
は
じ
め
に

　

日
米
に
お
け
る
違
憲
法
令
審
査
権
（「
法
令
」
の
用
語
を
用
い
て
い
る
が
、
主
と
し
て
国
会
等
の
議
会
立
法
が
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
具
体

的
な
処
分
等
で
は
な
く
、
抽
象
的
な
規
範
を
対
象
と
す
る
点
が
重
要
で
あ
る
。）
は
具
体
的
審
査
制
と
さ
れ
、
具
体
的
事
件
の
解
決
に
必
要

な
限
り
に
お
い
て
は
じ
め
て
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、「
宣
言
判
決

法
」
に
よ
り
、
当
事
者
は
、
起
訴
等
の
執
行
行
為
が
開
始
さ
れ
る
以
前
に
お
い
て
も
、
法
令
の
憲
法
判
断
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
こ
の
場
合
、
抽
象
的
審
査
制
の
機
能
を
各
裁
判
所
に
認
め
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所

は
、
司
法
権
の
行
使
を
「
事
件
」「
争
訟
」
に
限
定
し
、
一
見
、
抽
象
的
と
見
え
る
宣
言
判
決
も
こ
の
具
体
的
審
査
制
の
枠
の
中
に
位

置
づ
け
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
同
じ
く
具
体
的
審
査
制
を
と
る
日
本
に
お
い
て
も
、
こ
の
宣
言
判
決
法
の
運
用
等
が

法
令
審
査
の
あ
り
方
に
関
し
て
参
考
に
な
る
と
思
い
、
以
下
に
お
い
て
紹
介
す
る
。
ま
ず
、
日
本
の
法
令
審
査
の
問
題
点
、
特
に
適
格
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性
等
の
訴
訟
の
入
口
と
引
き
つ
づ
き
行
わ
れ
る
法
令
の
実
体
判
断
と
の
関
係
に
触
れ
、
次
い
で
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
司
法
審
査
の
根

拠
で
あ
る
、
憲
法
三
条
の
要
件
に
つ
い
て
説
明
し
、
そ
の
要
件
に
宣
言
判
決
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
か
を
考
察
し
て
い
く
こ

と
と
す
る
。

第
１
章
　
法
令
審
査
の
「
き
っ
か
け
」
と
し
て
の
事
件
性

　

日
本
国
憲
法
九
八
条
一
項
は
「
こ
の
憲
法
は
、
国
の
最
高
法
規
で
あ
っ
て
、
そ
の
条
規
に
反
す
る
法
律
、
命
令
…
は
、
そ
の
効
力
を

有
し
な
い
。」
と
し
、
同
法
八
一
条
は
「
最
高
裁
判
所
は
、
一
切
の
法
律
、
命
令
…
が
憲
法
に
適
合
す
る
か
し
な
い
か
を
決
定
す
る
権

限
を
有
す
る
終
審
裁
判
所
で
あ
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
文
言
に
よ
り
、
憲
法
が
最
高
法
規
で
あ
り
、
下
位
規
範
で
あ
る
法
律

の
内
容
が
憲
法
に
違
反
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
効
力
を
有
し
な
い
こ
と
、
及
び
、
法
律
が
憲
法
に
違
反
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
、
最
高
裁
判
所
が
最
終
的
な
判
断
を
下
す
権
限
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
争
い
が
な
い
（
最
大
判
昭
和
二
七
年
一
〇
月
八
日
民
集

六
巻
九
号
七
八
三
頁
）。

　

更
に
、
そ
の
文
言
上
は
明
確
で
は
な
い
が
、
こ
の
違
憲
法
令
審
査
権
が
下
級
裁
判
所
に
お
い
て
も
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

判
例
は
肯
定
す
る
一（

1
）
方
、
こ
の
議
論
と
並
行
し
て
、
違
憲
法
令
審
査
権
の
行
使
は
、
具
体
的
事
件
の
解
決
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
の

み
な
し
う
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
具
体
的
事
件
の
提
起
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
そ
の
解
決
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
一
般
的
・
抽
象
的
に

な
し
う
る
の
か
、
問
題
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
現
行
憲
法
の
解
釈
と
し
て
は
、
前
者
、
す
な
わ
ち
「
具
体
的
審
査
制
」
で
あ

り
、
法
令
に
つ
い
て
一
般
的
・
抽
象
的
に
そ
の
憲
法
判
断
を
行
う
「
抽
象
的
審
査
制
」
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
の
が
判
例
の
考

え
方
で
あ（

2
）
る
。

　

で
は
、
具
体
的
審
査
制
に
お
い
て
、
法
令
の
憲
法
判
断
は
い
か
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
、
問
題
に
な
る
。
ま
ず
、
当
事
者
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が
、
原
告
適
格
等
の
手
続
上
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
そ
の
一
つ
の
争
点
と
し
て
、
法
令
の
憲
法
判
断
を
裁
判
所
に

求
め
る
こ
と
に
な
る
（
こ
の
点
に
つ
き
、
土
井
真
一
「
憲
法
訴
訟
の
当
事
者
適
格
論
の
検
討
」
法
教
三
八
四
号
七
二
頁
（
二
〇
一
二
年
）
参

照
）。
こ
の
場
合
、
そ
の
合
憲
・
違
憲
を
め
ぐ
る
判
断
は
、
こ
の
当
事
者
の
提
起
す
る
事
件
と
は
関
わ
り
な
く
、
客
観
的
・
抽
象
的
に

行
な
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
は
、
法
令
の
憲
法
判
断
の
「
き
っ
か
け
」
を
裁
判
所
に
与
え
る
だ
け
で
、
対
象
に

な
る
法
令
の
憲
法
判
断
の
内
容
・
方
法
は
、
当
事
者
に
よ
っ
て
は
左
右
さ
れ
ず
、
法
令
・
憲
法
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
客
観

的
・
一
般
的
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
（
佐
藤
幸
治
教
授
は
「
わ
が
国
で
は
、
付
随
的
審
査
制
で
あ
る
と
さ
れ
な
が
ら
も
、

違
憲
審
査
は
具
体
的
な
事
件
・
争
訟
の
提
起
を
契
機
に
し
て
、
法
令
そ
の
も
の
を
客
観
的
・
一
般
的
見
地
か
ら
問
題
に
す
る
も
の
だ
と
い
う
傾
き

が
と
く
に
最
高
裁
判
所
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
幸
治
『
現
代
法
律
学
講
座
５
憲
法
』
三
六
七

頁
（
青
林
書
院
、
第
三
版
、
一
九
九
五
年
）。
こ
の
審
査
方
法
を
仮
に
「
規
範
審
査
」
と
し
て
お
く
（
こ
の
場
合
、「
文
面
審
査
」
と
い
う
用

語
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
漠
然
」「
過
度
に
広
範
」
と
い
う
法
令
の
文
言
に
着
目
し
た
審
査
方
法
で
あ
り
、「
規
範
審
査
」
と
は
区
別
さ

れ
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
あ
く
ま
で
当
事
者
の
救
済
、
す
な
わ
ち
、
当
事
者
の
具
体
的
な
行
為
等
に
対
し
て
法
令
が
規
制
・
不
利
益
を
も
た

ら
し
、
こ
れ
が
そ
の
憲
法
上
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
審
査
を
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
対
象

と
な
っ
て
い
る
法
令
及
び
憲
法
の
意
味
を
一
般
的
・
抽
象
的
・
客
観
的
に
確
定
す
る
よ
り
も
、
当
事
者
の
提
起
す
る
事
実
関
係
が
重
視

さ
れ
、
法
令
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
、
当
事
者
の
行
為
等
へ
の
憲
法
上
の
評
価
が
キ
メ
細
か
く
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
審
査

方
法
を
「
適
用
審
査
」
と
し
て
お（

3
）
く
。
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第
２
節
　
具
体
的
審
査
制
と
「
適
用
審
査
」

　

従
来
、
こ
の
二
つ
の
審
査
方
法
の
違
い
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
ず
、「
規
範
審
査
」
が
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
例
え
ば
、
尊
属
殺
重
罰
事
件
（
最
大
判
昭
和
四
八
年
四
月
四
日
刑
集
二
七
巻
三
号
二
六
五
頁
）
に
お
い
て
、
刑
法
二
〇
〇
条
の
違
憲

性
に
つ
い
て
の
判
断
方
法
・
視
点
は
、
刑
法
二
〇
〇
条
と
憲
法
一
四
条
の
意
味
及
び
両
者
の
抵
触
に
つ
い
て
、
事
件
に
限
定
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
一
般
的
・
全
般
的
・
客
観
的
に
審
査
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
こ
こ
で
は
、「
立
法
目
的
」
と
「
立
法
目
的
達
成
の
手
段
」
に

つ
い
て
、
そ
の
合
理
性
に
つ
い
て
二
段
階
に
分
け
て
考
察
が
な
さ
れ
、
後
者
に
お
い
て
合
理
性
が
欠
け
る
と
し
て
違
憲
と
さ
れ
た
。
後
者
に
つ
い

て
適
用
審
査
の
可
能
性
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
被
告
人
へ
の
処
遇
に
限
定
さ
れ
ず
一
般
論
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
）。
も
っ
と
も
、
判
決

後
し
ば
ら
く
は
、
刑
法
二
〇
〇
条
は
削
除
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
違
憲
判
決
は
、
被
告
人
を
救
済
す
る
限
り
で
刑
法
二
〇
〇

条
を
無
効
と
し
た
に
す
ぎ
ず
、
い
ま
だ
他
の
事
件
へ
の
適
用
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
た
と
の
見
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
（
も
っ
と
も
、

こ
の
点
は
、
判
決
の
効
力
の
問
題
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
）。

　

こ
の
判
決
の
意
味
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
検
討
を
繰
り
返
す
こ
と
は
し
な
い
が
、
た
と
え
法
令
に
つ
い
て
「
規
範
審
査
」
が
な
さ
れ
た

と
し
て
も
、
現
実
の
事
件
、
当
事
者
の
へ
の
正
し
い
裁
き
を
行
う
た
め
の
ひ
と
つ
の
手
段
と
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
法
廷
に
提
示

さ
れ
た
当
事
者
の
行
為
等
の
「
事
実
」
が
、
法
令
の
憲
法
判
断
に
影
響
し
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い（

4
）
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、
当
事
者
は
、
法
令
審
査
の
単
な
る
「
き
っ
か
け
」
を
あ
た
え
た
の
で
は
な
く
、
当
事
者
の
行
為
に
対
す
る
憲
法
上
の
評
価
を
行
う

こ
と
を
念
頭
に
、
こ
れ
を
規
制
す
る
限
り
で
法
令
が
違
憲
と
な
る
「
適
用
審
査
」
の
考
え
方
も
十
分
に
成
り
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ（

5
）
る
。

こ
の
よ
う
な
、「
適
用
審
査
」
を
重
視
し
て
い
る
の
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁
判
所
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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第
３
節
　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
法
令
審
査
と
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ

　

と
こ
ろ
で
、
法
令
の
憲
法
判
断
は
実
体
上
の
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
法
廷
に
お
い
て
、
だ
れ
に
、
何
を
、
主
張
さ
せ

る
か
、
適
格
性
す
な
わ
ち
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
問
題
に
な
る
。
ま
ず
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
が
法
令
の
審
査
を
行
う
た
め
に
は
、
連
邦

裁
判
所
の
裁
判
管
轄
権
を
定
め
る
、
合
衆
国
憲
法
三
条
の
要
件
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
裁
判
所
は
「
事

件
又
は
争
訟
」
を
解
決
す
る
限
り
で
、
そ
の
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
が
、「
事
件
又
は
争
訟
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
な
沿
革

の
中
で
少
し
ず
つ
形
成
さ
れ
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
当
事
者
が
、
事
実
上
の
損
害injury in fact

を
被
っ
て
い
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、

そ
の
損
害
が
、
①
具
体
的
、
特
定
的
で
あ
り
、
現
実
又
は
切
迫
し
て
い
る
こ
とconcrete, particularized, and actual or 

im
m

inent,

②
救
済
を
求
め
て
い
る
国
家
作
用
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
す
る
こ
と
が
適
正
で
あ
る
こ
とfairly traceable to the 

challenged action

（
損
害
と
作
用
の
因
果
関
係
）、
③
勝
訴
す
る
こ
と
に
よ
り
救
済
さ
れ
う
る
こ
とredressable by a favorable 

ruling

（
損
害
と
救
済
の
因
果
関
係
）、
と
さ
れ
て
い
る
（See Clapper v. A

m
nesty International U

SA
, 185 L. Ed. 2d. 264

（2013

））。

　

こ
の
要
件
か
ら
す
れ
ば
、
当
事
者
が
、
具
体
的
な
損
害
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
損
害
の
救
済
を
求
め
る
限
り
に
お
い
て
、
ま
た
、
そ

の
救
済
を
得
ら
れ
る
範
囲
で
、
裁
判
所
の
判
断
を
求
め
る
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
観

点
か
ら
、
法
令
審
査
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
か
を
確
認
す
る
と
、
ま
ず
、
法
令
が
単
に
抽
象
的
な
規
範
と
し
て
存
在
し
て
い
る
だ
け

で
は
、
そ
の
憲
法
判
断
を
裁
判
所
に
行
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
令
の
執
行
が
な
さ
れ
、
現
実
・
具
体
的
な
損
害
が
も
た
ら
さ

れ
、
そ
れ
を
被
っ
た
者
が
こ
れ
を
裁
判
所
に
お
い
て
争
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
第
三
者
の
憲
法
上
の
権
利
侵
害
を
主
張

す
る
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
認
め
ら
れ
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
当
事
者
の
憲
法
上
の
権
利
侵
害
の
有
無
と
そ
の
救
済
に
対
応

し
て
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
続
上
の
要
件
を
、
素
直
に
法
令
の
実
体
判
断
に
及
ぼ
せ
ば
、
憲
法
判

断
は
、
当
事
者
に
適
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
（constitutional judgm

ent as applied

）。
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も
っ
と
も
、
こ
れ
に
は
例
外
が
あ
る
。
法
令
が
自
分
に
執
行
さ
れ
る
と
同
時
に
、
第
三
者
の
権
利
侵
害
を
も
巻
き
込
ん
で
い
る
場

合
、
当
事
者
は
、
こ
の
第
三
者
の
権
利
侵
害
を
も
、
法
令
を
攻
撃
す
る
た
め
の
要
素
と
し
て
主
張
す
る
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
認
め
ら
れ

う（
6
）
る
。

　

他
方
、
こ
の
よ
う
な
法
令
の
執
行
に
際
し
て
巻
き
込
ま
れ
た
「
現
実
的
第
三
者
」
と
は
異
な
っ
て
、「
仮
定
的
第
三
者
」
の
権
利
を

