
そ
れ
を
侵
害
し
て
い
る｣

。
つ
ま
り
、
単
な
る
対
立

す
る
憲
法
上
の
法
益
を
理
由
と
し
た
正
当
化
の
余
地
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
、｢

均
衡
の
と
れ
た
権
利
保
護
の
た
め
に
配
慮
す
る
と
い
う
基
本
権
委
託
に
つ
い
て
で
あ
る｣

。
こ
の
場
合
、｢

一
九
条
四
項

は
、
実
効
性
の
考
慮
か
ら
発
展
さ
せ
ら
れ
た
、
質
、(

法
的)

時
宜
性
、
安
定
性

(

法
的
安
定
性)

、
経
済
的
利
便
性
、
そ
し
て
貫
徹
性

の
要
請
と
と
も
に
、
裁
量
を
指
導
す
る
、
そ
し
て
同
時
に
裁
量
を
限
定
す
る
条
件
の
み
を
、
つ
ま
り
適
切
な
権
利
保
護
と
い
う
観
点
の

�
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み
を
打
ち
立
て
て
い
る｣

(｢《

緩
や
か
な》

適
切
性
の
基
準

(������������������ ����)｣)

。｢

こ
の
こ
と
は
、
法
律
に
よ
る
内
容
形

成
は
、
そ
れ
が
、
個
別
の
観
点
に
一
般
に
適
合
し
て
い
な
い
場
合
に
の
み
、
あ
る
い
は
、

そ
れ
に
つ
い
て
の
根
拠
を
認
識
せ
ず
に

他
の
も
の
と
比
べ
て
一
方
的
に
無
視
す
る
場
合
に
の
み
、
憲
法
上
異
議
を
唱
え
ら
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る｣

。

こ
の
見
解
で
は
、�
第
一
の
基
本
権
拘
束
に
反
し
た
場
合
に
、
制
限
／
介
入
が
存
在
し
、
第
二
の
基
本
権
拘
束
に
反
し
た
場
合
に
内

容
形
成
が
存
在
す
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、�
内
容
形
成
の
限
界
の
判
断
基
準
は
、
緩
や
か
な
適
切
性
の
基
準
で
あ

る
。

�
過
小
措
置
の
禁
止

Ｓ
・
レ
ン
ツ

留
保
な
き
基
本
権
を
扱
っ
た
博
士
号
請
求
論
文
で
、
Ｓ
・
レ
ン
ツ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。｢

最
低
限
の
水
準
を
下
回
る
限
界
は
、

過
少
措
置
の
禁
止

(�������� ������)
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
過
少
措
置
の
禁
止
は
、
こ
れ
ま
で
、
保
護
義
務
に
関
連
付
け
ら
れ

て
き
た
が
、
給
付
義
務
の
充
足
に
も
一
般
的
に
転
用
可
能
で
あ
る｣ (�)
。｢

憲
法
裁
判
所
は
、
立
法
者
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
措
置
が
、
全

く
適
合
的
で
な
く
、
明
ら
か
に
不
必
要
で
、
あ
る
い
は
評
価
の
余
地
の
承
認
の
際
に
要
求
で
き
な
い
場
合
に
、
は
じ
め
て[

立
法
者
に]

介
入
す
る
こ
と
が
で
き
る｣ (�)
。
こ
の
基
準
は
、
過
剰
侵
害
の
禁
止
を
そ
の
ま
ま
裏
返
し
た
よ
う
に
み
え
る
が
、｢

全
く｣

、｢

明
ら
か
に｣

と
い
う
限
定
が
付
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
よ
り
緩
や
か
な
基
準
と
な
っ
て
い
る
。

｢

給
付
の

《

有
無

(��)》｣
に
関
し
て
、｢

一
九
条
四
項
は
、
出
訴
の
途
の
存
在
を
要
求
し
て
い
る
が
、
そ
の
限
界
は
、
基
本
法
一

〇
条
二
項
二
文
の
よ
う
な
成
文
の
憲
法
規
範
に
お
い
て
の
み
見
出
さ
れ
る
。
さ
ら
な
る
基
本
権
の
制
限
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
根
拠
も

必
要
性
も
存
在
し
な
い
。
た
だ
し
、
給
付
権
が
、《

態
様

(���)》
に
関
し
て
、
そ
の
客
観
的
な
射
程
を
未
決
定
の
ま
ま
に
し
て
い
る

限
り
で
、
給
付
の
種
類
と
範
囲
は
、
不
可
欠
の
最
低
限
の
保
護
を
越
え
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
国
家
の
形
成
裁
量
の
中
に
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
衝
突
す
る
私
益
と
公
益
を
考
慮
に
い
れ
る
た
め
の
余
地
が
存
在
す
る｣ (�)
。
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こ
の
見
解
に
お
い
て
は
、�
内
容
形
成
と
制
限
／
介
入
と
の
区
別
は
、
給
付
の
有
無
に
関
す
る
規
定
か
、
態
様
に
関
す
る
規
定
か
と

