
は
じ
め
に

第
一
章　

最
高
裁
に
お
け
る
三
権
分
立
へ
の
言
及

第
二
章　

学
説
の
検
討

ま
と
め

は
じ
め
に

　

法
律
上
の
問
題
に
関
し
て
、
だ
れ
が
、
こ
れ
を
裁
判
所
に
持
ち
込
み
、
判
断
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
に
着
目
す
る
の
が
ス
タ
ン

デ
ィ
ン
グ
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁
判
所
（
以
下
「
最
高
裁
」
と
い
う
。）
は
、
裁
判
所
の
審
査
権

は
、
憲
法
三
条
「
事
件
」「
争
訟
」
に
及
ぶ
と
し
、
そ
の
解
釈
か
ら
三
つ
の
基
準
を
示
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
が
「
事
実
上

の
損
害
」
を
被
り
、
是
正
を
求
め
る
対
象
と
損
害
と
の
間
に
「
因
果
関
係
」
が
存
在
し
、
裁
判
所
に
よ
る
、
損
害
の
「
救
済
可
能
性
」
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が
あ
る
か
ど
う
か
、
で
あ（

1
）る。

こ
れ
ら
基
準
の
内
容
及
び
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
み
な
ら
ず
日
本
に
お
い
て
も
数
多
く
の

紹
介
・
分
析
が
あ（

2
）る。

　

と
こ
ろ
で
、
最
近
、
こ
れ
ら
三
つ
の
基
準
の
背
後
に
は
、
権
力
分
立
の
考
え
方
、
権
力
分
立
に
お
け
る
裁
判
所
の
役
割
に
つ
い
て
の

考
察
が
あ
り
、
そ
れ
が
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
分
析
に
影
響
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
納
税
者
訴
訟
に
つ
い
て

は
、
税
金
の
使
い
方
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
裁
判
所
に
よ
る
よ
り
も
立
法
・
行
政
と
い
う
民
主
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
議
論
も
、
納
税
者
が
、
公
金
の
支
出
に
関
し
て
い
か
な
る
損
害
を
受
け
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
の
み
な
ら
ず
、
権
力
分
立
の
観
点
、
す
な
わ
ち
い
ず
れ
の
権
力
部
門
に
よ
る
判
断
が
ふ
さ
わ
し
い
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
判
断
が
な

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ（

3
）る。

　

ま
た
、
環
境
問
題
に
関
す
る
市
民
訴
訟
に
お
い
て
も
、
い
か
な
る
市
民
も
、
行
政
機
関
に
よ
る
法
執
行
行
為
を
裁
判
所
に
お
い
て
争

う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
こ
と
は
、
裁
判
所
が
、
行
政
機
関
に
よ
る
法
執
行
を
常
時
モ
ニ
タ
ー
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
憲
法
二
条
・

法
律
誠
実
執
行
配
慮
に
関
す
る
大
統
領
の
権
限
を
侵
害
し
、
権
力
分
立
に
違
反
す
る
、
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ（

4
）る。

　

こ
の
よ
う
に
、
い
か
な
る
問
題
を
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
裁
判
所
に
審
査
さ
せ
る
か
に
関
し
て
、
権
力
分
立
の
問
題
が
提
起
さ
れ
る

こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
対
象
と
な
っ
て
い
る
作
用
に
よ
っ
て
、
自
己
の
利
益
を
現
実
的
、
個
別
的
に

侵
害
さ
れ
、
そ
の
救
済
を
裁
判
所
が
も
た
ら
す
こ
と
が
可
能
な
者
に
対
し
て
こ
れ
を
認
め
る
べ
く
、
憲
法
三
条
「
事
件
」「
争
訟
」
の

解
釈
と
し
て
三
つ
の
基
準
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
当
事
者
に
着
目
し
、
そ
の
救
済
を
中
心
に
形
成
さ
れ
て
き
た
ス
タ
ン
デ
ィ

ン
グ
に
つ
い
て
、
権
力
分
立
の
観
点
か
ら
こ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
た
し
て
、
ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
最
高
裁
の
三
つ
の
基
準
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
権
力
分
立
の
視
点
か
ら
、
主
と
し

て
、
学
説
を
中
心
に
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
問
題
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
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そ
こ
で
ま
ず
、「
事
実
上
の
損
害
」
と
「
因
果
関
係
・
救
済
可
能
性
」
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
、
権
力
分
立
の
理
論
か
ら
ど
の
よ
う

な
影
響
を
受
け
て
い
る
か
を
紹
介
し
、
次
い
で
、
こ
れ
ら
の
内
容
・
運
用
方
法
に
対
す
る
学
説
の
批
判
を
紹
介
・
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
論
を
進
め
て
い
く
。

第
一
章
　
最
高
裁
に
お
け
る
三
権
分
立
へ
の
言
及

　
第
一
節
　
事
実
上
の
損
害
の
要
件
と
権
力
分
立

　

本
来
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
そ
の
訴
訟
を
維
持
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
当
事
者
で
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
っ
て
、
権
力
分
立

の
問
題
、
す
な
わ
ち
他
の
部
門
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
領
域
に
、
裁
判
所
が
不
適
切
に
も
介
入
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
は
別
問
題
で
あ
る
、

と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
対
立
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
下
に
問
題
が
提
示
さ
れ
、
裁
判
所
に
よ
る
解
決
に
ふ
さ
わ
し
い
と
歴
史
的
に
考
え

ら
れ
て
き
た
内
容
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ（

5
）る。

　

こ
う
し
た
観
点
か
ら
形
成
さ
れ
た
、
法
的
利
益
テ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
は
、
当
事
者
の
私
的
な
権
利
の
み
を
保
護
す
る
こ
と
に

限
定
さ
れ
て
き
た
の
で
あ（

6
）る。

　

し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
世
紀
に
入
り
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
の
始
ま
り
と
と
も
に
公
的
権
利
モ
デ
ル
が
発
達
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、

憲
法
が
保
護
し
て
い
る
の
は
、
議
会
又
は
執
行
部
の
干
渉
か
ら
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
を
守
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
か
ら
激
し

い
批
判
を
浴
び
せ
ら
れ
て
き（

7
）た。
こ
う
し
た
対
立
の
中
で
、
最
高
裁
は
、「
事
実
上
の
損
害
」
の
要
件
は
、
本
来
、
政
治
過
程
で
解
決

さ
れ
る
べ
き
問
題
が
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
、
と
判
断
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き（

8
）た。
以

下
、
こ
の
点
を
指
摘
す
る
判
例
を
紹
介
し
よ
う
。
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①　