援
用
す
る
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
消
極
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
文
面
審
査
の
典
型
で
あ
る

「
過
度
に
広
範
の
理
論
」（overbreadth

）
に
も
と
づ
い
て
説
明
す
る
。
こ
の
理
論
は
、
法
令
の
文
言
は
多
か
れ
少
な
か
れ
一
般
性
を
持

ち
、
同
一
の
条
文
が
適
用
さ
れ
る
事
件
に
も
幅
が
で
て
く
る
。
そ
の
結
果
、
当
事
者
に
適
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
の
憲
法
上

の
権
利
を
侵
害
し
な
い
が
、
他
の
事
例
に
適
用
さ
れ
れ
ば
違
憲
と
な
る
可
能
性
を
指
摘
し
、
そ
の
法
律
の
無
効
を
求
め
る
も
の
で
あ

る
。

　

例
え
ば
、「
わ
い
せ
つ
表
現
物
の
販
売
を
禁
止
し
、
違
反
に
対
し
て
処
罰
す
る
」
と
定
め
る
法
令
が
あ
る
と
し
て
、
起
訴
さ
れ
た
当

事
者
の
販
売
し
た
表
現
物
は
ハ
ー
ド
・
コ
ア
・
ポ
ル
ノ
で
表
現
の
自
由
の
濫
用
と
し
て
、
そ
の
規
制
は
違
憲
と
は
な
ら
な
い
場
合
で

も
、
こ
の
規
定
は
、
優
れ
た
芸
術
性
・
思
想
性
を
同
時
に
伝
達
す
る
性
表
現
に
も
適
用
さ
れ
う
る
の
で
違
憲
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
が

可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
後
者
に
こ
の
法
令
は
適
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
将
来
も
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
不
確
定
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
第
三
者
に
対
す
る
仮
定
的
な
適
用
状
況
を
想
定
し
て
、
法
令
の
憲
法
判
断
を
行
う
こ
と
は
消
極
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
表
現
の
自
由
が
規
制
さ
れ
る
法
令
に
つ
い
て
は
、
例
外
と
し
て
「
仮
定
的
第
三
者
」
の
権
利
援
用
を
認
め
、
結
果

と
し
て
文
面
無
効
を
引
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
当
事
者
を
救
済
す
る
途
を
切
り
ひ
ら
い
た
の
が
「
過
度
に
広
範
」
理
論
で
あ
る
。
表
現

の
自
由
の
優
越
的
地
位
と
第
三
者
へ
の
萎
縮
的
効
果
を
重
視
し
、
法
令
の
執
行
を
受
け
て
い
る
当
事
者
は
、
第
三
者
の
権
利
援
用
を
行

う
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
に
も
、
審
査
の
対
象
と
さ
れ
た
法
令
が
、
単
に
第
三
者
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の
表
現
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
そ
の
法
令
の
無
効
を
も
た
ら
さ
な
い
。
法
令
の
違
憲
適
用
の
可
能
性
が
、
相
当
程
度
考

え
ら
れ
る
場
合
に
限
っ
て
、
法
令
は
無
効
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（substantial overbreadth

）。
し
た
が
っ
て
、
当
事
者
は
、
自
身
の

行
為
へ
の
適
用
違
憲
を
勝
ち
取
る
か
、
第
三
者
の
権
利
侵
害
を
引
き
起
こ
す
事
例
を
そ
の
法
令
が
相
当
程
度
含
ん
で
い
る
と
さ
れ
な
い

限
り
、
こ
れ
を
無
効
と
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
理
論
は
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
は
第
三
者
の
権
利

援
用
を
認
め
る
こ
と
を
前
提
に
、
法
令
の
実
体
判
断
の
方
法
を
示
し
て
い
る
の
で
あ（

7
）
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
適
用
審
査
の
み
な
ら
ず
、
上
述
のoverbreadth 

あ
る
い
はvoid for vagueness

な
ど
の

文
面
審
査facial challenge
は
よ
く
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
文
面
無
効void in toto

の
判
断
も
な
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
審
査
が
な
さ
れ
る
場
合
に
も
、
法
令
が
当
事
者
に
執
行
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
憲
法
三
条
「
事
実
上
の
損

害
」
の
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
こ
れ
に
加
え
て
、
文
面
審
査
を
認
め
る
た
め
の
要
件
は
何
か
を
考
察
し
て
い
る
の

で
あ（

8
）
る
。第

２
章
　
法
令
の
執
行
行
為
に
先
立
つ
宣
言
判
決

　

こ
れ
に
対
し
て
、
当
事
者
が
い
ま
だ
執
行
行
為
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
、
根
拠
法
令
の
憲
法
判
断
を
求
め
る
事
は
可
能
で
あ
ろ
う

か
。
上
述
の
よ
う
に
、
憲
法
三
条
の
要
件
か
ら
、
こ
れ
を
消
極
に
理
解
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お

い
て
は
、
宣
言
判
決
等
に
よ
る
救
済
方
法
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
起
訴
や
行
政
処
分
等
、
法
令
の
現
実
の
適
用
・
執
行
を

受
け
て
い
な
い
段
階
で
、
法
令
の
違
憲
判
断
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
抽
象
的
な
審
査
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し

か
し
、
こ
の
場
合
に
も
最
高
裁
は
、
憲
法
三
条
の
枠
内
で
審
査
が
行
わ
れ
る
と
し
て
い（

9
）
る
。
そ
の
た
め
に
、
事
実
上
の
損
害
の
「
切
迫

性
」
と
い
う
要
件
を
憲
法
三
条
「
事
件
又
は
争
訟
」
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
対
処
し
て
い
る
。
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そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
執
行
行
為
が
な
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
、
法
令
の
審
査
を
行
い
、
な
お
か
つ
こ
れ
を
具
体
的

審
査
制
の
枠
の
中
で
と
ら
え
る
た
め
に
、
最
高
裁
は
憲
法
三
条
を
い
か
に
解
釈
し
て
い
る
か
、
検
討
し
て
い
き
た
い
。

第
１
節
　
憲
法
三
条
の
要
件
と
「
宣
言
判
決
」

　

合
衆
国
憲
法
第
三
条
は
、
連
邦
裁
判
所
の
管
轄
権
を
「
事
件
」
と
「
争
訟
」
に
限
定
し
て
い
る
。
裁
判
所
が
法
令
審
査
を
含
め
て
そ

の
権
限
を
行
使
す
る
た
め
の
要
件
で
あ
り
、
当
事
者
に
裁
判
所
の
判
断
を
仰
ぐ
た
め
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ど
う

か
、
こ
の
観
点
か
ら
問
題
と
さ
れ
る
。
こ
の
憲
法
三
条
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
要
件
を
満
た
す
た
め
に
は
、
上
述
の
と
お
り
、
当
事
者

が
、
事
実
上
の
損
害injury in fact

を
被
っ
て
い
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
そ
の
損
害
が
、
①
具
体
的
、
特
定
的
で
あ
り
、
現
実
又

は
切
迫
し
て
い
る
こ
とconcrete, particularized, and actual or im

m
inent, 

②
救
済
を
求
め
て
い
る
国
家
作
用
か
ら
も
た
ら
さ

れ
て
い
る
と
す
る
こ
と
が
適
正
で
あ
る
こ
とfairly traceable to the challenged action

（
損
害
と
作
用
の
因
果
関
係
）, 

③
勝
訴
す

る
こ
と
に
よ
り
救
済
さ
れ
う
る
こ
とredressable by a favorable ruling

（
損
害
と
救
済
の
因
果
関
係
）, 

と
さ
れ
て
い（

10
）
る
。

　

ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
の
典
型
は
行
政
作
用
の
効
力
を
争
う
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、

現
実
に
な
さ
れ
た
行
政
処
分
の
名
宛
人
に
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
ら
な
い
が
、
行
政

処
分
の
名
宛
人
が
、
そ
の
処
分
の
み
な
ら
ず
、
根
拠
法
令
自
体
の
違
憲
性
を
主
張
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
、
ス
タ
ン

デ
ィ
ン
グ
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
で
肯
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
現
実
の
適
用
に
先
立
っ
て
、
法
令
の
憲
法
判
断
を
求
め
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
か
、
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
「
宣
言
判
決
」
に
よ
り
一
部
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
審
査

方
法
に
よ
れ
ば
、
法
令
へ
の
抽
象
的
な
審
査
が
可
能
に
な
る
が
、
こ
れ
を
憲
法
三
条
の
枠
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
が
課
題

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
具
体
的
審
査
制
の
確
立
と
憲
法
三
条
の
要
件
、
次
に
宣
言
判
決
法
の
位
置
づ
け
と
そ
の
運
用
の
問
題
点
に
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つ
い
て
記
述
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

第
２
節
　
三
権
分
立
と
具
体
的
審
査
制

争
訟
解
決
の
必
要
性

　

裁
判
所
に
よ
る
法
令
の
憲
法
判
断
は
、
具
体
的
事
件
を
解
決
す
る
の
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
な
さ
れ
る
、
具
体
的
審
査
制
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
て
い
る
の
が
、
リ
バ
プ
ー
ル
事
件
（
一
八
八
五（

11
）

年
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
現
実
の
争
訟
に
お
い
て
、
訴
訟
当
事
者
の

法
的
権
利
を
判
断
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、
い
か
な
る
法
律
も
…
憲
法
に
違
反
し
て
い
る
と
の
理
由
の
み
で
こ
れ
を
無
効
と
す
る
管
轄

権
を
合
衆
国
最
高
裁
は
有
し
な
い
。
こ
の
管
轄
権
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
か
た
く
な
に
固
守
さ
れ
て
き
た
二
つ
の
ル
ー
ル
に
拘
束
さ

れ
る
…
そ
の
一
つ
は
、
必
要
性
が
な
い
の
に
先
回
り
し
て
憲
法
問
題
に
つ
い
て
判
断
し
な
い
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
そ
の
適
用
が
求
め

ら
れ
て
い
る
正
確
な
事
実
の
範
囲
を
超
え
て
、
憲
法
上
の
ル
ー
ル
を
定
め
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
い（

12
）
る
。

立
法
へ
の
一
般
的
拒
否
権
行
使
の
禁
止

　

こ
の
よ
う
に
最
高
裁
は
、
憲
法
判
断
は
、
現
実
の
争
訟
に
お
い
て
、
当
事
者
の
法
的
権
利
を
確
認
す
る
「
必
要
性
」
及
び
提
起
さ
れ

た
「
事
実
」
の
範
囲
に
限
定
し
て
、
な
さ
れ
る
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
限
定
が
な
さ
れ
る
理
由
は
、
議
会
が
定
め
る
法
律
に
対
し
、
裁

判
所
が
「
一
般
的
拒
否
権
」
を
行
使
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
た
め
で
あ
る
、
と
す
る
の
が
マ
ス
ク
ラ
ッ
ト
事
件
（
一
九
一
一（

13
）

年
）
で

あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
先
住
民
族
の
土
地
の
所
有
権
へ
の
規
制
が
問
題
に
な
っ
た
が
、
最
高
裁
は
、
憲
法
判
断
と
憲
法
三
条
の
関
係

に
つ
い
て
の
先
例
を
丁
寧
に
ま
と
め
、
ま
ず
、
マ
ー
ベ
リ
事
件
に
お
け
る
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
の
意
見
を
引
用
し
、
違
憲
立
法
審
査
権
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が
、
事
件
解
決
の
た
め
に
行
使
さ
れ
、
議
会
に
対
す
る
一
般
的
拒
否
権
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。「
議
会
に
よ
る
立
法
が
違
憲

で
あ
る
と
宣
言
す
る
権
限
は
、
対
立
す
る
当
事
者
間
の
主
張
が
、
裁
判
所
の
判
断
を
求
め
て
適
切
に
提
出
さ
れ
た
場
合
に
限
っ
て
、
行

使
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
議
会
の
立
法
に
関
す
る
一
般
的
な
拒
否
権general veto pow

er

を
裁
判
所
は
有
し
な（

14
）
い
」。

　

そ
し
て
、
違
憲
判
断
が
「
一
般
的
拒
否
権
」
に
あ
た
ら
な
い
の
は
、
憲
法
上
、
裁
判
所
に
認
め
ら
れ
た
「
争
訟
」
の
解
決
に
必
要
な

限
り
で
憲
法
判
断
が
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ウ
ェ
ル
マ
ン
事
件
に
お
け
る
ブ
リ
ュ
ー
ワ
裁
判
官
の
意
見
を
引
用
し
て
「
権
利
に
関
す

る
、
誠
実
で
、
現
実
に
対
立
す
る
主
張
が
、
当
事
者
の
一
方
か
ら
他
方
に
な
さ
れ
る
中
で
、
い
か
な
る
立
法
者
に
よ
る
、
ど
の
よ
う
な

法
律
…
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
正
当
性
に
つ
い
て
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
…
裁
判
所
は
、
そ
の
正
当
な
義
務
の
履
行
と
し

て
、
そ
の
法
律
が
合
憲
か
否
か
に
つ
い
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な（

15
）
い
」。
更
に
、
こ
の
権
限
行
使
は
、
最
後
の
手
段
と
し
て
行
使
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
か
ら
も
「
個
人
間
の
、
現
実
の
、
真
剣
な
、
活
気
あ
る
争
訟
を
判
断
す
る
の
に
必
要
が
あ
る
場

合
」
に
限
定
し
て
行
使
さ
れ
る
と
し（

16
）
た
。

　

こ
う
し
た
先
例
を
踏
ま
え
て
、
リ
バ
プ
ー
ル
事
件
の
デ
イ
裁
判
官
の
意
見
を
引
用
し
て
「
司
法
権
と
は
…
対
立
す
る
当
事
者
間
に
お

い
て
現
実
に
存
在
し
、
適
切
な
裁
判
管
轄
に
お
い
て
正
当
に
提
起
さ
れ
た
争
訟
を
判
断
す
る
権
限
で
あ
る
。
法
律
を
違
憲
と
判
断
す
る

権
限
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
一
方
又
は
他
方
の
当
事
者
が
、
自
ら
の
権
利
を
主
張
す
る
た
め
の
根
拠
と
す
る
議
会
の
法
律
が
、
基
本
法

に
反
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
…
司
法
判
断
適
合
性
あ
る
争
訟
の
中
で
、
当
事
者
の
権
利
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
は
、

基
本
法
又
は
憲
法
上
の
権
限
内
で
定
め
ら
れ
て
い
る
と
称
し
て
い
る
法
律
と
の
、
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の

で
あ（

17
）
る
」。

　