い
う
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
ま
た
、�
内
容
形
成
の
限
界
を
越
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
過
少
措
置
の
禁
止
に
よ
っ
て
判
断

さ
れ
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
具
体
化
し
た
基
準
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
他
の
利
益
と
の
衡
量
は
内
容
形
成
の
限
界
を
越
え
な
い
か

ど
う
か
と
い
う
考
察
の
中
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
三
節

検
討

１

基
本
的
方
向
性

で
は
、
審
査
枠
組
み
を
構
築
す
る
際
に
は
、
防
御
権
的
構
成
と
給
付
権
的
構
成
の
ど
ち
ら
の
方
向
性
が
目
指
さ
れ
る
べ
き
か
。

防
御
権
的
構
成
を
と
る
メ
リ
ッ
ト
の
第
一
点
目
は
、
防
御
権
に
つ
い
て
は
、
既
に
比
較
的
安
定
し
た
審
査
枠
組
み
が
確
立
さ
れ
て
い

る
た
め
、
分
か
り
や
す
い
枠
組
み
を
示
し
う
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
条
四
項
の
場
合
に
は
、
当
該
規
定
に
内
在
す
る
根

拠
と
外
在
す
る
根
拠
と
が

(

時
に
は
区
分
不
可
能
な
形
で)

混
在
し
て
い
る
た
め
に
、
全
て
に
適
合
性
・
必
要
性
・
狭
義
の
比
例
性
か

ら
な
る
古
典
的
な
比
例
原
則
が
用
い
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
内
在
的
根
拠
に
よ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
追
求
す
る
こ
と
が
、
一
九
条

四
項
の
保
障
に
も
資
す
る
た
め
、
審
査
密
度
を
下
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
安
定
性
は
減
殺
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
給
付
権
的
構
成
に
つ
い
て
は
未
だ
議
論
の
一
致
が
み
ら
れ
ず
、
こ
の
枠
組
み
は
、
ド
イ
ツ
で
も
途
上
の
構
成
で
あ

る
。
し
か
し
、
本
稿
は
、
一
九
条
四
項
の
給
付
権
と
し
て
の
保
障
内
容
に
即
し
た
審
査
枠
組
み
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
と
の
考
慮
か
ら
、

給
付
権
的
構
成
を
と
る
審
査
枠
組
み
の
構
築
を
目
指
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
防
御
権
的
構
成
を
と
る
場
合
に
は
、｢

単
な

る
不
作
為
請
求
権
が
問
題
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
憲
法
上
の
保
障
に
対
応
し
た
給
付
範
囲
の
確
定
の
み
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
の
視
界
を
曇
ら
せ
る｣ (�)

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
一
九
条
四
項
の
基
本
権
理
論
上
の
分
類
に
基
づ
く
特
性
を
蔑
ろ
に
す
る
こ
と
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に
な
る
。

ま
た
、
防
御
権
的
構
成
の
第
二
点
目
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
防
御
権
の
制
限
は
原
則
禁
止
で
あ
る
た
め
、
立
法
者
の
形
成
余
地
は
初

め
か
ら
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
よ
り
厳
格
な
審
査
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
給
付
権
的
構
成
で
あ
っ
て
も
、
立

法
者
の
形
成
余
地
を
不
当
に
広
く
認
め
、
あ
げ
て
立
法
政
策
に
委
ね
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
Ｈ
・
マ
ウ
ラ
ー
の
よ

う
に
考
え
た
場
合

(
第
三
章
第
二
節
２

(

２))

に
は
、
安
易
に
第
三
者
の
基
本
権
侵
害
を
理
由
と
し
た
正
当
化
が
、
出
訴
を
認
め
る
か
ど

う
か
の
判
断
の
際
に
、
認
め
ら
れ
な
く
な
る
た
め
、
出
訴
の
途
の
保
障
の
程
度
は
防
御
権
的
構
成
の
場
合
よ
り
も
む
し
ろ
高
く
な
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
訴
え
提
起
の
段
階
で
退
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
実
体
的
権
利
間
の
調
整
の
結
果
、
裁
判
所
に
よ
る
判
断

が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
防
御
権
的
構
成
の
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
そ
の
構
成
で
は
、
一
九
条
四
項
の
保
障
内
容
と
し
て
最
適
化
要
請
を
観
念
す
る

こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、｢

最
適
な
状
態

(�������
)

を
下
回
る
と
直
ち
に
基
本
権
へ
の
介
入
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る｣

と

い
う
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
の

｢

憲
法
的
統
制
の
基
準
点
は
、
実
際
に
達
成
さ
れ
て
も
お
ら
ず
、
一
般
に
達
成
さ
れ
る
こ

と
も
で
き
な
い
架
空
の
最
適
な
状
態
で
あ
り｣

、｢

立
法
者
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
に
後
ろ
か
ら
駆
り
た
て
ら
れ