憲
法
規
定
遵
守
を
期
待
す
る
市
民
の
抽
象
的
利
益

　
　

シ
ュ
レ
ジ
ン
ジ
ャ
ー
事
件
（
一
九
七
四（

9
）年）

　

憲
法
一
条
六
節
二
項
は
、
連
邦
議
会
議
員
に
よ
る
兼
職
を
禁
止
す
る
規
定
を
置
い
て
い（

10
）る。

原
告
は
、
議
員
が
予
備
役
兵
を
兼
ね
て

い
る
こ
と
は
こ
の
規
定
に
違
反
す
る
と
し
て
、
予
備
役
兵
の
役
割
を
す
べ
て
の
議
員
か
ら
解
除
し
、
予
備
役
兵
が
議
員
に
な
っ
た
場
合

に
は
こ
れ
を
解
任
す
る
、
等
の
請
求
を
行
っ
た
。
最
高
裁
は
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
認
め
ず
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
原
告
に
は
具
体
的

な
損
害
は
生
じ
て
お
ら
ず
、
単
に
憲
法
上
の
規
定
が
遵
守
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
、
す
べ
て
の
市
民
に
共
通
な
、
抽
象
的
な
利
益
へ

の
侵
害
を
主
張
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
、
と
し（

11
）た。

そ
し
て
、
具
体
的
な
損
害
を
被
っ
て
い
な
い
当
事
者
が
、
重
要
な
憲
法
問
題
に
つ

い
て
、
抽
象
的
に
ル
ー
ル
を
定
め
る
こ
と
を
裁
判
所
に
請
求
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
司
法
過
程
は
濫
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
。
こ
の
こ
と
は
、
裁
判
所
の
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
よ
り
政
府
を
作
る
責
任
を
、
裁
判
所
に
負
わ
せ
る
道
を
切
り
開
い
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
、
と
し
て
い（

12
）る。

　

こ
の
事
件
で
、
最
高
裁
は
、
憲
法
規
定
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
市
民
の
利
益
で
あ
る
が
、
こ
の
利
益
は
、
す
べ
て
の
市
民
に
共

通
の
、
抽
象
的
利
益
で
あ
り
、
こ
の
侵
害
を
理
由
に
裁
判
所
の
介
入
・
解
決
を
求
め
る
な
ら
ば
権
力
分
立
に
影
響
す
る
、
と
し
て
い

る
。
問
題
の
解
決
は
裁
判
所
で
は
な
く
、
政
治
過
程
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ（

13
）る。

憲
法
規
定
の
不
遵
守

は
、
そ
れ
が
、
個
別
・
具
体
的
な
、
個
人
的
利
益
を
侵
害
し
な
い
限
り
は
、
政
治
過
程
に
お
い
て
審
理
さ
れ
、
是
正
さ
れ
る
べ
き
こ
と

を
、
よ
り
明
確
に
し
て
い
る
の
が
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
事
件
（
一
九
七
四
年
）（U

nited States v. Richardson, 418 U
.S. 171

（1974

））
で

あ
る
。
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②　

リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
事（

14
）件

　

憲
法
一
条
九
節
七
項
は
、
公
金
の
収
支
に
つ
い
て
は
、
公
表
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る（

15
）が、

Ｃ
Ｉ
Ａ
法
は
、
そ
の
支
出
の

説
明
を
Ｃ
Ｉ
Ａ
長
官
の
証
明
書
の
み
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
（perm

its the agency to account for its expenditures 

solely on the certificate of the D
irector

）
の
で
違
憲
で
あ
る
、
と
の
宣
言
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
原
告
が
被
っ
た
唯
一
の
損
害
は
、

Ｃ
Ｉ
Ａ
の
収
支
を
示
す
文
書
が
入
手
で
き
ず
、
虚
偽
の
文
書
を
受
け
取
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

最
高
裁
は
、
こ
の
種
の
訴
訟
を
提
起
す
る
具
体
的
な
個
人
や
ク
ラ
ス
が
存
在
せ
ず
、
従
っ
て
、
こ
の
問
題
は
議
会
の
監
視
に
委
ね
ら

れ
、
最
終
的
に
は
政
治
プ
ロ
セ
ス
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
、
と
し
て
い
る
。
憲
法
が
創
設
し
た
政
府
は
、
代
表
者
に
よ
る
政
府
で
あ
り
、
裁

判
所
に
お
い
て
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
否
定
さ
れ
て
も
、
自
分
の
見
解
を
政
治
的
フ
ォ
ー
ラ
ム
又
は
投
票
所
に
お
い
て
主
張
す
る
権
利
を

侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
し
て
い（

16
）る。

　

こ
の
よ
う
に
、
憲
法
規
定
の
遵
守
そ
の
も
の
に
関
す
る
利
益
は
、
す
べ
て
の
市
民
に
共
通
な
、
抽
象
的
利
益
で
あ
り
、
こ
の
利
益
に

基
づ
い
て
裁
判
所
の
介
入
を
許
し
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
緩
和
す
る
こ
と
は
、
三
権
分
立
に
違
反
す
る
点
を
強
調
す
る
の
が
パ
ウ
エ
ル

裁
判
官
の
、
こ
の
事
件
に
お
け
る
同
意
意
見
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
無
制
限
に
納
税
者
訴
訟
や
市
民
訴
訟
を
許
し
て
し
ま
え
ば
、
国
家
レ
ベ
ル
で
の
権
力
の
配
分
に
重
大
な
変
更
を
も
た
ら

し
、
民
主
主
義
的
な
政
府
の
形
態
は
変
化
し
て
し
ま
う
。
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
緩
和
さ
れ
る
と
、
政
府
に
お
け
る
、
終
身
の
部
門
と
代

表
部
門
と
が
、
繰
り
返
し
、
真
っ
向
か
ら
衝
突
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
前
者
に
と
っ
て
重
要
な
公
衆
の
信
頼
、
後

者
に
と
っ
て
重
要
な
活
力
、
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
政
府
の
部
門
を
、
非
代
表
部
門
が
一
般
的
な
監
視
を
行

う
こ
と
を
認
め
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
民
主
主
義
に
お
け
る
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
を
心
に
と
ど
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
し
て
い（

17
）る。
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こ
の
よ
う
に
、
憲
法
規
定
が
立
法
・
執
行
部
に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
自
体
に
対
す
る
市
民
の
利
益
は
一
般
的
・
抽

象
的
で
あ
る
。
こ
の
「
一
般
的
な
苦
情
」
を
裁
判
所
に
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
部
門
に
よ
っ
て
憲
法
規
定
が
い
か
に
遵
守
さ