紛
争
の
解
決
こ
そ
が
、
政
府
に
お
い
て
裁
判
所
に
分
担
さ
れ
た
役
割
で
あ
り
、
そ
の
遂
行
に
必
要
な
限
り
で
憲
法
判
断
が
行
わ
れ
る

こ
と
は
、
フ
ロ
ッ
シ
ン
ガ
ム
事
件
（
一
九
二
三（

18
）

年
）
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
の
機
能
は
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
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に
割
当
が
な
さ
れ
、
裁
判
所
は
、
適
切
に
法
廷
に
提
起
さ
れ
た
事
件
の
中
で
、
議
会
の
定
め
た
法
律
を
解
釈
し
、
適
用
す
る
こ
と
が
任

務
で
あ
る
。
そ
の
法
律
が
違
憲
で
あ
る
と
い
う
理
由
の
み
で
、
そ
れ
ら
を
審
査
し
無
効
と
す
る
当
然
の
権
限
を
有
し
て
は
い
な
い
。
裁

判
所
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
争
訟
に
適
用
さ
れ
る
法
を
確
定
し
、
宣
言
す
る
こ
と
で
あ
り
、
違
憲
法
律
を
無
視
す
る
消
極
的
な
権

限
の
域
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
、
と
し
て
い（

19
）

る
。
こ
の
よ
う
に
、
最
高
裁
は
、
現
実
の
争
訟
に
つ
い
て
、
法
を
適
用
し
て
判
断
を
示

す
と
の
任
務
の
履
行
に
際
し
て
、
法
の
段
階
構
造
か
ら
必
然
的
に
、
高
次
の
法
を
適
用
す
る
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
に
よ
る

議
会
法
律
へ
の
一
般
的
な
監
視
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
三
権
分
立
違
反
等
の
批
判
を
退
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

憲
法
三
条
「
現
実
の
争
訟
」
と
刑
事
責
任
の
リ
ス
ク

　

こ
の
よ
う
に
最
高
裁
は
、
現
実
の
紛
争
解
決
の
際
に
用
い
ら
れ
る
法
律
に
、
裁
判
所
が
憲
法
判
断
を
示
す
こ
と
は
、
議
会
の
定
め
た

法
律
へ
の
一
般
的
拒
否
権
の
行
使
と
は
な
ら
ず
、
政
府
に
お
け
る
役
割
分
担
と
し
て
課
せ
ら
れ
た
厳
粛
な
義
務
の
履
行
で
あ
る
と
し

た
。
こ
の
考
え
方
は
、
違
憲
立
法
審
査
権
を
三
権
分
立
の
下
に
位
置
づ
け
る
巧
妙
な
理
論
で
あ
る
が
、
次
に
問
題
に
な
る
の
が
、
憲
法

判
断
の
前
提
と
な
る
「
現
実
の
争
訟
」
と
は
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
提
起
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
現
実
の
争
訟
」

が
存
在
す
る
最
も
典
型
的
な
場
合
は
、
刑
事
被
告
人
が
、
自
ら
に
適
用
さ
れ
る
法
律
を
争
う
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
定
の

法
律
の
憲
法
判
断
を
求
め
る
た
め
に
、
あ
え
て
こ
れ
に
違
反
し
刑
事
被
告
人
と
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
は
、
や
や
現
実
離
れ
し
て

い
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
法
律
に
対
す
る
審
査
の
機
会
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
た
。
一
方
当
事
者
・
ヤ
ン
グ
事
件
（
一
九
〇
八（

20
）

年
）
で
は
、
刑
事

被
告
人
と
な
る
ま
で
も
な
く
、
法
律
（
こ
の
事
件
で
は
規
則
）
の
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

こ
の
事
件
で
は
、
法
律
に
よ
り
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
定
め
る
「
規
則
」
に
よ
り
鉄
道
料
金
が
定
め
ら
れ
、
こ
れ
に
違
反
す
る
と
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刑
事
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
原
告
・
鉄
道
会
社
は
、
定
め
ら
れ
た
運
賃
が
低
額
で
あ
る
こ
と
を
不
服
と
し
て
、「
規

則
」
の
無
効
を
主
張
し
た
。
最
高
裁
は
、
あ
え
て
こ
れ
に
違
反
し
て
刑
事
被
告
人
と
な
る
ま
で
も
な
く
、
裁
判
所
に
よ
る
審
査
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。

　

す
な
わ
ち
、
鉄
道
会
社
が
、
法
令
の
正
当
性
に
つ
い
て
の
審
査
を
求
め
る
に
は
、
一
定
の
リ
ス
ク
を
背
負
っ
て
、
こ
れ
に
違
反
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
違
反
に
対
す
る
制
裁
が
、
自
由
刑
等
の
非
常
に
重
い
場
合
に
は
、
当
事
者
は
、
そ
の
法
律
の
正
当
性

を
テ
ス
ト
す
る
た
め
に
裁
判
所
を
利
用
す
る
こ
と
を
思
い
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
は
、
結
局
、
そ
の
権
利
に
深
く
影
響
し
て

い
る
法
令
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
解
釈
を
施
す
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
敗
訴
す
れ
ば
自
由
刑
に
処
せ

ら
れ
る
と
の
状
態
の
ま
ま
で
は
、
裁
判
所
に
憲
法
判
断
を
行
わ
せ
る
途
は
ほ
と
ん
ど
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
、
と
し（

21
）
た
。

　

こ
の
事
件
で
は
、
い
ま
だ
刑
事
手
続
が
開
始
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
、
根
拠
の
法
令
へ
の
憲
法
判
断
が
示
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
一

見
す
る
と
「
抽
象
的
審
査
」
に
限
り
な
く
近
づ
い
て
行
く
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
判
断
の
射
程
範
囲
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
こ
の
事
件
で
は
、
刑
事
手
続
は
開
始
し
て
い
な
い
が
、「
規
則
」
に
よ
っ
て
鉄
道
運
賃
が
設
定
さ
れ
、
原
告
は
現
に
そ
の
適
用
を

受
け
、
こ
の
運
賃
に
従
う
か
、
そ
れ
と
も
こ
れ
に
違
反
し
て
刑
事
手
続
に
お
い
て
争
う
か
二
者
択
一
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、「
規
則
」
は
、
単
に
抽
象
的
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
原
告
に
具
体
的
に
影
響
し
て
お
り
、
裁
判
所
に
よ
る
救
済
の

必
要
性
が
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
か
ら
「
争
訟
」
は
存
在
し
た
と
い
え
る
。

宣
言
判
決
法
一
九
三
四
年
と
争
訟
性

　

も
っ
と
も
、
こ
の
事
件
は
一
九
〇
八
年
と
古
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
連
邦
議
会
は
一
九
三
四
年
に
宣
言
判
決
法
を
定
め
、
執

行
前
で
あ
っ
て
も
法
令
の
憲
法
判
断
を
裁
判
所
が
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
場
合
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
法
律
と
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憲
法
三
条
の
「
事
件
又
は
争
訟
」
の
関
係
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
の
が
エ
ト
ナ
生
命
保
険
会
社
事
件
（
一
九
三
七（

22
）

年
）
で
あ
る
。
こ

の
事
件
に
お
い
て
は
、
当
事
者
間
に
お
け
る
保
険
契
約
の
効
力
が
問
題
に
な
り
、
法
令
の
憲
法
判
断
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
宣
言
判

決
法
と
憲
法
三
条
の
関
係
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
の
で
紹
介
し
よ
う
。

　

連
邦
宣
言
判
決
法
一
九
三
四
年
は
「
現
実
の
争
訟
が
提
起
さ
れ
た
事
件
に
お
い
てin cases of actual controversy

、
合
衆
国
の

裁
判
所
は
申
立
て
…
に
基
づ
い
て
、
利
害
を
有
す
る
当
事
者
の
権
利
及
び
そ
の
他
の
法
的
関
係
に
つ
い
て
宣
言
を
行
う
権
限
を
有
す
る

…
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
宣
言
判
決
法
を
議
会
が
定
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
、
連
邦
議
会
は
、
連
邦
裁
判
所
の
管
轄
権
に
つ
い
て
、
憲
法
か
ら
委
任
さ
れ
た
範
囲
で
定
め

る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
際
に
は
伝
統
的
な
救
済
方
法
に
限
定
さ
れ
な
い
と
す（

23
）
る
。
た
だ
し
「
憲
法
上
、
司
法
権
が
及
ぶ
と
さ
れ
る
、
争

訟controversies

に
判
断
を
示
す
、
と
の
裁
判
所
の
機
能
に
一
致
す
る
救
済
方
法
を
定
め
る
限
り
に
お
い
て
、
宣
言
判
決
法
は
、
議

会
権
限
の
範
囲
内
と
な
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し（

24
）
た
。

　

そ
こ
で
、
結
局
の
と
こ
ろ
問
題
に
な
る
の
は
、「
争
訟
」
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
最
高
裁
は
、
仮
定
的
又
は
抽
象
的
な
性

質
、
す
な
わ
ち
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
で
、
模
擬
裁
判
的
な
争
い
と
は
区
別
さ
れ
る
、
明
確
で
、
具
体
的
で
、
対
立
的
な
当
事
者
の
法
的
利
益

に
関
わ
り
、
最
終
性
を
有
す
る
判
決
に
よ
っ
て
具
体
的
な
救
済
が
可
能
で
あ
る
、
現
実
的
で
実
体
の
あ
る
争
訟
で
あ
る
こ
と
、
と
し
て

い（
25
）
る
。

　

す
な
わ
ち
「
仮
定
的
な
事
実
に
基
づ
い
て
、
何
が
法
で
あ
る
か
を
助
言
す
る
意
見
と
は
区
別
さ
れ
、
最
終
的
な
性
質
を
有
す
る
判
断

に
よ
っ
て
、
具
体
的
な
救
済
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、
現
に
存
在
す
る
争
訟
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し（

26
）
た
。
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権
利
侵
害
へ
の
一
般
的
な
お
そ
れ
と
助
言
的
意
見

　

こ
の
よ
う
に
最
高
裁
は
、「
争
訟
」
と
は
、
現
実
に
、
当
事
者
間
に
お
い
て
対
立
す
る
法
的
利
害
が
存
在
し
、
裁
判
に
よ
っ
て
具
体

的
な
救
済
が
可
能
で
あ
る
も
の
、
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
争
訟
」
に
当
ら
な
い
の
は
、
仮
定
的
な
事
実
を
前
提
と
す
る
模
擬
裁
判

的
な
争
い
で
あ
り
、
更
に
は
裁
判
所
が
憲
法
問
題
に
つ
い
て
「
助
言
的
意
見
」
を
述
べ
る
場
合
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
で
は
、
ど
の
よ

う
な
場
合
が
「
助
言
的
意
見
」
に
あ
た
る
の
か
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
事
件
（
一
九
四
七（

27
）

年
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
事
件
で
は
ハ
ッ
チ
法
（18 U

.S.C. 

§ 61 h 

（a

））
が
問
題
と
な
り
「
…
連
邦
政
府
の
執
行
部
の
職
員
は
…
政
治
活
動political 

m
anagem

ent

又
は
選
挙
運
動
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
…
」
と
し
、
同
項
（
ｂ
）
は
「
こ
の
章
に
違
反
し
た
者
は
、
直
ち
に
解
雇
さ

れ
る
…
」
と
規
定
し
て
い
た
。
原
告
等
は
、「
政
治
活
動
及
び
選
挙
運
動
」
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い
る
がdesire to engage in

、

い
ま
だ
ハ
ッ
チ
法
に
違
反
し
て
は
お
ら
ず
、
こ
の
法
律
が
合
衆
国
憲
法
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
宣
言
判
決
等
を
求
め

た
。

　

最
高
裁
は
、
憲
法
三
条
は
、
裁
判
所
が
助
言
的
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
認
め
て
お
ら
ず
「
抽
象
的
で
は
な
く
、
具
体
的
な
法
律
問
題

が
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
憲
法
問
題
を
判
断
す
る
た
め
の
要
件
で
あ
る
」
と
し
、
こ
の
要
件
は
、
他
の
場
合
と
同
様
、
宣
言
判
決

に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
と
し
、
そ
の
上
で
、
原
告
が
求
め
て
い
る
の
は
こ
の
助
言
的
意
見
で
あ
る
と
し
て
い（

28
）
る
。
す
な
わ
ち
、
原
告

は
「
政
治
活
動
及
び
選
挙
運
動
」
に
従
事
し
た
い
、
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
一
般
的
な
お
そ
れ

general threat of possible interference w
ith those rights

が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
法
律
問
題
を
提
起
し
て
い
る
と
は
い

え
な
い
。
原
告
が
ど
の
よ
う
な
政
治
活
動
を
行
い
た
い
の
か
に
つ
い
て
、
最
高
裁
と
し
て
は
推
測
で
き
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
よ
う
な
仮

定
的
な
お
そ
れhypothetical threat

が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
宣
言
判
決
を
求
め
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
、
と
し（

29
）
た
。
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抽
象
的
存
在
か
ら
具
体
的
執
行
に
至
る
ま
で
の
法
令
の
段
階
性

　

こ
の
事
件
は
、
上
述
の
一
方
当
事
者
・
ヤ
ン
グ
事
件
（
一
九
〇
五
年
）
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
両
者
と
も
に
、
審
査
の
対
象
と
な
る

法
令
に
違
反
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
違
憲
で
あ
る
こ
と
の
宣
言
を
裁
判
所
に
求
め
て
い
る
が
、
結
論
は
正
反
対
と
な
っ
た
。
前
者
に
お

い
て
、
法
令
の
正
当
性
を
テ
ス
ト
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
法
令
に
違
反
し
て
刑
事
被
告
人
と
な
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
は
現
実
離
れ
し

て
お
り
、
こ
れ
に
固
執
す
る
こ
と
は
裁
判
所
の
法
令
審
査
権
を
奪
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
後
者
に
お
い
て

は
刑
事
責
任
で
は
な
く
、
解
雇
と
い
う
行
政
・
民
事
の
責
任
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
い
ず
れ
の
手
続
が
過
酷
で
あ
り
、
リ
ス
ク
の
負

担
が
困
難
か
を
比
較
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
意
味
が
あ
る
と
も
思
わ
れ
な（

30
）

い
。

　

問
題
は
、
法
令
の
適
用
に
関
し
て
は
、
抽
象
的
な
規
範
の
状
態
か
ら
現
実
の
執
行
に
い
た
る
ま
で
、
い
く
つ
か
の
段
階
が
あ
り
、
そ

の
い
ず
れ
の
段
階
に
お
い
て
法
令
の
審
査
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
、
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
一
方
当
事
者
・
ヤ
ン
グ
事
件