る
ウ
サ
ギ
の
よ
う
な
嘆
か
わ
し
い
状
態
に
な
る｣ (�)
た
め

｢
基
本
権
へ
の
介
入
を
い
つ
も
架
空
の
最
適
な
状
態
が
達
成
さ
れ
て
い
な
い
場

合
に
承
認
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
も
た
な
い｣ (�)
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
る
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
防
御
権
と
は
異
な
る
要
請
を
行
う
給
付
権
、
と
い
う
基
本
権
の
区
分
に
応
じ
た
独
自
の
審
査
枠
組
み
を
検
討

す
る
余
地
は
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

そ
し
て
、
日
本
に
お
け
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
審
査
枠
組
み
へ
の
導
入
可
能
性
を
考
え
た
場
合
に
も
、
給
付
権
的
構
成
の
ほ
う
が

持
ち
込
み
や
す
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
従
来
、
最
高
裁
判
所
は
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
、
ほ
ぼ
立
法
政
策
に
委
ね
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て
き
て
お
り
、
実
質
的
に
個
人
の
主
観
的
な
基
本
権
と
し
て
当
該
権
利
を
把
握
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
さ
え
心
許
な
い
か
ら

で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
防
御
権
類
似
の
審
査
枠
組
み
を
採
用
す
る
に
は
あ
ま
り
に
距
離
が
開
い
て
い
る
。
制
限
や
介
入
の
正
当
化
を
な

し
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
枠
組
み
で
は
な
く
、
内
容
形
成
の
限
界
を
実
質
的
に
問
う
て
い
く
と
い
う
道
筋
の
方
が
、
日
本
に
お
け
る
議

論
の
原
状
に
鑑
み
る
と
受
け
入
れ
や
す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

２

特
別
な
考
慮
事
項

(

１)

基
本
法
一
九
条
四
項
の
構
成
要
件
が
問
題
と
な
る
場
合

こ
こ
ま
で
、
主
に
立
法
者
に
よ
る
内
容
形
成
あ
る
い
は
制
限
に
つ
い
て
問
題
に
し
て
き
た
。
し
か
し
、
法
律
を
待
た
ず
し
て
基
本
法

一
九
条
四
項
の
文
言
上
、
既
に
保
護
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
条
四
項
の
保
障
の
対
象
と
な
る
に
は
、

｢

公
権
力｣

に
よ
り

｢

自
己
の
権
利
を
侵
害｣

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
と
は
別
の

考
慮
が
は
た
ら
く
こ
と
に
な
る
た
め
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

一
つ
目
の
公
権
力
と
い
う
要
件
に
は
、
審
級
制
度
が
関
わ
っ
て
く
る
。
と
い
う
の
は
、
憲
法
裁
判
所
の
判
例
は
、
一
貫
し
て
、
公
権

力
は
執
行
権
の
み
を
意
味
す
る
と
解
し
て
い
る

(�)
た
め
、
審
級
制
度
は
裁
判
所
に
よ
る
権
利
侵
害
を
問
題
と
す
る
も
の
と
し
て
、
一
九
条

四
項
の
保
障
対
象
と
は
そ
も
そ
も
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
審
級
制
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
と
な
る
と
き
に

は
、
憲
法
裁
判
所
も
、
そ
れ
を
制
限
と
捉
え
る
防
御
権
的
構
成
を
と
っ
て
い
な
い

(�)
。
つ
ま
り
、｢

与
え
ら
れ
た
審
級
へ
の
ア
ク
セ

ス
の
阻
害
に
関
す
る
の
と
異
な
っ
て

さ
ら
な
る
審
級
が
開
か
れ
て
い
な
い
こ
と
に
関
す
る
立
法
者
の
正
当
化
の
負
担
は
問
題
に
な

ら
な
い｣ (�)

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
規
範
存
続
保
護
に
よ
っ
て
、
基
本
権
と
し
て
の
保
護
を
及
ぼ
す
判
例
・
見
解
も
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
先
述
し
た

(

第
二
章
第
二
節
２)

。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
に
お
け
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
は
、
か
か
る
要
件
は
課
さ
れ
て
い
な
い

た
め
、
ド
イ
ツ
と
は
論
じ
ら
れ
方
が
異
な
る
。
つ
ま
り
、
審
級
制
度
は
最
初
か
ら
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
保
障
の
対
象
外
と
は
な
ら
な
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い
。二

つ
目
の
自
己
の
権
利
侵
害
と
い
う
要
件
に
は
、
訴
訟
要
件
の
一
つ
で
あ
る
原
告
適
格
が
関
わ
る
。
自
己
の
権
利
が
存
在
す
る
か
否

か
は
、
一
九
条
四
項
自
身
に
よ
っ
て
定
ま
る
の
で
は
な
く
他
の
法
規
範
の
解
釈
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
。
そ
の
際
、
権
利
が
導
出
さ
れ
る

か
ど
う
か
が
当
該
法
規
範
か
ら
直
ち
に
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
は
、
保
護
規
範
説
に
従
っ
て
解
明
さ
れ
る

(�)

。
た
だ
し
、
立
法
者
が
権
利

の
存
否
、
内
容
を
ど
の
よ
う
に
で
も
定
め
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
基
本
権
侵
害
が
主
張
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
が
原