れ
て
い
る
か
を
、
裁
判
所
が
一
般
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
裁
判
所
に
よ
る
政
府
の
形
成
へ
と
道
を
開
く
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
こ
と

が
窺
わ
れ
る
。
更
に
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
他
の
要
件
で
あ
る
「
因
果
関
係
」
に
つ
い
て
も
、
権
力
分
立
の
観
点
か
ら
の
検
討
が
な
さ

れ
て
い
る
の
で
次
に
紹
介
す
る
。
原
告
の
被
っ
た
損
害
は
、
私
人
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
防
止
す
べ
く
、

法
律
の
規
定
を
十
分
に
、
適
切
に
執
行
し
な
か
っ
た
行
政
機
関
を
被
告
に
、
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
最
高
裁
は
、
こ
の
種

の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
認
め
る
こ
と
は
、
裁
判
所
に
よ
る
執
行
部
の
監
視
に
つ
な
が
り
、
権
力
分
立
に
反
す
る
と
の
観
点
か
ら
分
析
し

て
い
る
。

第
二
節
　
因
果
関
係
の
要
件
と
権
力
分
立

　

①　

エ
ク
ロ
ウ
事
件
（
一
九
七
六（

18
）年）

　

原
告
は
、
貧
困
者
及
び
貧
困
者
か
ら
な
る
団
体
で
あ
る
が
、
財
務
省
長
官
及
び
国
税
庁
長
官
を
被
告
と
し
て
、
訴
え
を
提
起
し
て
い

る
。
従
来
、
専
ら
慈
善
目
的
で
組
織
さ
れ
運
営
さ
れ
て
い
る
病
院
に
つ
い
て
は
、
税
制
上
の
優
遇
措
置
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
根
拠

法
律
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
慈
善
」
の
意
味
が
不
明
確
で
あ
っ
た
の
で
、「
規
則
」
に
よ
っ
て
そ
の
明
確
が
は
か
ら
れ
た
。
そ
の
結

果
、
救
急
治
療
を
求
め
る
者
へ
の
治
療
を
一
切
拒
否
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
、
治
療
代
を
負
担
で
き
る
者
の
み
に

入
院
を
認
め
て
い
て
も
「
慈
善
」
に
あ
た
る
と
し
た
。
そ
こ
で
、
原
告
は
、
こ
の
よ
う
な
病
院
へ
の
税
優
遇
措
置
を
認
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
病
院
が
、
原
告
へ
の
治
療
を
拒
否
す
る
こ
と
を
助
長
し
て
い
る
と
し
、「
規
則
」
は
違
法
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　

最
高
裁
は
、
現
実
の
治
療
拒
否
が
「
規
則
」
に
よ
っ
て
助
長
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
税
制
度
と
は
無
関
係
に
病
院
独
自
の
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判
断
で
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
純
粋
にspeculative

で
あ
る
。
更
に
、
裁
判
所
に
よ
る
救
済
権
限
が
原
告
の
望
む
と
お
り
に
行
使
さ

れ
た
と
し
て
も
、
原
告
に
、
実
際
の
治
療
が
与
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
もspeculative

で
あ
る
、
と
し（

19
）た。

　

こ
の
判
決
は
、
非
常
に
技
術
的
で
あ
り
、
必
ず
し
も
説
得
力
に
富
む
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
市
民
の
行
動
を
一
定
の

方
向
に
む
け
る
た
め
に
、
税
制
の
優
遇
措
置
は
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両

者
の
関
係
がspeculative

で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
判
断
に
は
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
一
見

説
得
力
を
欠
く
判
断
の
背
景
に
は
、
権
力
分
立
の
配
慮
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
私
人
に
対
し

て
、
行
政
が
ど
の
よ
う
な
措
置
を
と
る
べ
き
か
を
論
ず
る
こ
と
は
、
結
局
、
法
律
を
執
行
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
全
体
の
問
題
に
か

か
わ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
踏
み
込
む
こ
と
を
裁
判
所
に
認
め
る
こ
と
は
、
権
力
分
立
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
強
調
す
る
の
が
ア
レ
ン
事
件
（
一
九
八
四
年
）（A

llen v. Right, 468 U
.S. 737

（1984

））
で
あ
る
。

　

②　

ア
レ
ン
事
件
（
一
九
八
四（

20
）年）

　

人
種
差
別
を
行
っ
て
い
る
私
立
の
学
校
に
対
し
て
は
、
免
税
措
置
を
と
ら
な
い
よ
う
に
す
る
義
務
を
国
税
庁
は
負
っ
て
い
る
が
、
十

分
な
基
準
及
び
手
続
き
を
定
め
て
お
ら
ず
、
こ
の
義
務
が
は
た
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
公
立
学
校
に
通
う
黒
人
の
子
供
の
親
が
訴
え

を
提
起
し
た
。
原
告
は
、
財
務
省
と
国
税
庁
の
そ
れ
ぞ
れ
の
長
官
を
被
告
と
し
て
、
免
税
措
置
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
手
続
き
と

を
争
っ
て
い
る
。

　

原
告
は
、
黒
人
の
子
供
を
持
つ
親
で
あ
る
が
、
こ
の
子
供
は
、
人
種
統
合
が
進
み
つ
つ
あ
る
（undergoing desegregation

）
学
校

区
の
公
立
学
校
に
通
っ
て
い
た
。
そ
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
公
立
学
校
が
人
種
統
合
を
進
め
て
い
る
一
方
で
、
人
種
を
差
別

す
る
私
立
学
校
が
、
彼
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
は
増
え
、
更
に
は
、
免
税
措
置
を
受
け
て
い
た
。
こ
う
し
た
私
立
学
校
へ
の
免
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税
措
置
に
よ
り
、
白
人
の
子
供
は
、
人
種
統
合
を
行
う
公
立
学
校
へ
の
通
学
を
回
避
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
公
立
学
校
を
人
種
統
合
し

よ
う
と
す
る
連
邦
裁
判
所
の
努
力
に
水
を
差
す
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
原
告
は
、
自
分
の
子
供
が
、
人
種
統
合
さ
れ
た
教
育
を
受
け
る

機
会
へ
の
侵
害
を
受
け
た
と
し
、
将
来
的
な
救
済
と
し
て
、
国
税
庁
の
免
税
実
務
が
違
法
で
あ
る
と
の
宣
言
、
及
び
、
相
当
数
の
私
立

学
校
に
対
し
て
免
税
措
置
を
行
わ
な
い
こ
と
を
求
め
る
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
請
求
し
た
。

　

ま
ず
、
最
高
裁
は
、
本
件
で
は
「
因
果
関
係
」
の
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
。
確
か
に
、
原
告
が
主
張
す
る
、
人
種
的
に