（
一
九
〇
五
年
）
に
お
い
て
は
、「
規
則
」
に
よ
り
鉄
道
料
金
が
設
定
さ
れ
、
そ
の
適
用
を
受
け
る
鉄
道
会
社
に
、
法
令
の
遵
守
を
担
保

さ
せ
る
意
味
で
刑
事
責
任
が
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
刑
事
手
続
が
開
始
す
る
ま
で
も
な
く
、「
規
則
」
の
成
立
・
存
在
そ
の
も
の
が
、

現
実
・
具
体
的
に
原
告
に
不
利
益
を
及
ぼ
し
て
い
た
。

　

他
方
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
事
件
（
一
九
四
七
年
）
で
は
、
法
律
の
存
在
に
よ
り
一
定
の
行
為
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
行
為
を
行
う

か
ど
う
か
、
そ
し
て
こ
れ
に
法
令
が
適
用
さ
れ
て
不
利
益
が
及
ぶ
か
ど
う
か
、
前
者
と
の
比
較
で
は
、
や
や
不
明
確
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
者
と
同
様
、
法
律
の
制
定
・
存
在
自
体
に
よ
り
原
告
に
相
当
程
度
の
影
響
を
及
ぼ
し
、
具
体
的
な
執
行
が

な
い
段
階
に
お
い
て
も
宣
言
判
決
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
の
が
ペ
ネ
ル
事
件
（
一
九
八
八（

31
）

年
）
で
あ
る
。

　

こ
の
事
件
で
は
、
市
の
聴
聞
官
が
、
家
主
か
ら
の
賃
料
値
上
げ
申
請
を
認
め
る
か
否
か
の
判
断
に
あ
た
り
、
賃
借
人
の
困
窮
度
を
考

慮
す
べ
き
こ
と
を
定
め
る
市
条
例
が
問
題
と
な
り
、
こ
れ
が
文
面
上
、
家
主
の
修
正
五
条
の
権
利
を
侵
害
す
る
と
し
、
そ
の
宣
言
判
決
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が
求
め
ら
れ
た
事
件
で
あ
る
。

　

原
告
は
、
困
窮
状
態
に
あ
る
者
へ
の
賃
貸
を
現
実
に
行
っ
て
お
り
、
条
例
の
文
言
に
該
当
し
て
お
り
、
原
告
に
不
利
益
が
及
ぶ
こ
と

は
仮
定
的
と
は
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
賃
料
が
、
見
こ
ま
れ
た
額
よ
り
も
下
が
る
と
の
可
能
性
が
あ
り
、
こ
れ
は
、
現
実
の
損
害
を

受
け
る
十
分
な
脅
威
で
あ
る
、
と
し（

32
）

た
。

　

こ
の
事
件
は
、
賃
料
値
上
げ
に
際
し
て
賃
借
人
の
困
窮
度
を
考
慮
す
る
と
の
法
令
の
存
在
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
家
主
は
、
賃
料
に

関
し
て
不
利
に
な
る
と
の
現
実
的
な
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
法
律
の
具
体
的
執
行
は
い
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
現

実
的
な
脅
威
と
い
う
レ
ベ
ル
で
の
影
響
を
「
争
訟
」
と
と
ら
え
て
審
査
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ミ
ッ
チ
ェ
ル
事
件

（
一
九
四
七
年
）
で
は
、
法
令
に
違
反
す
る
行
為
を
自
ら
が
行
う
か
ど
う
か
必
ず
し
も
確
定
的
で
な
く
、
裁
判
手
続
き
が
開
始
さ
れ
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
、
い
ま
だ
不
明
確
な
段
階
で
の
宣
言
判
決
を
求
め
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
具
体
的
・
現
実
的
な
執
行
と
い
う
観
点
か
ら
宣
言
判
決
を
求
め
る
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
考
察
す
る
と
、
そ
の
文
言
上
は
自
ら
に

適
用
さ
れ
う
る
が
、
そ
の
法
律
の
執
行
の
可
能
性
が
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
宣
言
判
決
は
認
め
ら
れ
な
い
と
も
考
え
ら

れ（
33
）
る
。
こ
の
点
が
問
題
と
さ
れ
た
の
が
、
次
に
紹
介
す
る
の
が
、
ポ
ー
事
件
（
一
九
六
一（

34
）

年
）
で
あ
る
。

執
行
の
お
そ
れ
が
な
い
法
令

　

こ
の
事
件
に
お
い
て
は
、
避
妊
を
行
い
又
は
そ
の
方
法
を
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
法
律
に
つ
い
て
、
健
康
上
の
理
由
か

ら
避
妊
を
必
要
と
す
る
夫
婦
及
び
医
師
が
、
そ
の
違
憲
の
宣
言
を
も
と
め
る
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
認
め
ら
れ
る
か
が
問
題
に
な
っ
た
。

最
高
裁
は
、
刑
罰
法
規
が
存
在
す
る
と
い
う
だ
け
で
、
そ
れ
が
実
際
に
執
行
さ
れ
る
と
の
脅
威
が
欠
け
て
い
る
な
ら
ば
、
裁
判
所
は
そ

の
憲
法
判
断
を
行
わ
ず
、
ま
た
、
検
察
官
が
起
訴
を
行
わ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
明
ら
か
に
同
意
し
て
い
る
場
合
、
こ
の
検
察
官
を
相
手
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に
、
法
律
の
宣
言
判
決
等
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し（

35
）

た
。

　

そ
の
上
で
、
本
件
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
法
律
は
、
制
定
以
来
四
分
の
三
世
紀
に
わ
た
り
、
違
反
に
対
す
る
起
訴
が
ほ
と
ん
ど
な
さ

れ
て
い
な
い
。
避
妊
薬
は
一
般
に
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
で
販
売
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
起
訴
さ
れ
た
と
の
例
は
な
い
。
法
律
が
原
告
に
執

行
さ
れ
る
と
の
証
拠
は
な
く
、
司
法
判
断
適
合
性
あ
る
憲
法
問
題
は
提
起
さ
れ
て
い
な
い
、
と
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
法
律
は
削
除
さ
れ
ず
に
存
在
し
て
い
て
も
、
長
期
に
わ
た
り
適
用
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
原
告
に
対
し
て
も
こ

れ
が
執
行
さ
れ
る
お
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
の
権
利
侵
害
及
び
救
済
の
必
要
性
が
切
迫
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
し
た
。
も
っ

と
も
、
法
令
が
存
在
す
る
だ
け
で
、
本
来
憲
法
上
保
護
さ
れ
る
べ
き
行
為
に
萎
縮
的
効
果
が
生
じ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
そ

の
法
律
が
現
に
活
発
に
適
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
こ
れ
を
重
視
し
、
自
ら
に
は
法
令
が
具
体
的
に
適
用
さ
れ
る
前
に
、
そ
の
違
憲
性
の

宣
言
を
認
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
表
現
の
自
由
規
制
立
法
に
お
い
て
生
じ（

36
）
た
。

表
現
の
自
由
規
制
立
法
と
萎
縮
的
効
果

　

ド
ン
ブ
ロ
ス
キ
ー
事
件
（
一
九
六
五（

37
）

年
）
に
お
い
て
は
、
政
府
を
転
覆
し
、
共
産
主
義
活
動
を
行
う
団
体
の
メ
ン
バ
ー
は
登
録
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
違
反
し
た
場
合
に
は
処
罰
す
る
と
の
州
法
が
問
題
に
な
っ
た
。
原
告
・
団
体
は
、
政
府
を
転
覆
し
よ
う
と
す
る

共
産
党
の
隠
れ
蓑com

m
unist front

で
あ
る
と
さ
れ
、
原
告
の
メ
ン
バ
ー
に
は
令
状
が
発
付
さ
れ
、
逮
捕
さ
れ
、
オ
フ
ィ
ス
へ
の
捜

索
も
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
相
当
理
由
が
な
い
ま
ま
に
逮
捕
状
が
発
付
さ
れ
、
捜
索
・
押
収
も
違
法
で
あ
っ
た
と
し
て
、
証
拠
が
排
除

さ
れ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
局
は
、
原
告
・
団
体
は
依
然
と
し
て
政
府
転
覆
・
共
産
党
の
隠
れ
蓑
で
あ
り
、
そ
の
メ
ン
バ
ー

は
州
法
に
従
っ
て
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を
怠
れ
ば
起
訴
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
繰
り
返
し
ア
ナ
ウ
ン
ス
を
行
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
法
令
が
違
憲
無
効
で
あ
る
と
の
宣
言
判
決
等
が
求
め
ら
れ
た
。
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最
高
裁
は
「
修
正
一
条
の
領
域
で
、
広
範
で
、
不
適
切
な
適
用
の
余
地
あ
る
刑
罰
法
規
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
た

め
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
関
す
る
通
常
の
ル
ー
ル
に
例
外
を
設
け
て
き
た
」
と
す（

38
）

る
。
そ
の
理
由
は
、
法
令
に
よ
る
規
制
の
範
囲
を
事

件
ご
と
に
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
刑
事
訴
追
の
リ
ス
ク
を
背
負
う
大
胆
な
者
の
み
に
よ
っ
て
し
か
、
こ
の
範
囲
は

明
ら
か
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
表
現
の
自
由
が
主
張
さ
れ
た
場
合
に
は
「
こ
の
よ
う
な
先
延
ば
し
の
訴

訟
の
結
果
を
待
た
せ
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
て
き
た
」
の
で
あ（

39
）

る
。

　

も
っ
と
も
、
同
じ
表
現
の
自
由
が
問
題
に
な
っ
た
事
件
で
あ
る
が
、
違
反
に
対
す
る
刑
事
責
任
の
追
及
と
は
関
わ
り
な
く
、
法
令
に

基
づ
く
制
度
の
存
在
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
表
現
の
自
由
が
萎
縮
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
の
主
張
だ
け
で
は
、
宣
言
判
決
を
求
め
る
ス
タ
ン

デ
ィ
ン
グ
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
の
が
レ
ア
ド
事
件
（
一
九
七
二（

40
）

年
）
で
あ
る
。

　

大
統
領
は
、
国
内
の
騒
擾insurrection and other dom

estic violence

を
鎮
圧
す
る
た
め
に
軍
隊
を
用
い
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
、
実
際
に
も
ロ
ー
カ
ル
政
府
の
援
助
を
連
邦
軍
に
命
じ
た
が
、
こ
の
経
験
か
ら
、
陸
軍
で
は
、
不
測
の
事
態
に
際
し
て
ロ
ー
カ
ル
政

府
に
必
要
最
小
限
の
援
軍
で
対
処
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
情
報
収
集
シ
ス
テ
ム
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の

情
報
収
集
シ
ス
テ
ム
は
、
市
民
に
よ
る
適
法
か
つ
平
和
的
な
政
治
活
動
を
監
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
修
正
一
条
に
違
反
す
る
と
の
宣
言

判
決
等
が
求
め
ら
れ
た
。
第
一
審
は
、
陸
軍
に
よ
る
、
不
法
と
さ
れ
る
情
報
収
集
行
為
が
明
ら
か
と
さ
れ
ず
、
原
告
の
権
利
に
も
た
ら

さ
れ
る
損
害
又
は
そ
の
脅
威
に
つ
い
て
主
張
さ
れ
て
い
な
い
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
原
審
は
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
存
在
自
体
が
、
表

現
の
自
由
を
萎
縮
さ
せ
る
許
さ
れ
ざ
る
負
担
を
原
告
に
も
た
ら
し
て
い
る
と
し
た
。
最
高
裁
は
、
こ
れ
を
破
棄
し
た
。

　

最
高
裁
は
、
修
正
一
条
の
権
利
行
使
を
直
接
に
禁
止
し
て
い
な
い
場
合
に
も
、
規
制
が
も
た
ら
す
萎
縮
的
効
果
か
ら
憲
法
違
反
が
生

じ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
認
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
こ
の
よ
う
な
萎
縮
的
効
果
は
、
政
府
機
関
が
一
定
の
活
動
を
行
っ
て
い

る
と
個
人
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
だ
け
か
ら
、
又
は
、
こ
う
し
た
活
動
の
成
果
に
基
づ
き
、
将
来
に
お
い
て
、
個
人
を
害
す
る
そ
の
ほ
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か
の
更
な
る
活
動
を
行
う
か
も
し
れ
な
い
と
お
そ
れ
る
こ
と
か
ら
は
、
生
じ
て
く
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ（

41
）

る
」。

　

原
告
は
、
こ
の
萎
縮
的
効
果
を
根
拠
と
し
て
「
争
訟
」
が
存
在
す
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
本
件
に
お
け
る
陸
軍
の
情
報
収
集
シ
ス

テ
ム
は
、
原
告
に
対
し
て
何
等
の
具
体
的
な
作
用
を
及
ぼ
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
不
法
な
監
視
活
動
が
な
さ
れ
た
と
の
指
摘
も
な
さ
れ

て
お
ら
ず
、
そ
の
主
要
な
情
報
源
も
ニ
ュ
ー
ス
メ
デ
ィ
ア
や
一
般
に
伝
播
さ
れ
て
い
る
出
版
物
に
過
ぎ
な
い
と
し
、
争
訟
は
提
起
さ
れ

て
い
な
い
と
判
断
し
た
。

　

レ
ア
ド
事
件
（
一
九
七
二
年
）
と
ド
ン
ブ
ロ
ス
キ
ー
事
件
（
一
九
六
五
年
）
は
と
も
に
、
修
正
一
条
の
領
域
に
お
け
る
萎
縮
的
効
果
が

問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
法
令
審
査
を
求
め
る
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
判
断
に
関
し
て
は
、
結
論
が
反
対
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
違
い

は
、
後
者
に
お
い
て
は
、
表
現
の
自
由
へ
の
萎
縮
は
、
刑
事
責
任
追
及
の
現
実
的
な
お
そ
れ
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
が
、
前
者

に
つ
い
て
は
、
こ
の
点
は
必
ず
し
も
問
題
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
表
現
行
為
へ
の
萎
縮
の
み
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
両

者
の
違
い
が
、
損
害
の
現
実
・
切
迫
性
と
い
う
憲
法
三
条
の
要
件
を
満
た
す
か
ど
う
か
の
判
断
の
分
か
れ
目
と
な
っ
た
と
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
レ
ア
ド
事
件
（
一
九
七
二
年
）
と
同
様
に
、
刑
事
責
任
及
び
そ
の
他
の
制
裁
と
は
無
関
係
に
、
表
現
の

自
由
へ
の
萎
縮
的
効
果
等
の
損
害
を
主
張
し
、
そ
の
法
令
の
違
憲
宣
言
判
決
を
求
め
る
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
み
と
め
ら
れ
な
か
っ
た
の