告
適
格
を
認
め
な
い
場
合
に
は
、
一
九
条
四
項
違
反
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
し
て
み
る
余
地
も
あ
る
と
思
わ
れ

る

(�)
。
こ
の
要
件
は
、
日
本
に
お
け
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
も
、｢

自
己
の
権
利
ま
た
は
利
益
が
不
法
に
侵
害
さ
れ
た
と
き
、
裁
判
所

に
対
し
て
損
害
の
救
済
を
求
め
る
権
利｣ (�)
と
い
う
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
意
義
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
当
然
に
課
さ
れ
る
も
の
と
解

さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
深
入
り
し
な
い
が
、
ド
イ
ツ
の
議
論
と
互
換
性
を
持
っ
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(

２)

裁
判
所
に
よ
る
侵
害
が
疑
わ
れ
る
場
合

本
稿
で
は
、
出
訴
の
途
の
保
障
の
審
査
枠
組
み
に
つ
い
て
、
基
本
的
な
方
向
性
と
し
て
給
付
権
的
構
成
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

た
だ
し
、
な
か
に
は
防
御
権
的
構
成
を
と
る
べ
き
場
合
も
あ
る
。

そ
れ
は
、
裁
判
所
に
よ
る
出
訴
の
途
の
保
障
の
侵
害
が
疑
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
二
つ
の
類
型
が
あ
り
う
る
。
す
な
わ

ち
、
①
既
に
問
題
の
な
い
法
律
が
制
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
適
用
を
裁
判
官
が
誤
っ
た
場
合
、
②
内
容
形
成
の
限
界
を
越
え
る
も
し

く
は
制
限
と
な
り
う
る
法
律
を
そ
の
ま
ま
裁
判
官
が
適
用
し
た
場
合
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
①
の
場
合
に
は
、
法
律
に
よ
る
出
訴
の
途
の
提
供
は
十
分
満
た
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
官
の
行
為

に
よ
り
出
訴
の
途
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
防
御
権
的
に
構
成
す
る
の
が
最
も
な
じ
む
と
い
え
よ
う

(�)
。
分
か
り
や
す
い
例
と

し
て
は
、
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
の
問
題
と
な
る
が

(

日
本
国
憲
法
で
は
三
二
条)

、
法
的
聴
聞
請
求
権
の
侵
害
が
争
わ
れ
る
場
合
が
挙
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げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
場
合
、
裁
判
所
に
よ
る
侵
害
が
典
型
を
な
し
て
い
る

(�)

。
こ
れ
に
対
し
て
、
②
の
場
合
に
は
、
根
本
的
な
原
因
と
な
っ

て
い
る
の
は
出
訴
の
途
を
与
え
る
べ
き
立
法
の
不
十
分
さ
で
あ
る
の
で
、
基
本
的
方
向
性
が
そ
の
ま
ま
妥
当
し
、
給
付
権
的
構
成
を
と

る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
本
章
第
一
節
で
取
り
上
げ
た

[

判
例
２]
(

法
律
は
憲
法
異
議
の
対
象
と
は
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、

法
律
の
憲
法
適
合
性
に
審
査
が
及
ん
で
い
る)

お
よ
び

[

判
例
３]

が
こ
の
場
合
に
あ
た
る
。

注(�)�������
60�
253

(267)�
(�)�������

60�
253

(268��)�
(�)

邦
語
に
よ
る
紹
介
と
し
て
、
笹
田
・
前
掲
注

(

９)

二
〇
〇
頁
以
下

[

初
出
は
二
〇
〇
二
年]

。

(�)�������
101�

106
(124��)�

(�)�������
101�

106
(127��)�

(�)�������
101�

106
(128)�

(�)�������
116�

1
(18)�

(�)�������
116�

1
(21)�

(�)������������������
(����68)���446�

(�)
参
照
、
小
山
・
前
掲
注

(

２)

一
六
五
頁
。

(�)
介
入

(��������)
や
制
限

(������� �����
・�������� �����
・�������� ��������
等)

と
い
っ
た
類
似
す
る
概
念
に
つ
い
て
、

������������������������
(����14)���51����208

(
邦
訳
、
七
五
頁)

は
す
べ
て
同
義
で
あ
る
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
防
御
機
能
と

強
く
結
び
つ
い
た� ���������
と
明
確
に
区
別
し
て
、
そ
の
他
の
機
能

(

た
と
え
ば
、
非
差
別
機
能
、
給
付
機
能
、
第
三
者
保
護
の
機
能)

が
問

題
と
な
る
場
合
に
は
、
制
限

(�������� ��������)
と
い
う
語
を
用
い
る
見
解
も
あ
る

(�������������������������������
��������������������������������� �

120
(1995)���367�)

。
こ
の
点
に
つ
き
憲
法
裁
判
所
の
判
例
は
何
も
述
べ
る
と
こ
ろ
が
な
い

が
、
一
九
条
四
項
に
関
し
て
は
、
介
入
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
一
度
も
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
介
入
と
そ
の
他
の
語
と
の
間
に
何
ら
か
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�
の
区
別
を
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

(�)
な
お
、
比
例
原
則
と
防
御
権
の
侵
害

(｢

権
利
侵
害｣)