統
合
さ
れ
た
学
校
で
教
育
を
受
け
る
機
会
が
減
少
し
た
と
い
う
損
害
は
、
合
衆
国
の
リ
ー
ガ
ル
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
最
も
深
刻
な
損
害

で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
。
し
か
し
こ
の
損
害
は
、
原
告
が
違
法
と
主
張
す
る
政
府
行
為
と
は
結
び
つ
か
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
人

種
差
別
を
行
っ
て
い
る
私
立
学
校
の
う
ち
、
ど
れ
だ
け
の
学
校
が
現
実
に
免
税
措
置
を
受
け
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
こ
と
。
免
税
措

置
を
廃
止
し
た
場
合
に
、
そ
の
学
校
が
そ
の
方
針
を
変
更
す
る
か
ど
う
か
はspeculative

に
す
ぎ
な
い
、
と
す（

21
）る。

　

し
か
し
最
高
裁
は
、
更
に
「
因
果
関
係
」
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
の
根
底
に
は
、
権
力
分
立
の
考
え
方
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す

る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
行
政
機
関
に
よ
る
、
具
体
的
に
特
定
さ
れ
る
、
違
法
な
行
為
で
は
な
く
、
そ
の

法
的
義
務
を
果
た
す
た
め
に
定
め
ら
れ
た
特
定
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
も
し
も
こ
れ
を
争
う
訴
訟
に
道
を
開
け
ば
、
執
行
部
の
行
為

の
賢
明
さ
・
堅
実
さ
を
ほ
と
ん
ど
継
続
的
に
モ
ニ
タ
ー
す
る
も
の
と
し
て
、
連
邦
裁
判
所
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
役
割

は
、
委
員
会
と
財
政
と
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
議
会
こ
そ
が
ふ
さ
わ
し
い
、
と
し
て
い（

22
）る。

　
「
因
果
関
係
」
の
要
件
は
、
直
接
に
は
、
損
害
と
政
府
作
用
の
関
連
性
を
問
題
に
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
直
接
に
損
害
を
も

た
ら
し
た
私
人
の
行
為
に
対
し
て
、
行
政
機
関
が
ど
の
よ
う
な
措
置
を
と
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
の
問
題
は
、
特
定
的
な
行
政
作
用
で
は

な
く
、
一
般
的
な
行
政
の
プ
ラ
ン
の
問
題
に
密
接
に
関
わ
り
を
持
つ
。
そ
こ
で
、
こ
の
プ
ラ
ン
に
裁
判
所
が
介
入
す
る
こ
と
は
、
権
力

分
立
の
も
と
で
は
許
さ
れ
ず
、「
因
果
関
係
」
の
運
用
に
よ
り
、
こ
れ
を
拒
否
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
の
介
入
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は
、
執
行
部
が
そ
の
法
的
義
務
を
果
た
す
た
め
に
確
立
し
た
制
度apparatus

を
再
構
成
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
こ
れ
を
防
ぐ
べ

く
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
認
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
し（

23
）た。

　

こ
の
よ
う
に
「
事
実
上
の
損
害
」「
因
果
関
係
」
の
要
件
に
よ
り
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
阻
ま
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
は

ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
関
す
る
法
律
の
定
め
が
な
か
っ
た
領
域
で
あ
る
。
で
は
、
市
民
訴
訟
を
認
め
る
規
定
、
す
な
わ
ち
行
政
機
関
の
違

法
行
為
に
つ
い
て
は
、
誰
で
もany one

訴
え
を
提
起
し
て
、
そ
の
是
正
を
裁
判
所
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
の
法
律
の
明
文
の

規
定
が
あ
っ
た
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
最
高
裁
は
、
こ
れ
ら
規
定
が
憲
法
に
違
反
す
る
と
し
て
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
認
め
な
い

と
す
る
画
期
的
な
判
決
を
一
九
九
二
年
に
下
し
て
い
る
。

第
三
節
　
市
民
訴
訟
と
憲
法
三
条

　

ル
ハ
ン
事
件
（
一
九
九
二（

24
）年）
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
、
絶
滅
危
惧
種
保
護
法§

７⒜
⑵

は
、
連
邦
行
政
機
関
が
承
認
を
与

え
、
資
金
を
提
供
し
、
又
は
自
ら
実
施
す
る
活
動
が
、
絶
滅
危
惧
種
の
生
存
を
危
う
く
し
な
い
よ
う
に
す
る
、
と
定
め
、
そ
の
た
め

に
、
こ
れ
ら
の
活
動
に
際
し
て
は
、
内
務
長
官
と
の
「
協
議
」
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
（each federal agency shall, in consultation 

w
ith and w

ith the assistance of the Secretary [of the Interior], insure that any action authorized, funded, or carried out by 

such agency

…is not likely to jeopardize the continued existence of any endangered species or threatened species 

…
）。
こ

の
「
協
議
」
に
関
し
て
、
二
つ
の
機
関
が
共
同
し
て
「
規
則
」
を
定
め
、
外
国
に
お
け
る
活
動
に
つ
い
て
も
「
協
議
」
の
対
象
と
さ
れ

る
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
内
務
省
は
こ
の
立
場
の
見
直
し
を
指
示
し
、
結
果
と
し
て
、「
協
議
」
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
合
衆
国

お
よ
び
公
海
に
お
け
る
活
動
に
限
定
さ
れ
、
外
国
に
お
け
る
活
動
に
つ
い
て
は
必
要
と
さ
れ
な
い
と
の
改
訂
が
「
規
則
」
に
対
し
て
な

さ
れ
た
。
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野
生
動
物
の
保
護
に
関
心
を
有
す
る
団
体
が
内
務
長
官
を
被
告
と
し
て
、
改
訂
「
規
則
」
が
法
律
の
趣
旨
に
反
し
て
い
る
と
の
宣

言
、
及
び
、
最
初
の
内
容
に
復
帰
す
る
新
し
い
「
規
則
」
を
宣
言
す
る
様
に
求
め
る
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
求
め
て
訴
え
を
提
起

し（
25
）た。

　

最
高
裁
は
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
否
定
し
た
。

　

①　

事
実
上
の
損
害

　

最
高
裁
は
、
ま
ず
、
原
告
は
、
事
実
上
の
損
害
を
被
っ
て
い
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
協
議
」
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
が
、
か
つ
て
訪
れ
た
外
国
の
地
に
生
息
す
る
動
物
が
、
行
政
機
関
が
出
資
す
る
活
動
に
よ
っ
て
絶
滅
さ
せ
ら
れ
る

こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
地
を
再
訪
す
る
意
思
が
あ
っ
て
も
、
具
体
的
な
計
画
が
な
く
、
何
時
に
な
る
の
か
何
ら
の

特
定
も
な
さ
れ
て
い
な
い
、
漠
然
と
い
つ
か
再
訪
す
る
と
い
う
の
で
は
、
現
実
ま
た
は
切
迫
し
た
損
害
の
要
件
は
満
た
さ
れ
て
い
な
い

と
し（

26
）た。

　

②　

因
果
関
係
・
救
済
可
能
性

　

更
に
、
救
済
可
能
性
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
否
定
し
た
（
も
っ
と
も
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
ス
カ
リ
ア
、
レ
ン
キ
ス
ト
、
ホ
ワ
イ
ト
、

ト
ー
マ
ス
の
四
裁
判
官
に
よ
る
相
対
的
多
数
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
）。

　

外
国
で
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
出
資
し
て
い
る
行
政
機
関
は
、
本
件
訴
訟
の
当
事
者
で
は
な
い
。
そ
こ
で
裁
判
所
は
被
告
で
あ
る
内
務

長
官
に
対
し
て
、「
規
則
」
を
再
度
改
訂
し
て
、
外
国
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
も
「
協
議
」
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と

が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
原
告
の
被
っ
て
い
る
損
害
は
救
済
さ
れ
な
い
。
出
資
し
て
い
る
行
政
機

関
が
、
再
改
訂
後
の
「
規
則
」
に
拘
束
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
は
っ
き
り
せ
ず
、
拘
束
さ
れ
な
け
れ
ば
損
害
は
救
済
さ
れ
な（

27
）い。
更
に
、

行
政
機
関
は
一
般
に
、
外
国
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
必
要
な
資
金
の
一
部
の
み
を
出
資
し
て
い
る
。
こ
の
資
金
の
一
部
が
出
資
さ
れ
な
く
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な
っ
た
と
し
て
も
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
そ
の
も
の
が
停
止
し
、
ま
た
は
絶
滅
危
惧
種
へ
の
損
害
が
小
さ
く
な
る
、
と
は
必
ず
し
も
い
え
な

い
と
し（

28
）た。

　

こ
の
よ
う
に
最
高
裁
は
、
原
告
が
、
野
生
動
物
絶
滅
と
い
う
「
損
害
」
に
接
す
る
可
能
性
が
漠
然
と
し
て
い
る
の
で
「
損
害
」
は
切

迫
し
て
い
な
い
こ
と
、「
損
害
」
を
も
た
ら
す
行
政
機
関
は
被
告
で
は
な
く
、
裁
判
所
が
被
告
の
内
務
長
官
に
対
し
て
「
規
則
」
の
改

訂
を
命
じ
て
も
、
行
政
機
関
は
拘
束
を
受
け
ず
「
救
済
可
能
性
」
が
な
い
と
し（

29
）た。

　

し
か
し
こ
こ
ま
で
は
、
市
民
訴
訟
の
規
定
の
存
在
を
前
提
と
し
な
い
議
論
で
あ
る
。

　

本
件
法
律
に
は
行
政
作
用
の
違
法
を
争
う
た
め
に
、
だ
れ
に
で
も
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
認
め
る
と
す
る
市
民
訴
訟
の
規
定
が
あ
る

が
（any person m

ay com
m

ence a civil suit on his ow
n behalf 

（A

） to enjoin any person, including the U
nited States and  

any other governm
ental instrum

entality or agency

…w
ho is alleged to be in violation of any provision of this chapter

）、
最

高
裁
は
こ
の
規
定
を
違
憲
無
効
と
し
て
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
否
定
し
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
権
力
分
立
に
言
及
し
、
裁
判
所
の
役

割
は
あ
く
ま
で
、
他
と
区
別
さ
れ
る
個
人
の
権
利
を
守
る
こ
と
で
あ
り
、
公
衆
一
般
の
権
利
、
本
件
で
は
、
法
律
が
行
政
機
関
に
よ
っ

て
遵
守
さ
れ
る
と
い
う
、
一
般
的
利
益
を
擁
護
す
る
こ
と
は
裁
判
所
の
役
割
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
法
律
に
よ
っ
て
も

変
更
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
以
下
、
や
や
詳
し
く
紹
介
し
よ
う
。

　

③　

市
民
訴
訟
規
定
へ
の
憲
法
判
断

　

裁
判
所
の
役
割
は
、
個
人
の
権
利
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
。
公
衆
の
利
益
―
こ
れ
に
は
政
府
が
憲
法
及
び
法
律
を
遵
守
し

て
い
る
と
い
う
公
衆
の
利
益
が
含
ま
れ
る
が
―
の
擁
護
は
、
議
会
と
大
統
領
に
よ
っ
て
は
た
さ
れ
る
機
能
で
あ
る
。
本
件
で
提
示
さ
れ

て
い
る
問
題
は
、
法
律
の
誠
実
な
執
行
に
関
す
る
公
衆
の
利
益
（
具
体
的
に
は
、
法
律
に
よ
っ
て
具
体
的
に
規
定
さ
れ
た
手
続
き
を
行
政
機

関
が
遵
守
す
る
こ
と
）
が
、
法
律
に
よ
っ
て
、
個
人
の
権
利
へ
と
変
更
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
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を
認
め
れ
ば
、
大
統
領
の
も
っ
と
も
重
要
な
憲
法
上
の
義
務
で
あ
る
、
法
律
誠
実
執
行
配
慮
義
務
を
、
大
統
領
か
ら
、
裁
判
所
に
移
動

さ
せ
る
こ
と
を
議
会
に
許
し
、
同
等
の
部
門
が
な
す
政
府
行
為
を
超
え
る
権
限
を
有
す
る
地
位
を
、
裁
判
所
が
、
占
め
る
こ
と
に
な

る
。
こ
う
し
た
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
、
最
高
裁
は
常
に
拒
否
し
て
き
た
、
と
し
て
い（

30
）る。

　

こ
の
よ
う
に
、
最
高
裁
は
、
た
と
え
法
律
の
定
め
に
よ
っ
た
と
し
て
も
、
具
体
的
な
損
害
の
要
件
を
無
視
し
て
審
査
を
行
う
な
ら

ば
、
裁
判
所
が
担
う
、
憲
法
上
の
、
区
別
さ
れ
た
、
独
立
し
た
役
割
に
と
っ
て
基
本
と
な
る
原
理
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
す（