が
、
ク
ラ
ッ
パ
ー
事
件
（
二
〇
一
三（

42
）

年
）
で
あ
る
。

ク
ラ
ッ
パ
ー
事
件

　

こ
こ
で
は
、
九
・
一
一
同
時
多
発
テ
ロ
を
き
っ
か
け
に
、
合
衆
国
外
と
の
ｅ
メ
ー
ル
や
電
話
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
広
範

囲
に
わ
た
り
傍
聴
す
る
こ
と
を
認
め
る
法
律
が
定
め
ら
れ
、
そ
れ
が
修
正
一
条
や
修
正
四
条
に
違
反
し
て
い
る
と
し
て
争
わ
れ
た
。
原

告
は
、
傍
受
さ
れ
る
可
能
性
の
高
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
と
し
、
こ
の
法
律
が
違
憲
で
あ
る
と
の
宣
言
判
決
等
を
求
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め
た
が
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
会
話
等
が
実
際
に
傍
受
さ
れ
て
損
害
が
生
ず
る
こ
と
に
つ
い
て

は
仮
定
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
、
傍
受
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
違
憲
宣
言
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
法
律
を
根
拠
と
し
て
い
る
か
も

推
測
の
域
を
出
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
や
や
詳
し
く
紹
介
し
て
お
こ
う
。

事
実
の
概
要

　

対
外
情
報
監
視
法
一
九
七
八
年
（Foreign Intelligence Surveillance A

ct of 1978

）（
Ｆ
Ｉ
Ｓ
Ａ
）
は
、
法
務
長
官
と
国
家
情
報
局

長
に
対
し
て
、
合
衆
国
民
で
は
な
い
者
及
び
合
衆
国
外
に
居
住
す
る
と
合
理
的
に
考
え
ら
れ
る
者
を
対
象
と
し
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に

よ
る
監
視
を
行
い
、
対
外
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
な
お
、
情
報
入
手
に
先
立
ち
、
対
外
情
報
監
視
裁
判
所Foreign 

Intelligence Surveillance Court
（
Ｆ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
）
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
。
原
告
は
合
衆
国
市
民
で
あ
る
が
、
こ
の
法
律
に
よ
る
監

視
の
対
象
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
個
人
と
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
国
際
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
条
項

は
、
修
正
四
条
、
修
正
一
条
等
に
違
反
し
て
文
面
上
無
効
で
あ
る
と
の
宣
言
判
決
等
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

　

こ
の
情
報
監
視
に
関
し
て
、
Ｆ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
、
二
つ
の
特
別
裁
判
所tw

o specialized courts 

を
設
置
し
た
。
ひ
と
つ
は
、
上
述
の

対
外
情
報
監
視
裁
判
所
Ｆ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
で
あ
り
、
監
視
対
象
が
外
国
の
権
力
者foreign pow

er 

又
は
そ
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
で
あ
り
、
か

つ
、
監
視
が
向
け
ら
れ
て
い
る
具
体
的
な
施
設
又
は
場
所
が
、
彼
ら
に
よ
っ
て
現
に
使
用
さ
れ
、
又
は
、
使
用
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
、
相
当
理
由
あ
る
場
合
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
監
視
を
承
認
す
る
権
限
を
認
め
た
。
も
う
一
つ
は
、
Ｆ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
に
よ

る
承
認
拒
否
を
争
う
裁
判
所
で
あ
るForeign Intelligence Surveillance Court of Review

で
あ
る
。

　

更
に
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
、
九
・
一
一
同
時
多
発
テ
ロ
を
契
機
と
し
て
、
一
方
の
当
事
者
が
合
衆
国
外
に
あ
り
、
ア
ル
カ
イ
ダ
又

は
テ
ロ
リ
ス
ト
の
一
味
で
あ
る
と
合
理
的
に
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
電
話
と
ｅ
メ
ー
ル
を
無
令
状
で
傍
受
す
る
こ
と
を
国
家
安
全
保
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障
局
に
認
め
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
Ｆ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
者
が
、
ア
ル
カ
イ
ダ
ま
た
は
組
織
化
さ
れ

た
テ
ロ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
考
え
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
合
衆
国
に
お
い
て
送
受
信
さ
れ
る
国
家
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
監
視
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
更
に
、
連
邦
議
会
は
二
〇
〇
八
年
に
Ｆ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
改
正
を
行
い
、
そ
の
一
八
八
一
条

（
ａ
）
項
に
よ
り
、
監
視
の
対
象
が
外
国
の
権
力
者
又
は
そ
の
代
理
人
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
相
当
理
由
が
存
在
す
る
こ
と
を
政
府

は
証
明
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、
監
視
対
象
の
施
設
・
場
所
の
性
質
・
位
置
を
特
定
す
る
こ
と
も
政
府
は
求
め
ら
れ
な
い
こ

と
に
な
っ
たSee Leading Case, 127 H

a
rv. L. R

ev. 298, 299 （2013

）。

　

原
告
は
、
弁
護
士
や
人
権
擁
護
活
動
家
等
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
業
務
と
し
て
、
外
国
在
住
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
や
情
報
提
供
者
と
セ
ン

シ
テ
ィ
ブ
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
証
言
拒
否
の
対
象
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
、
電
話
お
よ
び
ｅ
メ
ー
ル
で
行
っ
て
い
た
。
原

告
は
、
こ
の
規
定
が
、
修
正
四
条
及
び
修
正
一
条
等
に
違
反
し
て
い
る
と
の
宣
言
判
決
等
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

　

最
高
裁
は
、
憲
法
三
条
の
要
件
を
確
認
し
た
後
、
原
告
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
否
定
し
た
。

判
　
旨

　

第
一
に
、
原
告
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、
監
視
の
対
象
に
な
る
こ
と
が
切
迫
し
て
い
る
と
す
る
こ
と
は
、
仮
定
的
で
あ

る
。
法
律
の
文
言
か
ら
す
れ
ば
、
合
衆
国
市
民
で
あ
る
原
告
は
監
視
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
ら
が
監
視
対
象
に

な
っ
て
い
た
こ
と
を
証
明
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
驚
く
に
足
り
な
い
。
政
府
が
Ｆ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
の
承
認
を
求
め
た
か
に
つ
い
て
す
ら
、
原
告

は
主
張
し
て
い
な
い
。
原
告
は
一
八
八
一
条
（
ａ
）
項
に
基
づ
く
監
視
実
務
に
つ
い
て
何
等
の
知
識
も
有
し
な
い
。
原
告
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
監
視
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
具
体
的
事
実
を
示
し
て
い
な
い
。
更
に
は
「
一
八
八
一
条
（
ａ
）
は
…
［
原
告
］

が
懸
念
し
て
い
る
監
視
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
、
せ
い
ぜ
い
許
容
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
強
制
も
命
令
も
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
…
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法
務
総
裁
及
び
国
家
情
報
局
長
が
い
か
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
監
視
対
象
と
す
る
か
を
判
断
す
る
際
に
、
そ
の
裁
量
を
ど
の
よ

う
に
行
使
す
る
か
に
つ
い
て
…
［
原
告
は
］
単
に
推
測
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ（

43
）

る
」。

　

第
二
に
、
情
報
監
視
方
法
に
関
し
て
は
、
本
件
法
律
が
認
め
て
い
る
以
外
の
多
く
の
方
法
が
あ
る
。
そ
こ
で
「
た
と
え
［
原
告
が
］

…
彼
ら
の
外
国
と
の
接
触
監
視
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
切
迫
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
事
が
出
来
た
と
し
て
も
…
彼
ら
は
な
お
も
そ

の
損
害
が
一
八
八
一
条
（
ａ
）
に
適
切
に
結
び
つ
い
て
い
るfairly traceable to 

こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
何
等
の
（
主
張
さ
れ
て
い
る
）
傍
受
が
同
項
を
根
拠
と
し
て
な
の
か
、
そ
れ
と
も
別
の
根
拠
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
か
推
測
で
き

る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、fairly traceable

の
要
件
を
満
た
す
こ
と
は
で
き
な（

44
）

い
」。

　

第
三
に
、
政
府
が
原
告
の
会
話
を
傍
受
し
よ
う
と
し
て
Ｆ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
の
承
認
を
求
め
た
と
し
て
も
、
実
際
に
そ
れ
が
得
ら
れ
る
か
に
つ

い
て
、
原
告
は
た
だ
推
測
す
る
に
す
ぎ
な
い
。「
独
立
機
関independent actors 

が
ど
の
よ
う
な
判
断
を
下
す
か
に
つ
い
て
の
推
測

だ
け
を
根
拠
に
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
認
め
よ
う
と
す
る
理
論
を
当
裁
判
所
は
通
常
は
拒
否
し
て
き（

45
）

た
」。

　

第
四
に
、
た
と
え
承
認
が
得
ら
れ
て
も
、
政
府
が
実
際
に
原
告
に
よ
る
海
外
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
傍
受
に
成
功
で
き
る
か

は
明
ら
か
で
は
な
く
、
第
五
に
、
政
府
が
原
告
の
外
国
と
の
接
触
に
つ
い
て
監
視
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
原
告
自
身
の
外
国
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
付
随
的
に
傍
受
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
推
測
す
る
に
す
ぎ
な
い
。「
要
す
る
に
、
可
能
性
に
関
し
て
原
告
が
抱

く
推
測
の
連
鎖
で
は
、
将
来
に
お
い
て
監
視
が
な
さ
れ
る
と
の
可
能
性
を
根
拠
と
す
る
損
害
が
、
確
か
に
切
迫
し
て
お
り
、
ま
た
、
こ

の
損
害
が
一
八
八
一
条
（
ａ
）
に
正
当
に
結
び
付
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
確
立
し
て
い
な（

46
）

い
」。

　

原
告
は
、
更
に
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
根
拠
と
し
て
、
同
項
の
下
で
の
監
視
を
懸
念
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
秘
密
を
守
る
た

め
の
費
用
及
び
そ
の
他
や
っ
か
い
な
手
段
を
講
じ
る
必
要
が
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
種
の
ｅ
メ
ー
ル
や
電
話
を
避
け
ざ
る
を
得
な

く
な
っ
た
り
、
具
体
的
な
話
が
で
き
ず
に
一
般
的
な
話
に
と
ど
め
た
り
、
対
面
で
話
を
す
る
た
め
に
旅
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
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た
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
同
項
に
正
当
に
結
び
つ
く
損
害
を
継
続
的
に
被
っ
て
い
る
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
害
悪
を
受

け
る
危
険
へ
の
合
理
的
な
対
応
策
と
し
て
費
用
を
負
担
し
た
の
で
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
認
め
ら
れ
る
と
の
…
［
原
告
］
の
主
張
は
適

切
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
…
［
原
告
］
が
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
害
悪
は
、
切
迫
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
切
迫
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
で
は
な
い
、
仮
定
的
な
、
将
来
の
害
悪
へ
の
不
安
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
自
分
が

害
悪
を
被
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
だ
け
で
は
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
確
立
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
と
し（

47
）
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
最
高
裁
は
、
原
告
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
認
め
な
か
っ
た
が
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
原
告
の
会
話
が
実
際
に
傍
受
さ

れ
て
損
害
が
発
生
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
も
仮
定
的
で
推
測
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
た
と
え
傍
受
・
損
害
が
発
生
し
た
と
し
て

も
、
こ
れ
ら
が
、
原
告
が
違
憲
の
宣
言
を
求
め
て
い
る
一
八
八
一
条
ａ
項
を
根
拠
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、

裁
判
所
が
こ
の
条
項
に
違
憲
の
宣
言
判
決
を
下
し
て
も
原
告
の
救
済
に
は
結
び
つ
か
な
い
こ
と
、
こ
れ
ら
か
ら
す
れ
ば
、
憲
法
三
条
の

事
実
上
の
損
害
の
要
件
は
満
た
さ
れ
て
い
な
い
と
し
た
。

四
名
の
裁
判
官
に
よ
る
反
対
意
見

　

こ
の
多
数
意
見
に
対
し
て
四
名
の
裁
判
官
が
反
対
意
見
に
加
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
主
張
の
中
心
は
、
会
話
の
傍
受
＝
「
損
害
」
の
発

生
は
「
現
実
又
は
切
迫
」
し
て
い
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
告
の
中
に
は
、
九
・
一
一
同
時
多
発
テ
ロ
に
関
わ
り
、
あ

る
い
は
グ
ア
ン
タ
ナ
モ
で
拘
束
さ
れ
て
い
た
者
の
代
理
人
を
務
め
た
弁
護
士
や
人
権
擁
護
活
動
家
等
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

原
告
ら
の
業
務
は
、
外
国
に
在
住
す
る
外
国
人
か
ら
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
と
電
話
や
ｅ
メ
ー
ル
で
定
期
的
に
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
政
府
が
、
こ
れ
ら
の
会
話
を
傍
受
す
る
蓋
然
性
は
高
い
と
い
え
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

二
〇
〇
八
年
改
正
法
は
、
監
視
の
対
象
を
「
外
国
の
権
力
者
又
は
そ
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
」
に
限
定
し
て
い
な
い
の
で
、
原
告
と
グ
ア
ン
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タ
ナ
モ
の
拘
束
者
及
び
テ
ロ
リ
ス
ト
の
家
族
や
友
人
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
傍
受
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
更
に
、

こ
れ
ら
の
会
話
を
一
方
で
は
行
い
、
他
方
で
は
こ
れ
を
傍
受
し
よ
う
と
す
る
強
い
動
機
を
政
府
が
有
し
て
い
る
こ
と
。
政
府
は
こ
れ
ら

情
報
を
電
子
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
監
視
す
る
方
法
に
よ
り
入
手
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
政
府
の
過
去
の
活
動
か
ら
あ
き

ら
か
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
最
高
裁
は
五
対
四
の
僅
差
で
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
認
め
な
か
っ
た
が
、
多
数
意
見
は
刑
事
責
任
追
及
と
は
ひ
と
ま
ず

結
び
つ
か
な
い
で
主
張
さ
れ
る
「
情
報
収
集
さ
れ
る
お
そ
れ
」
を
、
憲
法
三
条
要
件
か
ら
す
る
と
や
や
低
く
み
る
レ
ア
ド
事
件
の
考
え

方
に
沿
う
も
の
と
理
解
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
反
対
意
見
は
、「
情
報
収
集
の
お
そ
れ
」
は
そ
の
法
令
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
仮
定
・

推
測
の
域
を
超
え
て
現
実
又
は
切
迫
し
て
い
る
と
判
断
し
て
い（

48
）
る
。

ま
と
め

　