と
の
緊
密
な
結
び
つ
き
に
つ
い
て
、
参
照
、
石
川
健
治

｢

国
籍
法
違
憲
大
法
廷
判
決
を
め

ぐ
っ
て

(

２)｣

法
学
教
室
三
四
四
号

(

二
〇
〇
九
年)

四
二
頁
以
下
。
判
決
が
比
例
原
則
に
よ
っ
て
判
断
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
防
御
権
の

侵
害
を
観
念
し
て
い
る
こ
と
を
推
察
す
る
と
い
う
点
で
、
本
稿
と
同
じ
推
察
方
法
を
用
い
て
い
る
。

(�)������������������
(����53)���43����202�

ク
ラ
ウ
ス
・
シ
ュ
テ
ル
ン

(

小
山
剛
訳)

｢

過
度
の
侵
害
禁
止

(

比
例
原
則)

と
衡
量

命
令

(

二
・
完)｣

名
城
法
学
四
四
巻
三
号

(

一
九
九
五
年)

一
六
六
頁；��������������

(����68)���460����91�
(�)

西
原
博
史

『
平
等
取
扱
の
権
利』

(

成
文
堂
、
二
〇
〇
三
年)

二
八
一
頁
。
参
照
、
Ｋ
・
シ
ュ
テ
ル
ン
・
前
掲
注

(�)

一
四
五
頁
。

(�)��������������
(����68)���444�

[

傍
点
は
原
文
斜
体
字]�
こ
れ
に
対
し
て
、���������������

(����129)���367

は
、

[

判
例
１]

が
、｢

基
本
権
領
域
に
負
担
を
か
け
る
規
定
を

《

内
容
形
成》

と
格
付
け
し
、
基
本
権
の
制
限
を
認
め
な
い｣

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ

で
述
べ
た
よ
う
な
理
由
か
ら
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(�)�������������
(����5)���294�

(�)���������289�(�)���������������������� ������������������������������������������ �������������������
(�����)�

���������������������������������������Ⅰ�
1997��������������90����153�

[

傍
点
は
原
文
太
字]

(�)��������������
(����68)���459�����������479���

(�)���������481�
さ
ら
に
、������������

(����80)���320
は
、｢

実
際
に
は
、
一
九
条
四
項
の
外
側
に
位
置
し
て
い
る
憲
法
原
理
に

関
わ
る
問
題
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
一
九
条
四
項
自
身
が
、
実
体
的
な
正
義
を
実
現
す
る
こ
と
を
求
め
る
法
治
国
家
の
要
請
並
び
に
法
的
安
定
性
を

求
め
る
法
治
国
家
の
要
請
と
い
う
緊
張
関
係
に
あ
る
二
つ
の
原
理
を
含
ん
で
い
る｣

と
し
て
、
法
的
安
定
性
を
内
在
的
な
正
当
化
根
拠
と
し
て
の
み

捉
え
て
い
る
。���������������������

(����54)���489�
(�)

こ
こ
で
は
、
内
在
的
正
当
化
根
拠
で
あ
る
か
外
在
的
対
立
根
拠
で
あ
る
か
が
明
確
に
分
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
ゆ
え
に
有
用
性
を
欠
く
の
で
あ

る
が
、
根
拠
の
内
在
性
・
外
在
性
に
着
目
す
る
こ
と
自
体
は
正
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
参
照
、
生
存
権
に
関
し
て
、
そ
う
し
た
観
点
を
加
味
し
て
、

審
査
枠
組
み
の
区
別
の
必
要
性
を
説
く
宍
戸
常
寿

｢

生
存
権
の
憲
法
的
構
成｣
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
五
四
号

(

二
〇
〇
九
年)

六
七
頁
。

(�)�������������
(����5)���295�

(�)��������������
(����94)���161�
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(�)
た
だ
し
、｢

ほ
と
ん
ど
の
論
者
は
、
介
入
構
成
あ
る
い
は
制
限
構
成

[

防
御
権
的
構
成
と
同
義
で
あ
る

平
良
注]

の
一
派
に
属
す
る
こ
と
を

あ
か
ら
さ
ま
に
公
言
し
て
い
な
い｣

。(������������������
(����68)���464�)

(�)
制
限
と
い
う
語
を
用
い
る
か
、
介
入
と
い
う
語
を
用
い
る
か
は
、
学
説
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
介
入
と
制
限
と
を
互
換
的
に
扱
っ

て
い
る
が
、
注

(�)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
両
者
の
区
別
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
、
一
括
り
に
せ
ず
両
方
の
語
を
併
記
し
て
い
る
。

(�)������������������
(����68)���464�

こ
の
点
に
関
し
、
防
御
権
的
構
成
に
数
え
ら
れ
る
も
の
の
、������������

(����67)�
��195����309

は
、｢

内
容
形
成
は
、
一
九
条
四
項
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
最
大
限
の
裁
判
所
に
よ
る
保
護
に
、
常
に
限
界
を
も
設
定
し
、
そ
れ
ゆ