31
）る。

そ
し
て
、
注
目
す
べ
き
は
、
権
力
分
立
を
支
え
る
具
体
的
な
憲
法
上
の
規
定
と
し
て
、
大
統
領
の
法
律
誠
実
執
行
配
慮
義
務
を
示
し
て

い
る
こ
と
で
あ（

32
）る。

　

行
政
機
関
が
、
そ
の
作
用
に
よ
り
、
直
接
に
相
手
方
当
事
者
の
、
個
人
的
な
権
利
を
侵
害
し
た
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
当
事
者
が
、

法
律
違
反
に
つ
い
て
一
般
的
苦
情
を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
行
政
機
関
に
よ
る
法
律
の
誠
実
執
行
と
い
う
、
一
般
的
・

抽
象
的
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
に
と
ど
ま
り
、
こ
の
場
合
に
裁
判
所
が
判
断
を
示
す
こ
と
は
、
行
政
機
関
に
よ
る
法
律
遵
守
に
配
慮
す
る

大
統
領
の
義
務
を
定
め
る
憲
法
二
条
に
違
反
し
、
こ
の
こ
と
は
権
力
分
立
の
考
え
方
に
反
す
る
と
い
う
の
で
あ（

33
）る。

第
四
節
　
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
権
力
分
立
に
つ
い
て
の
最
高
裁
の
考
え
方

　

以
上
、
最
高
裁
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
関
す
る
権
力
分
立
の
視
点
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
事
実
上
の
損
害
の
要
件
に
は
、
他
と
は
区

別
さ
れ
る
具
体
的
な
個
人
の
利
益
侵
害
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
救
済
が
裁
判
所
の
役
割
で
あ
り
、
権
力
分
立
に
お
け
る
裁
判
所
の
位
置

づ
け
で
あ
る
。
①
も
し
も
、
一
般
公
衆
に
共
通
す
る
、
抽
象
的
な
、
利
益
侵
害
の
救
済
の
た
め
に
、
裁
判
所
が
、
他
の
部
門
が
な
し
た

作
用
に
介
入
す
る
な
ら
ば
、
権
力
分
立
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
当
事
者
が
具
体
的
な
損
害
を
被
っ
て
い
た
と
し
て

も
、
そ
の
損
害
が
直
接
に
行
政
機
関
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
②
第
三
者
（
私
人
・
行
政
機
関
）
へ
の
法
執
行
に
問
題
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が
あ
る
と
し
て
そ
の
是
正
を
求
め
る
場
合
に
は
、
行
政
の
法
執
行
一
般
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
行
政
に
よ
る
法
解
釈
の
問
題
を
提
起
し
、
こ

の
領
域
へ
の
介
入
は
憲
法
二
条
に
根
拠
を
有
す
る
大
統
領
の
法
律
誠
実
執
行
配
慮
義
務
を
侵
害
し
、
権
力
分
立
に
違
反
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
③
こ
の
二
つ
の
要
件
は
、
議
会
の
定
め
る
法
律
に
よ
っ
て
も
凌
駕
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
し
て
い
る
。

　

以
下
、
①
～
③
を
念
頭
に
、
学
説
の
批
判
等
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

第
二
章
　
学
説
の
検
討

第
一
節
　
個
別
・
具
体
的
損
害

　

ま
ず
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
要
件
と
し
て
「
個
別
・
具
体
的
な
損
害
」
を
、
権
力
分
立
の
観
点
か
ら
肯
定
す
る
学
説
と
し
て
、
レ
オ

ナ
ー
ド
＆
ブ
ラ
ン
ト
（
Ｌ
＆
Ｂ
）
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
法
律
の
憲
法
判
断
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
司
法
審
査
は
「
事
実
上
の

損
害
」
を
救
済
す
る
た
め
に
付
随
的
に
な
さ
れ
、
こ
の
こ
と
が
権
力
分
立
・
バ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
立
法
部
門
が
、
政
府
の
他
の
部
門
を
制
圧
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
法
律
の
執
行
は
執
行
部
が
、
法
律
の
合
憲
性
に
つ
い
て
は

裁
判
所
が
、
そ
れ
ぞ
れ
行
う
と
し
た
。
裁
判
所
に
よ
る
法
律
の
合
憲
性
審
査
は
、
個
人
的
な
争
い
を
解
決
す
る
と
い
う
、
裁
判
所
の
第

一
の
責
任
に
付
随
し
て
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
起
草
者
も
、Council of Revision

（
現
実
の
「
争
訟
」
と
は
一
切
無
関
係
に
立
法

を
全
面
的
に
審
査
す
る
機
関
）
を
退
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
現
実
の
「
争
訟
」
と
関
係
な
く
、
法
律
を
全
面
的
に
審

査
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
な
い
。
こ
の
歴
史
的
な
展
開
か
ら
す
れ
ば
、「
事
実
上
の
損
害
」
は
、
憲
法
三
条
の
解
釈
と
し
て
許
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
、
と
し
て
い（

34
）る。

　

行
政
権
へ
の
介
入
に
関
し
て
、
個
人
の
権
利
救
済
を
強
調
す
る
の
が
ス
カ
リ
ア
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
司
法
の
範
囲
は
、
唯
一
、
個
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人
の
権
利
に
関
し
て
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
。
裁
判
所
が
、
行
政
権
力
に
介
入
で
き
る
の
は
、
ま
さ
に
個
人
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場

合
に
限
定
さ
れ
る
。
法
律
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
権
限
を
行
政
機
関
が
逸
脱
し
た
場
合
に
の
み
、
裁
判
所
は
、
司
法
審
査
可
能
な
、
個
人

の
権
利
を
保
護
す
る
の
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
介
入
す
る
の
で
あ
る
、
と
し
て
い（

35
）る。

　

個
人
の
権
利
救
済
に
限
定
し
て
司
法
権
の
介
入
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
の
任
務
の
範
囲
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
を
強

調
す
る
の
が
、
エ
リ
オ
ッ
ト
で
あ
る
。
ベ
ー
カ
ー
事
件
（
一
九
六
二
年
）（Baker v. Carr, 369 U

.S. 186, 204

（1962

））
を
引
用
し
て

「
当
事
者
の
法
的
権
利
」
を
議
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
体
的
な
対
立
性
が
示
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
「
困
難
な
憲
法
問
題
の
解
明
の

た
め
に
大
い
に
必
要
と
さ
れ
る
問
題
点
が
鮮
明
に
提
示
」
さ
れ
る
と
し
て
い（

36
）る。

も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
に
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
果

た
さ
れ
る
べ
き
任
務
の
内
容
が
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
他
の
部
門
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
か
と
い
う
視
点
は
入
っ
て
い
な
い
、

と
さ
れ
て
い（

37
）る。

　