以
上
、
ア
メ
リ
カ
の
宣
言
判
決
法
に
基
づ
く
法
令
審
査
を
中
心
に
、
合
衆
国
最
高
裁
の
判
例
の
な
が
れ
を
紹
介
し
て
き
た
。
こ
の
法

律
に
基
づ
け
ば
、
刑
事
被
告
人
に
な
る
な
ど
法
令
の
具
体
的
執
行
が
な
さ
れ
る
以
前
に
お
い
て
も
、
当
事
者
は
法
令
の
審
査
を
求
め
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
令
が
客
観
的
に
存
在
す
る
だ
け
の
、
抽
象
的
な
段
階
に
お
い
て
審
査
を
認
め
る
も
の
で
は

な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
立
法
府
と
裁
判
所
と
の
間
で
長
年
培
わ
れ
て
き
た
三
権
分
立
の
理
論
と
実
務
経
験
に
根
拠
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
裁
判
所
は
、
議
会
に
対
す
る
一
般
的
監
督
や
助
言
的
意
見
が
禁
止
さ
れ
、
現
実
の
当
事
者
の
権
利
利
益
の
救
済
に
集
中
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
観
点
は
、
法
令
の
憲
法
判
断
を
宣
言
判
決
に
お
い
て
行
う
場
合
に
も
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
と
い
え
る
。
そ

こ
で
最
高
裁
は
、
法
令
の
存
在
と
そ
の
現
実
の
執
行
と
の
間
に
い
く
つ
か
の
段
階
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
具
体
的
現
実
的
な
執
行
に

至
ら
な
い
が
、
そ
の
執
行
が
切
迫
し
て
い
る
段
階
で
あ
れ
ば
、
上
述
の
三
権
分
立
の
観
点
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
審
査
で
あ
る
と
し
た
も
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（
１
）　

最
大
判
昭
和
二
五
年
二
月
一
日
刑
集
四
巻
二
号
七
三
頁
、
通
説
も
肯
定
説
で
あ
る
。
樋
口
陽
一
ほ
か
著
『
注
解
法
律
学
全
集
４ 

憲
法 

Ⅳ
』
九
八
頁

（
二
〇
〇
四
年
、
青
林
書
院
）
佐
藤
幸
治
担
当
。

（
２
）　

最
大
判
昭
和
二
七
年
一
〇
月
八
日
民
集
六
巻
九
号
七
八
三
頁
は
「
我
が
裁
判
所
は
具
体
的
な
争
訟
事
件
が
提
起
さ
れ
な
い
の
に
将
来
を
予
想
し
て
憲

法
及
び
そ
の
他
の
法
律
命
令
等
の
解
釈
に
対
し
存
在
す
る
疑
義
論
争
に
関
し
抽
象
的
な
判
断
を
下
す
ご
と
き
権
限
を
行
い
得
る
も
の
で
は
な
い
。」
と
し

て
い
る
。

（
３
）　

こ
の
審
査
方
法
は
、
行
政
処
分
等
の
現
実
に
な
さ
れ
た
執
行
行
為
に
対
し
、
そ
の
違
憲
・
違
法
、
有
効
・
無
効
を
審
査
す
る
方
法
と
方
向
は
同
じ
で

あ
る
。
し
か
し
、
執
行
行
為
自
体
の
審
査
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
審
査
及
び
そ
の
結
果
が
、
法
令
の
効
力
に
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
の
か
、
さ

せ
る
べ
き
か
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。「
摘
出
で
な
い
子
」
の
相
続
分
を
差
別
す
る
民
法
九
〇
〇
条
四
号
が
違
憲
と
さ
れ
た
最
大
決
平
成
二
五
年
九
月
四

日
判
時
二
一
九
七
号
一
〇
頁
は
「
規
範
審
査
・
文
面
無
効
」
の
判
断
を
下
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
伊
藤
正
晴
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
四
六
〇
号
八
八
頁
参

照
。
な
お
、
適
用
審
査
と
文
面
審
査
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
適
用
審
査
と
文
面
審
査
」
比
較
法
制
研
究
三
一
号
一
八
七
頁

（
二
〇
〇
八
年
）。
適
用
違
憲
・
文
面
違
憲
を
含
め
て
検
討
を
行
う
も
の
と
し
て
、
藤
井
俊
夫
「
適
用
違
憲
と
法
曹
教
育
」
戸
松
・
野
坂
編
『
憲
法
訴
訟
の

現
状
分
析
』
三
六
四
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）。

（
４
）　

従
来
、
刑
法
二
〇
〇
条
に
つ
い
て
は
、
合
憲
判
決
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
が
、
具
体
的
事
件
に
お
い
て
は
、
そ
の
過
酷
な
結
果
を
考
慮
し
、
論
理

に
難
が
あ
り
つ
つ
も
、
同
条
の
適
用
を
排
除
す
る
例
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
昭
和
四
八
年
度
』
一
四
三

頁
（
担
当
田
尾
勇
）。

（
５
）　
「
適
用
審
査
」
と
「
規
範
審
査
」
の
問
題
を
考
え
る
際
に
、「
第
三
者
の
権
利
援
用
」
が
問
題
に
な
る
。
適
用
条
文
に
つ
い
て
全
面
的
に
審
査
す
る

「
規
範
審
査
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
概
念
を
確
定
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
「
第
三
者
の
権
利
援
用
」
の
是
非
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
に
な
ら
ず
に
当
然
の

ご
と
く
行
な
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
そ
の
事
件
を
解
決
す
る
限
り
」「
当
事
者
の
権
利
救
済
」
に
限
定
す
る
「
適
用
審
査
」
の
場
合
に
は
、「
第
三

者
の
権
利
」
に
言
及
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、「
第
三
者
」
に

の
と
思
わ
れ
る
。

東洋法学　第57巻第 3号（2014年 3 月）

25



も
二
通
り
あ
り
、
ひ
と
つ
は
、
当
該
事
件
と
は
切
り
離
さ
れ
た
、
条
文
の
一
般
的
・
抽
象
的
・
全
般
的
審
査
の
過
程
の
中
か
ら
指
摘
さ
れ
る
も
の
、
も
う

一
つ
は
、
当
事
者
へ
の
具
体
的
執
行
行
為
の
中
に
現
実
に
含
ま
れ
、
又
は
、
含
ま
れ
う
る
場
合
で
あ
る
。
合
衆
国
最
高
裁
で
は
、
前
者
を
仮
定
的
第
三

者
、
後
者
を
現
実
的
第
三
者
と
し
て
区
別
し
、
前
者
に
対
す
る
審
査
を
行
う
こ
と
に
は
消
極
的
で
あ
る
。
問
題
は
、
第
三
者
の
権
利
侵
害
に
つ
い
て
審
査

を
及
ぼ
す
と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
よ
り
も
、
抽
象
的
な
「
規
範
」
と
は
異
な
る
具
体
的
・
現
実
的
な
「
執
行
行
為
」
に
審
査
が
絞
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
限

り
で
あ
れ
ば
第
三
者
の
権
利
侵
害
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
理
由
に
そ
の
執
行
行
為
の
効
力
等
を
裁
判
所
が
否
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

日
本
に
お
い
て
、
こ
の
点
が
問
題
に
な
っ
た
事
件
と
し
て
、
第
三
者
所
有
物
没
収
事
件
・
最
大
判
昭
和
三
七
年
一
一
月
二
八
日
刑
集
一
六
巻
一
一
号

一
五
九
三
頁
が
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
密
輸
出
を
企
て
た
被
告
人
が
有
罪
と
な
り
、
懲
役
刑
を
受
け
る
と
共
に
、
附
加
刑
と
し
て
、
犯
罪
行
為
の
用
に

供
さ
れ
た
船
舶
及
び
そ
の
貨
物
が
没
収
さ
れ
た
。
こ
の
没
収
さ
れ
た
貨
物
の
中
に
は
、
被
告
人
以
外
の
第
三
者
の
所
有
物
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
第
三

者
に
対
し
て
「
告
知
・
弁
解
・
防
御
」
の
機
会
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
憲
法
三
一
条
・
二
九
条
に
違
反
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
上
告
審
に

お
い
て
は
原
判
決
が
破
棄
さ
れ
、
没
収
の
対
象
を
被
告
人
所
有
物
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
判
決
で
は
、
第
三
者
の
権
利
侵
害
に
つ
い
て
審

理
の
対
象
と
し
て
い
る
が
、「
規
範
」
と
し
て
の
法
令
そ
の
も
の
を
審
理
す
る
過
程
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
な
く
（
も
し
も
、
文
面
審
査
・
文
面
無

効
の
判
断
が
下
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
被
告
人
に
対
す
る
没
収
に
つ
い
て
も
無
効
と
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
）、
当
事
者
に
対
す
る
具
体
的
な
執
行
行
為
が

な
さ
れ
、
そ
の
中
に
現
実
的
第
三
者
が
巻
き
込
ま
れ
て
い
た
の
で
審
査
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
問
題
な
の
は
、
こ
の
第
三
者
に
言
及
し
そ
の
権
利

侵
害
を
認
定
し
た
場
合
に
、
当
事
者
の
救
済
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
当
事
者
へ
の
附
加
刑
は
行
わ
れ
、
第
三

者
の
権
利
侵
害
の
認
定
は
当
事
者
の
利
益
に
は
結
び
つ
い
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
勝
訴
判
決
が
当
事
者
の
救
済
に
つ
な
が
ら

な
い
場
合
に
は
、
憲
法
三
条
の
「
事
件
又
は
争
訟
」
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
し
て
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
認
め
な
い
と
す
る
判
例
理
論
の
流
れ
が
あ

る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
に
も
、
当
事
者
と
第
三
者
の
関
係
が
問
題
と
さ
れ
、
後
者
が
そ
の
権
利
を
訴
訟
で
主
張
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
ま
た
、

前
者
が
後
者
の
権
利
を
法
廷
に
お
い
て
、
主
張
・
擁
護
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
場
合
に
は
、
例
外
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
患
者
の
妊
娠
中
絶
の
権

利
を
医
師
が
法
廷
で
主
張
す
る
場
合
が
こ
の
典
型
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
三
者
所
有
物
没
収
事
件
に
関
し
て
は
、
自
ら
の
権
利
を
、
法
廷
に
お
い
て
主
張

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
、
第
三
者
の
権
利
を
当
事
者
が
主
張
・
擁
護
す
る
、
と
い
う
典
型
的
な
事
例
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

現
実
に
な
さ
れ
た
、
第
三
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
、
違
法
な
附
加
刑
を
、
当
事
者
に
対
す
る
権
利
侵
害
で
は
な
い
と
の
理
由
の
み
で
、
こ
れ
を
見
過
ご
し
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て
よ
い
も
の
か
、
問
題
で
あ
る
。
具
体
的
な
執
行
行
為
に
対
す
る
審
査
の
範
囲
を
違
法
一
般
に
ま
で
含
め
た
と
こ
ろ
で
、
不
必
要
、
不
当
な
裁
判
所
の
介

入
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
し
て
や
、
こ
の
事
件
に
お
け
る
執
行
行
為
は
、
他
の
国
家
機
関
が
な
し
た
執
行
行
為
を
、
三
権
分
立
の
観
点
か

ら
裁
判
所
が
慎
重
に
審
査
す
る
の
で
は
な
く
、
裁
判
所
が
直
接
に
責
任
を
持
っ
て
下
す
附
加
刑
で
あ
り
、
遺
漏
な
き
よ
う
全
面
的
に
検
討
を
重
ね
る
べ
き

性
質
で
あ
り
、
逆
に
当
事
者
に
直
接
か
か
わ
ら
な
い
と
の
理
由
で
第
三
者
の
権
利
侵
害
を
見
過
ご
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
６
）　

但
し
当
事
者
と
第
三
者
と
の
間
に
密
接
な
関
連
性
が
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
典
型
が
、
中
絶
を
禁
止
・
処
罰
す
る
法
令
に
違
反
し
、

起
訴
さ
れ
た
医
師
が
、
そ
の
法
令
が
患
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
も
侵
害
し
て
い
る
と
主
張
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
、
本
来
は
、
患
者
自
身

が
そ
の
権
利
を
裁
判
に
お
い
て
主
張
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
訴
訟
は
ム
ー
ト
に
な
り
実
質
的
に
裁
判
救
済
を
得
ら
れ
な
い
。
他
方
、
医
師
は
患
者
の
権

利
を
擁
護
す
る
立
場
に
あ
る
、
と
の
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
。See Singleton v. W

ulff, 428 U
. S. 106

（1976.

）。
な
お
、
こ
の
場
合
に
も
、
当
事
者

へ
の
執
行
に
絞
っ
て
違
憲
判
断
が
な
さ
れ
る
適
用
違
憲
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
法
令
・
文
面
違
憲
と
な
る
の
か
問
題
に
な
ろ
う
。

（
７
）　

文
面
審
査
で
あ
るoverbreadth
理
論
は
、
日
本
に
お
け
る
法
令
審
査
と
な
じ
み
や
す
い
側
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
場
合

に
は
、
法
令
が
、
合
憲
・
違
憲
双
方
を
含
み
う
る
「
様
々
な
執
行
行
為
の
束
」
と
い
う
と
ら
え
方
は
一
般
的
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ

ち
、
現
実
・
具
体
的
な
事
例
の
積
み
重
ね
か
ら
、
法
令
の
輪
郭
を
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
す
る
、
そ
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
憲
法
判
断
を
位
置
づ
け
る
ア
メ

リ
カ
の
傾
向
（
適
用
審
査
）
に
対
し
、
日
本
の
場
合
に
は
、
対
象
と
な
っ
た
法
令
の
概
念
を
あ
き
ら
か
に
し
、
同
じ
く
憲
法
の
条
項
の
概
念
と
の
比
較
に

よ
り
憲
法
判
断
を
下
す
傾
向
（
規
範
審
査
）
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
オ
ー
バ
ー
ブ
レ
ド
ス
（overbreadth

）
理

論
の
新
展
開
」
新
報
九
三
巻
三
・
四
号
（
一
九
八
六
年
）
参
照
。

（
８
）　

漠
然
・
不
明
確
を
理
由
と
し
て
刑
罰
法
令
が
無
効
と
な
る
理
論
は
、
罪
刑
法
定
主
義
〈
国
民
へ
の
告
知
機
能
と
執
行
機
関
に
よ
る
恣
意
的
執
行
の
抑

制
〉
と
い
う
刑
事
法
の
要
請
か
ら
も
肯
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
法
令
に
は
一
定
の
不
明
確
さ
が
残
る
こ
と
は
避
け

ら
れ
ず
、
そ
の
結
果
、
不
明
確
さ
が
い
か
な
る
程
度
に
達
し
た
と
き
に
無
効
と
な
る
の
か
、
困
難
な
問
題
を
提
起
す
る
。
そ
こ
で
、
実
際
の
裁
判
で
は