え
、
一
九
条
四
項
へ
の
介
入
で
あ
る｣

と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
内
容
形
成
が
誤
っ
た
場
合
に
制
限
／
介
入
へ
と
転
化
す
る
と
い
う
本
文

で
述
べ
た
見
解
と
は
異
な
る
よ
う
に
み
え
る
。

(�)
注

(�)
で
取
り
上
げ
た
Ｍ
・
イ
プ
ラ
ー
の
理
解
に
基
づ
け
ば
、
正
当
化
の
余
地
の
な
い
内
容
形
成
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
た
め
、
こ
の
点
は

問
題
と
な
ら
な
い
。

(�)
例
外
的
に
、
か
つ
て
、
博
士
号
請
求
論
文
で
、
一
九
条
四
項
プ
ロ
パ
ー
に
つ
い
て
の
説
明
を
加
え
て
い
た
の
が
、
Ｖ
・
ブ
エ
ル
マ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、｢

訴
訟
の
規
律
が
、
も
っ
ぱ
ら
裁
判
所
の
手
続
の
形
成
に
か
か
わ
る
の
か
、
そ
れ
を
越
え
て
可
能
な
限
り
容
易
な
権
利
保
護
に
関
す
る

保
障
を
制
限
す
る
の
か
に
応
じ
て
、
立
法
者
の
形
成
の
自
由
に
つ
い
て
、
訴
訟
法
の
内
容
形
成
を
顧
慮
し
て
様
々
な
拘
束
が
生
じ
る｣

。｢

も
っ
ぱ
ら

手
続
の
形
成
に
関
わ
る
規
範｣

は
、｢
一
九
条
四
項
の
行
使
の
方
法
と
や
り
方

(���
《���》)

を
規
律
し
て
い
る｣

の
で
、｢

立
法
者
は
何
ら
制
限

の
も
と
に
は
な
く｣

、｢

目
的
適
合
性
の
考
慮
の
み｣

が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
正
当
化
の
必
要
の
な
い
内
容
形
成
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、｢

容
易
な
権
利
保
護
の
保
障
の
獲
得
に
関
わ
り
を
も
つ
、
す
な
わ
ち

《

介
入
に
等
し
い�����������������

》

性
格
を
も
つ
訴
訟

の
規
律
の
領
域｣

に
お
い
て
は
、｢

立
法
者
の
自
由
は
制
限
さ
れ
る｣

。
そ
し
て
、｢

個
人
の
権
利
保
護
を
制
限
す
る
よ
う
な

《

出
訴
の
途
の
前
提
条

件》

、
あ
る
い
は《

権
利
保
護
の
前
提
条
件》

は
、
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
た
保
護
法
益
を
必
要
と
す
る｣

。
こ
れ
は
段
階
理
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

(

段
階
理
論
に
つ
い
て����������������������������

(����14)���213����846�
邦
訳
、
三
〇
四
頁
。)

(�)������������������
(����68)���666������������������

(����7)�������������1���28����34�
(�)������������������

(����68)���667���
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
よ
り
一
般
的
に
、
基
本
権
の
内
容
形
成
論
全
体
を
見
渡
し
た
う
え

で
、
別
稿
に
て
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
も
、｢

制
度
の
論
理｣

が
用
い
ら
れ
る
場
合
と

｢

権
利
の
論
理｣

が
用
い
ら
れ
る
場
合
の
選
別
に
関
す
る
議
論
は
途
上
で
あ
り

(

参
照
、
小
山
・
前
掲
注

(

２)

一
六
五
頁
以
下
。)

、
こ
の
点
を
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
は
今
後
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
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(�)������������
(����67)���199����314�

[

傍
点
は
原
文
太
字]

(�)����������������
(����53)���46�

(�)����������������������
(����52)���1161����106�

[

傍
点
は
原
文
太
字]

(�)
こ
れ
に
つ
い
て
、��������������������

(����52)���77��������������������������
(����52)���1161����105�

��������������
(����94)���169�����������������

(����53)���1811����374�������������
(����67)���200�

���315��(�)
た
と
え
ば
、�������

28�
243
(261)�

(�)��������������������
(����53)���46���������������

(����53)���1811����374�������������
(����67)���200�

���315�
な
お
、
異
な
る
見
解
と
し
て
、���������������

(����63)���301��
は
、
給
付
権
に
つ
い
て｢

介
入
の
制
限
枠
組
み｣

に
従
っ

た
モ
デ
ル
を
提
案
し
つ
つ
、｢
基
本
権
上
の
給
付
権
の
有
効
な
制
限
の
中
心
的
な
実
質
的
基
準
は
過
少
措
置
の
禁
止

(�������� ������)

の
型
に

お
け
る
広
義
の
比
例
原
則
で
あ
る｣
と
す
る
。(

た
だ
し
、
基
本
権
上
の
給
付
権
全
般
に
関
し
て
の
言
明
で
あ
る
。)

(�)
先
に
取
り
上
げ
た�������

101�
106

(124)