こ
の
よ
う
に
、
裁
判
所
の
役
割
は
、
当
事
者
の
権
利
利
益
の
救
済
の
た
め
に
審
査
権
を
行
使
し
、
そ
の
際
に
、
立
法
及
び
行
政
の
作

用
を
是
正
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
役
割
を
行
使
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
る
当
事
者
が
権
利
侵
害
を
被
っ
て
い
れ
ば
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン

グ
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
争
い
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
何
を
も
っ
て
、
い
か
な
る
場
合
に
、
権
利
侵
害
が
あ
る
と
い

え
る
の
か
、
が
問
題
に
な
る
。
更
に
こ
の
問
題
を
複
雑
に
し
て
い
る
の
が
、
公
共
訴
訟
及
び
そ
れ
を
必
要
と
す
る
社
会
環
境
の
変
化
で

あ
る
。

第
二
節
　
公
共
訴
訟
と
事
実
上
の
損
害

　

伝
統
的
に
、
訴
訟
は
私
的
権
利
に
関
し
て
私
人
間
で
提
起
さ
れ
、
過
去
の
損
害
の
賠
償
が
目
的
と
さ
れ
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
問
題

は
ほ
と
ん
ど
提
起
さ
れ
な
か
っ
た
。
訴
訟
の
権
利
は
、
請
求
の
本
案
の
正
当
性
の
中
に
溶
け
込
む
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
新
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し
く
公
共
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
訴
訟
に
お
い
て
は
、
私
的
な
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
で
は
な
く
、
憲
法
や
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
利
益
が
問
題
に
な
り
、

求
め
ら
れ
て
い
る
救
済
が
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
政
府
の
政
策
が
実
施
さ
れ
る
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い（

38
）た。

　

そ
の
結
果
、
公
共
訴
訟
に
お
い
て
は
、
実
定
法
の
産
物
で
あ
る
規
制
シ
ス
テ
ム
が
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
か
、
と
い
う
予
想
的
、
蓋

然
的
問
題
を
扱
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
当
事
者
へ
の
過
去
の
権
利
侵
害
及
び
そ
の
救
済
可
能
性
と
い
う
「
事
実
上

の
損
害
」
の
要
件
と
は
か
な
り
性
質
を
異
に
す（

39
）る。

例
え
ば
、
国
教
樹
立
禁
止
条
項
の
よ
う
な
集
団
的
な
権
利
、
及
び
、
議
員
の
兼
職

禁
止
条
項
の
よ
う
な
、
政
府
の
構
造
を
定
め
る
憲
法
規
定
が
問
題
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
事
者
に
、
個
別
・
具
体
的
な
損
害
が
も
た

ら
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ（

40
）る。

　

最
高
裁
は
、
こ
の
公
共
訴
訟
は
「
広
く
公
衆
の
関
心
を
引
い
て
い
る
抽
象
的
な
問
題
」、「
市
民
の
す
べ
て
又
は
大
多
数
と
ほ
と
ん
ど

同
じ
程
度
に
共
有
し
て
い
る
、
一
般
的
な
苦
情
」
等
と
位
置
づ
け
、「
事
実
上
の
損
害
」
の
要
件
を
満
た
さ
ず
と
し
て
、
原
告
の
ス
タ

ン
デ
ィ
ン
グ
を
否
定
す
る
傾
向
に
あ（

41
）る。
も
し
も
、
こ
れ
を
認
め
れ
ば
、
裁
判
所
は
「
公
衆
の
不
満
の
は
け
口
の
た
め
、
公
的
に
資
金

提
供
さ
れ
て
い
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い（

42
）る。

　

最
高
裁
は
、
当
事
者
が
、
自
ら
は
そ
の
対
象
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
律
が
定
め
る
規
制
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と

に
対
す
る
不
満
を
抱
い
て
も
、
そ
の
解
決
は
政
治
部
門
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
法
廷
に
持
ち
込
ま
せ
な
い
た
め
「
事

実
上
の
損
害
」
の
要
件
は
存
在
す
る
と
し
て
い
る
。
確
か
に
、
裁
判
所
を
「
政
治
的
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
に
し
な
い
と
い
う
一
般
論
は
正
し

い
と
し
て
も
、
具
体
的
に
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
、
政
治
的
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
政
治
過
程
に
よ
る
解
決
に
ふ
さ
わ
し
い
か
、
に
つ
い
て
は

明
確
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
事
件
（
二
〇
〇
七（

43
）年）
に
お
い
て
、
多
数
意
見
は
、
温
暖
化
に
よ
る
海
面
上
昇
に

よ
っ
て
州
は
海
岸
線
を
失
い
、
そ
の
所
有
者
と
し
て
の
州
は
、
具
体
的
な
損
害
を
被
っ
て
い（

44
）る、

と
し
て
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
認
め
た
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が
、
ロ
バ
ー
ツ
裁
判
官
の
反
対
意
見
（
ス
カ
リ
ア
、
ト
ー
マ
ス
、
ア
リ
ー
ト
同
調
）
は
、
州
が
被
っ
た
損
害
は
、
地
球
の
す
べ
て
の
人
々

が
直
面
し
て
い
る
損
害
で
あ
る
、
と
し（

45
）た。

　

同
様
に
、
個
人
的
権
利
と
法
律
の
目
的
で
あ
る
社
会
全
体
の
利
益
と
は
截
然
と
は
区
別
で
き
ず
、
ま
た
両
者
を
と
も
に
含
み
、
前
者

に
対
す
る
救
済
が
求
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
者
を
強
調
し
て
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
否
定
し
て
よ
い
も
の
か
、
批
判
が

あ（
46
）る。

例
え
ば
環
境
上
の
害
悪
が
広
範
に
及
ん
で
い
る
場
合
、
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
は
、
自
分
自
身
へ
の
具
体
的
・
特
定
的
な

損
害
を
被
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
環
境
上
の
問
題
は
、
も
っ
ぱ
ら
構
造
的
な
理
由
か
ら
、
政
治
部
門

に
よ
る
解
決
に
い
っ
そ
う
適
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
、
と
言
い
切
っ
て
よ
い
か
は
疑
問
で
あ（

47
）る。

　

こ
の
よ
う
に
、
何
が
、
政
治
部
門
に
適
し
た
問
題
か
、
当
事
者
は
単
に
一
般
的
苦
情
を
抱
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
を
的
確
に
判

断
し
て
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
認
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
更
に
は
、
政
治
過
程
に
ゆ
だ
ね
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
た
場
合
に
お
い