「
解
釈
」
に
よ
り
こ
の
不
明
確
さ
を
除
去
し
、
法
令
の
効
力
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
「
解
釈
」
前
に
行
為
を
行
っ

た
被
告
人
に
告
知
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
「
解
釈
」
は
裁
判
所
に
よ
る
「
立
法
」
で
は
な
い
か
と
の
批
判
が
生
じ
る
。
こ
れ
ら
に
つ

い
て
、
最
大
判
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
二
三
日
刑
集
三
九
巻
六
号
四
一
三
頁
。
な
お
「
過
度
に
広
範
」「
漠
然
性
」
の
問
題
を
限
定
解
釈
の
視
点
か
ら
論
じ
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た
も
の
と
し
て
、
青
井
未
帆
「
過
度
広
汎
性
・
明
確
性
の
理
論
と
合
憲
限
定
解
釈
」
論
ジ
ュ
リ
一
号
九
〇
頁
（
二
〇
一
三
年
）。

（
９
）　

こ
の
憲
法
三
条
の
要
件
は
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
最
低
限
度
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
別
に
最
高
裁
は
、prudence

と
称
す
る
「
裁

判
所
の
自
制
の
ル
ー
ル
」
を
確
立
し
て
き
た
。
ひ
と
つ
は
、
当
事
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
害
悪
が
、
市
民
の
大
多
数
に
よ
っ
て
実
質
的
に
は
同
程

度
に
共
有
さ
れ
て
い
る
「
一
般
的
苦
情
」、
も
う
一
つ
は
、
事
件
と
争
訟
の
要
件
を
満
た
す
に
十
分
な
損
害
を
主
張
し
て
い
る
場
合
で
さ
え
も
、
原
告
は

「
第
三
者
の
権
利
」
と
は
異
な
る
自
分
自
身
の
法
的
権
利
及
び
利
益
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
要
件
を
課
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
裁
判
所
は
、
他
の
政
府
部
門
の
方
が
よ
り
適
切
に
対
処
す
る
能
力
が
あ
り
、
裁
判
所
の
介
入
が
個
人
の
権
利
を
保
護
す
る
の
に
不
必
要
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
広
く
公
的
な
意
義
を
有
す
る
抽
象
的
な
問
題
に
判
断
を
下
さ
ず
に
済
む
の
で
あ
る
。See W

arth v. Seldin, 422 U
.S. 490,498

―

500

（1975

）

（
10
）　

憲
法
三
条
の
要
件
は
、「
損
害
の
特
定
性
」
及
び
「
因
果
関
係
」
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
特
に
、
衡
平
法
上
の
救
済
で
あ
る
差
止
命
令
が

認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
際
に
少
し
ず
つ
形
成
さ
れ
て
き
た
。Sum

m
ers v. Earth Island Institute, 129 s.ct. 1142

（2009

）
に
お
い
て

は
、
原
告
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
救
済
方
法
に
合
わ
せ
た
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
責
任
が
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
差
止
救
済
を

求
め
る
た
め
に
は
、
①
具
体
的
及
び
特
定
さ
れ
た
事
実
上
の
損
害
を
被
る
と
の
脅
威
に
曝
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
こ
の
脅
威
は
、
現
実
的
で
切
迫
し
た
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
憶
測
又
は
仮
定
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
脅
威
は
被
告
の
行
為
に
正
し
く
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
、
及
び
③
原

告
勝
訴
に
よ
り
こ
の
損
害
が
防
止
さ
れ
又
は
救
済
さ
れ
る
う
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
。See id. at 1149.

　
　

こ
の
う
ち
、
後
者
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
と
お
り
二
つ
の
側
面
か
ら
考
察
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
主
張
さ
れ
て
い
る
損
害
が
、
争
っ
て
い

る
作
用
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
、
す
な
わ
ち
「
損
害
と
作
用
」
の
因
果
関
係
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
裁
判
所
に
求
め
て
い
る
救
済
方
法
に
よ
り
、
損
害
が
填

補
な
い
し
除
去
さ
れ
る
の
か
を
問
題
と
す
る
「
損
害
と
救
済
」
の
因
果
関
係
で
あ
り
、
こ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
要
件
の
②
及
び
③
と
対
応
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

因
果
関
係
は
、
衡
平
法
上
の
差
止
命
令
が
求
め
ら
れ
た
場
合
に
問
題
と
な
る
こ
と
が
多
い
。「
損
害
と
作
用
」
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、
過
去
に
お
い

て
違
法
な
起
訴
が
な
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
を
差
止
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
過
去
と
同
様
の
違
法
起
訴
が
再
度
繰
り
返
さ
れ
「
損
害
」
が
も
た
ら
さ
れ
る

事
と
の
間
に
因
果
関
係
が
存
在
す
る
か
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
判
例
の
流
れ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
　

Y
ounger v. H

arris, 401 U
.S. 46

（1971

）
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
違
法
な
起
訴
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
悪
意
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
、
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あ
る
い
は
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
た
起
訴
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
場
合
で
な
い
限
り
、
そ
こ
で
生
じ
た
「
損
害
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
刑
事
手
続
に
と
っ
て
は

偶
発
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
「
損
害
」
と
差
止
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
起
訴
行
為
と
の
間
の
因
果
関
係
を
否
定
し
た
。See id. at 49.

　
　

同
様
に
、O

’shea v. Littleton, 414 U
.S. 488

（1974

）
で
は
、
人
種
差
別
的
な
商
人
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
た
と
こ
ろ
、
白
人
の
公
務
員
が
黒
人
を
敵

視
し
、
結
果
と
し
て
、
刑
事
・
行
政
手
続
の
執
行
、
保
釈
金
や
量
刑
に
お
い
て
差
別
的
な
実
務
が
な
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
、
そ
の
差
止
が
求
め
ら
れ
た
。

最
高
裁
は
、
過
去
に
お
い
て
違
法
な
執
行
を
受
け
た
こ
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
差
止
救
済
を
求
め
る
の
に
必
要
な
、
現
在
の
事
件
又
は
争
訟
を
提
起
し
て
い

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
原
告
は
、
自
ら
が
再
び
逮
捕
さ
れ
、
起
訴
さ
れ
、
判
決
を
受
け
、
差
別
的
な
扱
い
が
な
さ
れ
る
と
い
う
可
能
性
が
あ
り
、
将
来

の
損
害
を
被
る
と
の
見
込
み
を
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
の
損
害
を
実
際
に
被
る
か
ど
う
か
は
仮
定
的
、
憶
測
的
で
あ
る
、
と
し
た
。See id. at 496

―97.

　
　

以
上
、
二
つ
の
判
例
は
差
止
の
対
象
と
さ
れ
た
「
作
用
」
と
、
自
ら
が
被
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
「
損
害
」
と
の
間
の
因
果
関
係
を
問
題
と
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
裁
判
所
に
求
め
ら
れ
て
い
る
「
救
済
」
に
よ
っ
て
、
被
っ
た
「
損
害
」
を
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
、
問
題
と
な
っ
た
の
が

Linda R.S. v. Richard D
., 410 U

.S. 614

（1973

）
で
あ
る
。 

　
　

テ
キ
サ
ス
州
法
は
、
一
八
歳
以
下
の
自
分
の
子
供
に
対
し
て
援
助
を
行
わ
な
い
親
を
処
罰
し
て
い
た
が
、
州
裁
判
所
は
一
貫
し
て
処
罰
対
象
は
「
嫡
出

子
」
の
親
に
限
定
さ
れ
、「
非
嫡
出
子
」
の
親
で
は
な
い
と
し
て
い
た
。
原
告
は
、
非
嫡
出
子
を
も
つ
母
親
で
あ
る
が
、
父
親
が
援
助
を
行
っ
て
お
ら

ず
、
こ
の
州
裁
判
所
に
よ
る
解
釈
は
修
正
一
四
条
平
等
保
護
に
違
反
す
る
な
ど
と
し
、
こ
の
父
親
を
起
訴
し
な
い
こ
と
の
禁
止
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し

た
。
最
高
裁
は
、
原
告
の
求
め
る
救
済
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
父
親
を
自
由
刑
に
処
す
る
だ
け
で
あ
る
。
請
求
が
認
め
ら
れ
、
父
親
に
対
し
て
の
起

訴
が
な
さ
れ
れ
ば
、
援
助
を
う
け
ら
れ
る
と
の
展
望
は
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
推
測
に
す
ぎ
な
い
。
主
張
さ
れ
て
い
る
損
害
と
裁
判
所
に
お
い
て
判
断
を

求
め
て
い
る
請
求
と
の
間
の
直
接
の
関
連
性
は
本
件
に
お
い
て
は
存
在
し
な
い
、
と
し
た
。See id. at 618.

　
　

更
に
、
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
た
事
例
と
し
てW

arth v. Seldin, 422 U
.S. 490

（1975

）
が
あ
る
。
低
所
得
者
を
排
除
す
る
た
め
、
宅
地
利
用
に

関
し
て
不
合
理
な
制
約
を
課
し
て
い
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
条
例
が
違
憲
で
あ
る
と
の
宣
言
判
決
等
が
請
求
さ
れ
て
い
る
。
最
高
裁
は
、
原
告
が
こ
の
地
で
居
住

で
き
な
い
の
は
条
例
が
原
因
で
あ
る
、
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
す
る
。
こ
の
地
に
居
住
す
る
と
の
原
告
の
希
望
が
実
現
す
る
か
は
、
低
料
金
の

住
宅
を
建
築
す
る
第
三
者
の
努
力
と
意
思
に
依
存
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
第
三
者
の
努
力
が
な
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
原
告
が
負
担
可
能

な
額
で
望
む
住
宅
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
。
原
告
が
こ
の
地
に
居
住
で
き
な
い
の
は
、
住
宅
市
場
の
経
済
状
況
の
結
果
で
あ
っ
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て
、
条
例
制
定
の
結
果
で
は
な
い
。
ゾ
ー
ニ
ン
グ
実
務
と
原
告
主
張
の
損
害
と
の
間
の
因
果
関
係
の
存
在
を
支
持
す
る
事
実
は
主
張
さ
れ
て
い
な
い
、
と

し
た
。See id. at 505

―07.
　
　

同
様
に
、「
損
害
と
救
済
の
因
果
関
係
」
を
否
定
し
た
の
がSim

on v. EK
W

RO
, 426 U

.S. 26

（1976

）
で
あ
る
。
内
国
歳
入
庁
は
、
非
営
利
の
病

院
が
税
優
遇
措
置
を
受
け
る
た
め
に
は
、
貧
困
者
に
対
す
る
医
療
の
提
供
を
、
急
患
の
場
合
に
限
定
す
る
こ
と
で
足
り
る
と
す
る
「
規
則
」
を
定
め
た
た

め
、
貧
困
者
や
貧
困
者
か
ら
成
る
団
体
等
が
、
財
務
長
官
等
を
被
告
に
、
そ
の
規
則
が
無
効
で
あ
る
こ
と
の
宣
言
判
決
、
差
止
命
令
を
も
と
め
て
訴
え
を

提
起
し
た
。
最
高
裁
は
、
本
件
に
お
け
る
被
告
は
、
病
院
で
は
な
く
、
財
務
長
官
等
で
あ
る
こ
と
を
重
視
す
る
。
そ
し
て
、
本
件
規
則
の
制
定
は
、
病
院

に
対
し
て
、
貧
困
者
へ
の
医
療
提
供
を
拒
否
す
る
こ
と
を
助
長
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
具
体
的
な
医
療
拒
否
が
、
本
件
規
則
の
結
果
で
あ
る
、
と
は
い

え
な
い
。
主
張
さ
れ
て
い
る
医
療
拒
否
が
、
被
告
の
助
長
行
為
に
正
し
く
結
び
付
く
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
本
件
規
則
に
よ
る
税
優
遇
措
置
と

は
関
わ
り
な
く
な
さ
れ
た
、
病
院
独
自
の
判
断
か
ら
医
療
拒
否
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
純
粋
に
仮
定
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
し
た
。See id. at 41

―43.

　
　

同
様
に
、「
救
済
」
の
観
点
か
ら
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
た
事
件
と
し
てLujan v. D

efenders of W
ildlife, 505 U

.S. 555

（1992

）
が
あ
る
。
絶
滅

危
惧
種
保
護
法
は
七
条
（
ａ
）（
２
）
は
「
連
邦
の
各
行
政
機
関
は
、
そ
の
承
認
し
、
資
金
を
提
供
し
、
又
は
実
行
し
た
い
か
な
る
活
動
も
、
絶
滅
危
惧

種
の
生
存
を
危
ぶ
ま
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
内
務
長
官
と
協
議
し
及
び
そ
の
助
力
を
得
て
、
こ
れ
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
…
」
と
規
定
し
て
い

る
。
こ
の
規
定
を
う
け
て
行
政
機
関
に
よ
る
規
則
が
定
め
ら
れ
、
法
律
に
よ
り
行
政
機
関
が
負
担
す
る
義
務
は
外
国
に
お
け
る
活
動
に
も
及
ぶ
と
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
内
務
長
官
が
規
定
を
改
訂
し
、
法
律
の
義
務
が
及
ぶ
の
は
合
衆
国
又
は
公
海
に
お
い
て
な
さ
れ
た
活
動
に
限
定
さ
れ
る
と
し
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
環
境
保
護
団
体
が
、
内
務
長
官
を
被
告
と
し
て
訴
え
を
提
起
し
、
規
定
後
の
規
則
は
義
務
の
及
ぶ
範
囲
に
関
す
る
法
律
の
考
え
方
に
反
し
て

い
る
と
の
宣
言
判
決
及
び
当
初
の
規
則
と
同
様
の
新
た
な
規
則
を
定
め
る
こ
と
を
求
め
る
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
請
求
し
た
。
最
高
裁
は
、
原
告
が
主

張
す
る
「
損
害
」
は
、
行
政
機
関
に
よ
る
海
外
で
の
開
発
行
為
が
、
そ
の
地
の
野
生
動
物
の
絶
滅
に
つ
な
が
り
、
か
つ
て
見
る
こ
と
が
で
き
た
彼
ら
の
姿

を
観
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
し
、
こ
の
「
損
害
」
は
現
実
又
は
切
迫
し
た
損
害
と
は
い
え
な
い
と
し
た
。See id. at 564.