の
他
に
、
こ
の
基
準
に
言
及
す
る
判
例
と
し
て
、�����������

10�
264

(268)�
37�
93

(96)�
40�
237
(274��)�

41�
23
(26)�

43�
95
(98)�

44�
302
(305��)�

49�
252
(256��)�

50�
16
(30)�

52�
203
(207)�

53�
115
(127) �

54�
94
(97)�

69�
381

(385)�
77�
275
(284)�

81�
123

(129)�
85�
357
(347)�

(�)����������������
(����53)���43�������������������������

(����52)���79�
(�)��������������������������

(����52)���1146����61�������������
(����67)���201����320���205����325�

(�)
な
お
、����������������

(����52)���77���
は
、
こ
こ
で
も
、
段
階
理
論
に
基
づ
き
、
一
方
で
、｢

主
観
的
な
前
提
条
件

す
な
わ

ち
、
被
侵
害
者

(���������)
の
抱
え
る
事
情
が
そ
の
前
提
条
件
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る

に
関
わ
る
問
題｣

で
あ
る
場
合
に
は
、｢

客
観
的
条

件
に
関
わ
る
問
題
の
場
合
よ
り
も
よ
り
低
い
程
度
の
強
さ
で
制
限
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
他
の
憲
法
上
の
法
益
に
よ
る
そ
の
規
範
化
は
原
則
と

し
て
正
当
化
さ
れ｣

、
そ
の
場
合
の
基
準
と
し
て
、｢

保
護
法
益
を
顧
慮
し
て
、
適
合
的
で
、
必
要
で
、
適
切
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で

均
衡
が
と
れ
て
い
る｣

か
ど
う
か
と
い
う
古
典
的
な
比
例
原
則
を
用
い
る
。
他
方
で
、｢

客
観
的
な
前
提
条
件

す
な
わ
ち
、
被
侵
害
者
の
充
足

が
そ
の
前
提
条
件
に
影
響
を
及
ぼ
し
え
な
い

に
関
わ
る
問
題｣

で
あ
る
場
合
に
は
、｢

一
九
条
四
項
の
指
針
に
明
確
に
反
す
る
た
め
、
特
別
に

重
要
な
憲
法
上
の
法
益
の
認
定
が
必
要｣

と
し
、｢

客
観
的
な
出
訴
の
途
の
前
提
条
件
は
、
他
の
特
別
に
重
要
な
憲
法
上
の
法
益
に
、
適
合
的
で
、

必
要
で
、
そ
し
て
、
や
む
を
え
な
い

(��������)
と
い
う
意
味
で
均
衡
が
と
れ
て
い
る
よ
う
に
、
必
ず
要
求
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣
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と
し
、
よ
り
厳
格
な
基
準
が
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
厳
格
な
基
準
を
持
ち
出
す
判
例
・
学
説
は
、
管
見
の
限
り
、
他
に
な
い
。

(�)���������������� ���������
(����53)���15������4�

た
だ
し
、
Ｅ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
ア
ス
マ
ン
は
、
別
の
個
所
で
は
、
他
の

憲
法
上
の
利
益
が
そ
の
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
場
合
で
も
、
一
九
条
四
項
は
制
限
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

｢
制
限
な
き(������������)
基
本
権
の
制
限(�������� �����)

に
つ
い
て
の
学
説
は
適
用
可
能
で
な
い｣

(������������ ���������
(����136)���19����31)

と
述
べ
て
お
り
、
一
貫
し
て
い
な
い
。
こ
の
見
解
に
つ
い
て������������������

(����94)���161�
(�)������������������������

(����14)���266����1025�
(

邦
訳
、
三
八
〇
頁)

(�)��������������
(����94)���162�

(�)
こ
こ
ま
で
は
、
注

(�)
で
取
り
上
げ
た
Ｍ
・
イ
プ
ラ
ー
の
見
解
と
一
致
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
防
御
の
対
象
と
す
べ
き
介
入
と
捉
え
な
い
点

が
、
給
付
権
的
構
成
と
整
理
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

(�)
つ
ま
り
、
一
九
条
四
項
に
内
在
す
る
正
当
化
根
拠
が
問
題
に
な
る
場
合
で
あ
る
。

(�)�������������
(����54)���489�

(�)���������491�(�)�������������490�
[

傍
点
は
原
文
斜
体
字]

(�)���������476�(�)������������������
(����68)���484���

(�)�����������
(����73)���82�

(�)���������85�(�)���������90�(�)��������������
(����68)���465�

(�)�����������
(����73)���120�

(�)���������121�(�)���������������
107�

395
(403)�

(�)���������������
78�
88
(99)�

107�
395

(402���)�
(�)��������������

(����68)���455�

�

�
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��(�)�������������������� ���������
(����53)���76�������116���

(�)������������������
(����94)���164�������������

(����67)���196����310�
(�)

芦
部
・
前
掲
注

(

６)

二
四
四
頁
。

(�)
｢

法
律
に
よ
る
形
成
要
求
そ
れ
自
体
の
正
当
性
が
問
題
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
憲
法
異
議
に
よ
っ
て
異
議
を
唱
え
ら
れ
た
裁
判
官
の
決
定
で
の
、