更
に
「
救
済
」
の
観
点
か
ら
も
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
否
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
事
件
の
被
告
は
、
実
際
に
資
金
を
提
供
し
て
活
動
を
行
う
行
政
機
関

で
は
な
い
。
内
務
長
官
を
被
告
と
し
、
外
国
で
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
も
、
内
務
長
官
と
の
協
議
を
行
う
よ
う
規
則
を
変
更
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
各
行
政
機
関
は
、
こ
の
規
則
に
拘
束
さ
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
法
律
の
文
言
か
ら
す
れ
ば
、
絶
滅
危
惧
種

法令の憲法判断を求める当事者適格〔宮原　均〕

30



に
配
慮
す
る
の
は
、
各
行
政
機
関
で
あ
り
、
内
務
長
官
と
の
協
議
に
つ
い
て
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
各
行
政
機
関
に
あ
り
、
こ
の
点
に
関
す
る
内
務
長
官

の
規
則
に
は
拘
束
力
は
な
い
と
し
て
い
る
。See id. at 568

―69.

そ
こ
で
、
裁
判
所
が
、
被
告
で
あ
る
内
務
長
官
に
対
し
て
、
規
則
の
内
容
の
変
更
を
求

め
た
と
し
て
も
、
原
告
の
損
害
の
救
済
に
は
結
び
つ
か
な
い
と
し
た
。

　
　

因
果
関
係
が
肯
定
さ
れ
た
事
例
と
し
てM

onsanto Co. v. Geertson Seed Farm
s, 130 s.ct. 2743

（2010

）
が
あ
る
。
農
務
長
官
は
、
遺
伝
子
組

み
換
え
作
物
へ
の
規
制
を
行
っ
て
い
た
が
「
遺
伝
子
組
み
換
え
の
牧
草
」
に
つ
い
て
は
、
当
初
と
は
異
な
っ
て
、
環
境
影
響
評
価
を
行
う
こ
と
な
く
規
制

対
象
か
ら
は
ず
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、「
遺
伝
子
組
み
換
え
で
は
な
い
牧
草
」
の
種
を
生
産
す
る
農
場
が
、
環
境
影
響
評
価
を
行
う
ま
で
、
遺
伝
子
組

換
え
牧
草
の
作
付
け
の
差
止
命
令
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
最
高
裁
は
、
遺
伝
子
組
換
え
牧
草
が
広
ま
る
相
当
の
危
険
に
よ
り
、
原
告
は
様
々
な
点

で
損
害
を
受
け
る
。
す
な
わ
ち
、
遺
伝
子
組
換
え
で
な
い
牧
草
を
販
売
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
組
換
え
牧
草
が
混
じ
っ
て
い
な
い
か
テ
ス
ト
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
る
。
ま
た
、
両
種
が
混
合
す
る
こ
と
を
さ
け
る
た
め
の
手
段
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
損
害
は
、
憲
法
上
の
ス
タ
ン
デ
ィ

ン
グ
の
要
件
で
あ
る
、
事
実
上
の
損
害
を
満
た
す
の
に
十
分
に
具
体
的
で
あ
る
。
更
に
こ
の
損
害
は
、
規
制
対
象
か
ら
外
し
た
行
政
の
判
断
に
容
易
に
結

び
つ
く
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
の
禁
止
命
令
は
、
原
告
の
損
害
を
救
済
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
し
た
。See id. at 2754

―55.

　
　

Sum
m

ers v. Earth Island Institute, 129 s.ct. 1142

（2009

）

　
　

連
邦
法
に
よ
れ
ば
、
農
務
省
林
野
部
は
そ
の
活
動
に
関
し
て
告
知
、
コ
メ
ン
ト
、
ア
ピ
ー
ル
の
手
続
を
定
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
、
林
野
部
で
は
、
一
定
面
積
以
下
の
森
林
火
災
に
際
し
て
、
そ
の
回
復
活
動
及
び
被
災
地
域
内
の
木
材
を
販
売
す
る
活
動
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
手

続
を
一
括
し
て
排
除
す
る
「
規
則
」
を
発
表
し
た
。
そ
こ
で
、
環
境
保
護
団
体
が
、
こ
の
手
続
を
省
略
し
た
規
則
の
適
用
を
禁
止
す
る
こ
と
を
求
め
て
訴

え
を
提
起
し
た
。

　
　

原
告
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
救
済
方
法
に
合
わ
せ
た
す
タ
ン
デ
ィ
ン
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
責
任
が
あ
る
。
差
止
め
救
済
を
求
め
る
た
め
に
は
、
具
体

的
及
び
特
定
さ
れ
た
事
実
上
の
損
害
を
被
る
と
の
脅
威
に
曝
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
脅
威
は
、
現
実
的
で
切
迫
し
た
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
憶
測
又
は
仮
定
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
脅
威
は
被
告
の
行
為
に
正
し
く
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
、
及
び
原
告
勝

訴
に
よ
り
こ
の
損
害
が
防
止
さ
れ
又
は
救
済
さ
れ
る
う
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
事
者
を
保
護
す
る
た
め
に
司
法
権
を
発
動
す
る
現
実
の
必
要

性
が
あ
る
こ
と
、
こ
の
必
要
性
な
く
司
法
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
立
法
、
行
政
府
を
裁
判
所
が
監
視
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
権
力
の
配
分
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を
変
更
し
、
政
府
の
民
主
的
な
形
態
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
に
な
る
。See id. at 1149

　
　

本
件
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
規
則
は
、
原
告
に
何
等
の
行
為
も
禁
止
し
て
い
な
い
し
、
求
め
て
も
い
な
い
。
確
か
に
、
原
告
自
身
が
政
府
活
動
の
対
象

に
な
っ
て
い
な
く
と
も
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
通
常
は
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
の
は
相
当
に
難
し
く
な
る
。
こ
の
場
合
、
ス

タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
政
府
に
よ
っ
て
規
則
が
適
用
さ
れ
て
原
告
に
上
述
の
よ
う
な
影
響
が
及
ん
で
い
る
場
合
で
あ
る
。
本

件
に
お
い
て
は
原
告
の
構
成
員
に
ま
で
検
討
を
広
げ
た
が
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
個
人
の
利
益
に
対
し
て
切
迫
し
た
害
悪
が
差
し
迫
っ

て
い
な
い
場
合
に
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
認
め
た
事
例
は
な
い
。

（
11
）　Liverpool v. Com

m
issioners of Em

igration, 113 U
. S. 33

（1885

）.

（
12
）　Id. at 355.

（
13
）　M

uskrat v. U
nited States, 219 U

. S. 346

（1911

）.

（
14
）　Id. at s.ct.254.

（
15
）　Id. at s.ct 255

（
16
）　Id. at s.ct.255

（
17
）　Id. at s.ct.255

（
18
）　Frothingham

 v. M
ellon, 262 U

. S. 447

（1923
）.

（
19
）　See id. at 488.

（
20
）　Ex Parte Y

oung, 209 U
. S. 123

（1908

）.

（
21
）　See id. at 449.

（
22
）　A

etna Life Ins. Co. V
. H

artford, 300 U
. S. 227

（1937

）.

（
23
）　See id. at 240.

（
24
）　A

etna Life, 300 U
. S. at 240.

（
25
）　See id. at 240.
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（
26
）　A

etna Life, 300 U
. S. at 241.

も
っ
と
も
、
両
者
の
区
別
は
相
対
的
で
あ
り
、
程
度
問
題
で
あ
る
と
指
摘
す
る
の
がGolden v. Zw

ickler, 394 

U
. S. 103

（1969

）
で
あ
る
。「
抽
象
的
な
問
題
と
宣
言
判
決
法
に
い
う
争
訟
と
の
区
別
は
必
然
的
に
程
度
問
題one of degree

で
あ
る
」。Id. at 108. 

こ
の
点
を
判
断
す
る
正
確
な
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
基
本
的
に
は
、
対
立
的
な
法
的
利
害
を
有

す
る
当
事
者
間
に
お
い
て
、
宣
言
判
決
を
行
う
こ
と
を
正
当
と
す
る
に
十
分
な
、
切
迫
性
及
び
現
実
性
を
帯
び
た
、
実
体
を
有
す
る
争
訟
が
存
在
す
る
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。See id. at 108.

（
27
）　U

nited Public W
orkers of A

m
erica v. M

itchell, 330 U
. S. 75

（1947

）.

（
28
）　See id. at 89.

（
29
）　See id. at 89

―90.

（
30
）　

ダ
グ
ラ
ス
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、
自
分
の
権
利
を
テ
ス
ト
す
る
た
め
に
、
解
雇
さ
れ
生
活
の
糧
を
犠
牲
に
し
、
更
に
は
職
が
な
い
ま
ま
高
額
な
訴

訟
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
過
酷
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。See M

itchell, 330 U
. S. at 117

―18.

（
31
）　Pennell v. City of San Jose, 485 U

. S. 1

（1988

）.

（
32
）　See id. at 7

―8. 

同
様
に
、
法
律
が
成
立
・
存
在
し
た
段
階
で
そ
の
違
憲
性
に
つ
い
て
の
宣
言
を
認
め
た
の
がD

uke Pow
er Co. v. Carolina 

Environm
ental Study Group, IN

C, 438 U
. S. 59

（1978

）
で
あ
る
。
問
題
と
な
っ
た
法
律
は
原
発
の
事
故
に
際
し
て
、
そ
の
賠
償
額
を
一
定
限
度

に
と
ど
め
る
と
同
時
に
、
法
的
な
抗
弁
を
放
棄
さ
せ
、
損
害
が
上
限
を
超
え
た
場
合
に
は
、
議
会
が
必
要
か
つ
適
切
な
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
講
ず
る
と
し
て

い
た
。
こ
の
法
律
が
違
憲
で
あ
る
こ
と
の
宣
言
を
求
め
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
及
び
原
発
を
建
設
し
つ
つ
あ
る
公
益
事
業
会
社
を
被
告
と
し
て
、
環
境

保
護
団
体
等
が
訴
え
を
提
起
し
た
。
こ
の
事
件
の
特
徴
は
、
原
発
の
操
業
に
よ
り
放
射
線
に
よ
る
水
・
空
気
の
汚
染
、
原
子
炉
を
冷
や
す
た
め
に
用
い
ら

れ
る
湖
の
水
温
上
昇
、
原
発
近
く
の
財
産
上
の
価
値
の
下
落
等
の
損
害
は
、
十
分
具
体
的
で
憲
法
上
の
要
件
を
満
た
す
。
し
か
し
、
違
憲
の
宣
言
を
求
め

て
い
る
法
律
の
存
在
が
、
原
発
の
設
置
・
操
業
と
結
び
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
上
述
の
損
害
を
以
て
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

最
高
裁
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
保
護
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
被
告
は
原
発
を
建
設
し
操
業
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
の
相
当
程
度
の
可

能
性
が
あ
る
と
し
た
原
審
の
判
断
を
維
持
し
た
。See id. at 74

―75.

（
33
）　

こ
の
場
合
に
は
、
議
会
が
率
先
し
て
法
令
を
廃
棄
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
が
無
効
を
宣
言
す
べ
き
筋
合
い
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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（
34
）　Poe v. U

lim
an, 367 U

. S. 497

（1961

）.

（
35
）　See id. at 507.

（
36
）　

こ
の
萎
縮
的
効
果
を
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
指
摘
し
て
い
た
の
が
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
事
件
（
一
九
四
七
年
）
に
お
け
る
ダ
グ
ラ
ス
裁
判
官
の
反
対
意
見

で
あ
る
。
公
務
員
の
政
治
活
動
の
規
制
が
問
題
に
な
っ
た
事
件
で
あ
る
が
、
法
律
に
違
反
し
て
こ
れ
を
争
う
リ
ス
ク
を
考
え
る
と
萎
縮
的
効
果
が
生
じ
、

だ
か
ら
こ
そ
宣
言
判
決
を
求
め
る
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。「
政
治
活
動
の
禁
止
を
定
め
る
法
律
及
び
こ
れ
に
違
反
す
る

と
解
雇
さ
れ
る
と
の
制
裁
規
定
、
こ
れ
ら
が
存
在
す
る
と
い
う
だ
け
で
…
政
治
活
動
を
行
う
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
る
…
法
律
が
違
憲
で
あ
れ
ば
権
利
の
行
使

が
妨
げ
ら
れ
、
合
憲
で
あ
れ
ば
、
そ
の
行
為
を
理
由
に
強
制
的
に
解
雇
さ
れ
る
」。
こ
の
立
場
に
あ
る
公
務
員
に
対
し
て
、
自
分
の
職
を
賭
し
て
、
自
ら

の
憲
法
上
の
権
利
を
裁
判
所
に
お
い
て
テ
ス
ト
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
す
る
こ
と
は
「
回
復
し
難
い
損
害
」
に
あ
た
る
と
し
て
い
る
。See M

itchell, 330 

U
. S. at 116

―18.

（
37
）　D

om
brow

ski v. Pfister, 380 U
. S. 479

（1965

）.

（
38
）　Id. at 486

―87.

（
39
）　Id. at 487.

（
40
）　Laird v. T

atum
, 408 U

. S. 1

（1972

）.

（
41
）　Id. at 11.

（
42
）　Clapper v. A
m

nesty International U
SA

, 185 S. Ct. 264.

（
43
）　Id. at 277.

（
44
）　Id. at 278.

レ
ド
ア
事
件
に
つ
い
て
、
下
級
審
の
理
解
が
分
か
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
第
六
お
よ
び
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
区
控
訴
裁
に
お
い
て

は
、
監
視
対
象
で
は
な
い
原
告
は
、
主
観
的
な
萎
縮
効
果
を
示
す
だ
け
で
は
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
否
定
さ
れ
る
と
理
解
し
た
。
他
方
、
第
一
お
よ
び
第
九

控
訴
裁
で
は
、
直
接
規
制
対
象
に
な
っ
て
い
な
く
と
も
、
政
府
の
行
為
が
自
ら
の
行
為
を
合
理
的
に
変
更
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
原
告
が
証
明
で
き
る
な
ら

ば
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
認
め
ら
れ
る
と
理
解
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。See Elisa Sielski, 8 D

uke J. LA
W

 &
 PPSidebar 51, 56

―57 （2013

）.

（
45
）　Id. at 278.
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（
46
）　Id. at 279.

（
47
）　Id. at 280.

（
48
）　

多
数
意
見
は
、
原
告
が
損
害
を
被
る
合
理
的
お
そ
れ
を
証
明
す
る
事
に
よ
り
、
憲
法
三
条
「
事
実
上
の
損
害
」
の
要
件
を
み
た
す
こ
と
が
で
き
る
と

の
判
断
を
示
し
た
、
と
み
る
見
方
も
可
能
と
の
指
摘
が
あ
る
。See Sielski, supra note 44 at 67.

―
み
や
は
ら　

ひ
と
し
・
法
学
部
教
授
―
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