権
利
主
張
者
の
利
益
を
甚
だ
し
く
無
視
す
る
解
釈
が
問
題
で
あ
っ
た｣

と
い
う
事
情
も
、
判
例
が
防
御
権
的
構
成
を
と
る
一
つ
の
理
由
と
し
て
挙
げ

ら
れ
て
い
る

(������������������
(����68)���459����87�)

。
渡
辺
・
前
掲
注

(

３)

四
五
頁
を
も
参
照
。

(�)
こ
れ
ま
で
の
事
案
は
、｢

専
門
裁
判
所
が
当
事
者
の
陳
述
を
事
実
上
の
過
誤
に
よ
っ
て
斟
酌
し
な
か
っ
た
こ
と
が
審
尋
請
求
権
侵
害
に
問
わ
れ
た

ケ
ー
ス｣

と

｢

審
尋
請
求
権
の
中
核
部
分
に
関
わ
る
法
律
上
の
規
定
の
解
釈
適
用
の
誤
り
が
審
尋
請
求
権
侵
害
に
問
わ
れ
た
ケ
ー
ス｣

と
に
大
別
し

う
る
と
い
う
。
参
照
、
片
山
・
前
掲
注

(�)
一
四
五
頁

[

初
出
は
一
九
九
四
年]

。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
基
本
権
と
し
て
存
在
意
義
を
発
揮
す
る
た
め
の
議
論
の
土
壌
が
、
日
本
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど

整
っ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
、
日
本
よ
り
は
議
論
の
活
発
な
ド
イ
ツ
に
お
け
る
出
訴
の
途
の
保
障
を
め
ぐ
る
議
論

に
手
が
か
り
を
求
め
、
憲
法
上
の
保
障
内
容
お
よ
び
審
査
枠
組
み
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。

そ
う
し
て
得
ら
れ
た
結
論
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
ド
イ
ツ
で
は
、
出
訴
の
途
の
保
障
が
真
正
の
基
本
権
で
あ
る
こ
と
が
念
入
り
に
確
認
さ
れ
、
手
続
的
主
要
基
本
権
と
し
て
確

た
る
地
位
を
築
い
て
い
る
。
こ
の
基
本
権
が
給
付
権
と
し
て
国
家
に
権
利
保
護
の
給
付
を
要
求
す
る
こ
と
に
も
異
論
は
な
い
。
日
本
と

比
較
し
た
場
合
、
ド
イ
ツ
の
議
論
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
出
訴
の
途
の
保
障
が
内
容
形
成
を
必
要
と
す
る
権
利
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
強
く
意
識
さ
れ
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
に
よ
っ
て
限
界
を
設
け
る
に
は
ど
の
よ
う
な
理
路
を
と
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
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と
が
正
面
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
違
憲
審
査
を
及
ぼ
す
た
め
に
、
憲
法
上
の

｢

原
則｣

を
観
念
す
る
必
要

性
が
説
か
れ
た
上
で
、
実
効
的
権
利
保
護
の
要
請
が
基
本
権
保
障
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
ら
わ
れ
る
の
か
が
明
確
に
さ
れ
て
い

る
。
防
御
権
的
構
成
の
場
合
に
は
、
実
効
的
権
利
保
護
の
要
請
は
内
容
形
成
を
憲
法
上
限
界
づ
け
る
基
準
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
給
付
権
的
構
成
の
場
合
に
は
、
こ
の
要
請
は
そ
れ
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
、
制
限
な
い
し
介
入
と
な
る
最
低
限
の
水
準

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
最
低
限
の
水
準
を
越
え
た
領
域
の
内
容
形
成
を
憲
法
上
限
界
づ
け
る
指
針
が
必

要
と
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
議
論
は
統
一
的
に
ま
と
ま
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

ま
た
、
審
査
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
憲
法
裁
判
所
は
、｢

原
則｣

を
観
念
し
た
上
で
、
防
御
権
の
審
査
に
お
け
る
枠
組
み

(

三
段
階

審
査)

に
従
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
一
見
、
何
ら
問
題
を
含
ま
な
い
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
防
御
権
と
給
付
権
と
い
う
基
本

権
理
論
上
の
分
類
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
由
来
す
る
要
求
内
容
の
差
異
と
い
う
観
点
を
顧
慮
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
中
途
半
端
な
構
造
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
本
稿
で
は
、
判
例
の
採
用
す
る
防
御
権
的
構
成
と
、
い
く
つ
か
の
学
説
が
試
み
て
い
る
給
付
権
的
構
成
と
を

比
較
検
討
し
た
結
果
、
確
固
た
る
審
査
枠
組
み
は
構
築
さ
れ
て
お
ら
ず
途
上
の
構
成
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
基
本
的
方
向
性
と
し
て
は
、

さ
ら
に
給
付
権
的
構
成
を
洗
練
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。

と
は
い
え
、
未
だ
議
論
は
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
本
稿
を
最
初
の
出
発
点
と
し
て
、
さ
ら
に
検
討
を
深
め
て
い
き
た
い
。
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