て
も
、
こ
れ
が
果
た
す
役
割
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
プ
ー
シ
ョ
ウ
は
、
確
か
に
、
憲
法
は
、
代
表
者
に
よ
る
政
府
を

作
り
、
そ
の
構
成
員
に
対
し
て
は
、
代
表
者
が
直
接
に
責
任
を
負
う
た
め
、
裁
判
所
に
よ
る
救
済
が
与
え
ら
れ
な
く
と
も
、
市
民
は
自

分
の
見
解
を
政
治
的
な
フ
ォ
ー
ラ
ム
又
は
選
挙
に
お
い
て
主
張
す
る
権
利
を
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
政
治
プ
ロ
セ
ス
は
、
憲

法
上
の
価
値
を
保
護
す
る
の
に
十
分
で
は
な
い
。
選
挙
さ
れ
た
公
務
員
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
彼
ら
に
委
任
さ
れ
た
権
限
の
み
を
有
す

る
。
裁
判
所
は
、
憲
法
上
の
限
界
を
超
え
た
政
治
部
門
の
行
為
を
是
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
民
を
代
表
す
る
の
で
あ
る
、
と
し
て

い（
48
）る。

　

以
上
、
裁
判
所
は
、
個
人
の
権
利
・
利
益
の
救
済
に
付
随
し
て
、
立
法
・
行
政
作
用
の
是
正
を
は
か
り
、
当
事
者
が
単
に
立
法
・
行

政
へ
の
「
一
般
的
苦
情
」
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
場
合
に
は
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
否
定
し
て
、
政
治
過
程
に
そ
の
問
題
の
解
決
を
ゆ

だ
ね
る
、
と
の
考
え
方
に
は
、
い
ま
だ
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
最
高
裁
が
こ
う
し
た
考
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え
方
を
維
持
す
る
背
景
に
は
、
少
数
派
と
多
数
派
の
利
益
を
守
る
の
は
い
ず
れ
の
機
関
で
あ
る
か
、
と
い
う
議
論
が
存
在
す
る
。
そ
し

て
最
高
裁
は
、
裁
判
所
の
役
割
を
前
者
に
限
定
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
政
治
部
門
に
ゆ
だ
ね
よ
う
と
の
考
え
方
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
以
下
検
討
し
て
い
こ
う
。

第
三
節
　
裁
判
所
に
よ
る
少
数
派
擁
護

　

ま
ず
、
こ
の
議
論
を
リ
ー
ド
す
る
ス
カ
リ
ア
の
学
説
（
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
区
控
訴
裁
判
事
在
任
中
に
執
筆
さ
れ
た
論
文
）
か
ら
紹
介
し
よ
う
。

　

裁
判
官
は
選
挙
に
よ
ら
ず
、
多
数
派
の
支
持
を
受
け
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
多
数
派
の
利
益
は
代
表
部
門
が
、
そ
し
て
少
数
派
の
利

益
は
裁
判
所
が
擁
護
し
、
こ
の
こ
と
が
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
反
映
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
多
数
派
に
よ
っ
て
強

い
ら
れ
る
負
担
か
ら
少
数
派
を
保
護
す
る
と
い
う
、
非
民
主
的
な
、
伝
統
的
な
役
割
に
、
裁
判
所
を
限
定
す
る
よ
う
に
ス
タ
ン
デ
ィ
ン

グ
の
要
件
が
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
し
て
や
、
他
の
二
つ
の
部
門
が
、
ど
の
よ
う
に
作
用
す
れ
ば
多
数
派
の
利
益
を
守
る

こ
と
が
で
き
る
か
を
指
図
す
る
と
い
う
役
割
を
、
裁
判
所
が
担
う
こ
と
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
し
て
い（

49
）る。

　

更
に
ス
カ
リ
ア
の
議
論
で
注
目
す
べ
き
は
、
法
律
の
執
行
に
関
し
て
の
多
数
派
と
少
数
派
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
に
つ
い
て
の
見
方
で
あ

る
。
ス
カ
リ
ア
は
、
法
律
は
多
数
派
が
定
め
て
お
り
、
そ
の
規
制
の
「
対
象
」
と
な
っ
た
当
事
者
は
少
数
派
で
あ
り
、
裁
判
所
に
よ
る

救
済
が
認
め
ら
れ
る
。
他
方
、
第
三
者
へ
の
規
制
が
十
分
に
行
わ
れ
ず
、
そ
の
た
め
に
法
律
が
予
定
し
て
い
た
利
益
を
当
事
者
が
受
け

ら
れ
な
い
場
合
、
こ
の
利
益
は
多
数
派
の
利
益
で
あ
り
、
そ
の
保
護
は
裁
判
所
で
は
な
く
、
政
治
過
程
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
原
告
以
外
の
誰
か
に
対
す
る
義
務
を
行
政
機
関
が
違
法
に
怠
っ
て
い
る
、
と
の
訴
え
が
提
起
さ
れ
て
い
る
場
合
、
憲
法

及
び
法
律
が
政
府
に
求
め
て
い
る
行
為
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
損
害harm

が
発
生
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
損
害
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は
、
い
わ
ば
、
多
数
派
の
損
害
に
す
ぎ
な
い
。
原
告
が
、
い
か
に
こ
の
義
務
が
政
府
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
こ
と
が
憲
法
上
必
要
で
あ
る

か
、
に
つ
い
て
熱
心
に
主
張
し
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
自
身
が
、
他
と
区
別
で
き
る
、
明
確
な
形
で
損
害
を
受
け
た
こ
と
に
は
つ
な
が

ら
な
い
。
こ
の
損
害
に
つ
い
て
は
、
民
主
的
な
討
論
に
お
い
て
議
論
す
る
の
に
一
層
適
し
た
問
題
で
あ
る
。
原
告
は
、
多
数
派
が
、
少

数
派
の
権
利
を
抑
圧
し
、
無
視
し
て
い
る
と
主
張
す
る
た
め
の
根
拠
を
確
立
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ（

50
）る。

　

こ
の
ス
カ
リ
ア
の
主
張
に
対
し
て
は
二
つ
の
点
か
ら
批
判
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
現
実
論
と
し
て
、
最
高
裁
に
よ
っ
て
少
数
派
保
護

を
重
視
し
た
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
運
用
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
も
う
一
つ
は
少
数
派
と
多
数
派
の
区
別
が
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
ま
ず
、
前
者
に
つ
い
て
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
社
会
の
周
辺
部
に
あ
る
人
々
が
、
多
数
派
に
よ
っ
て
踏
み
に
じ
ら
れ
な
い
よ
う
に

す
る
役
割
を
、
裁
判
所
が
、
担
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
こ
れ
が
果
た
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
ア
レ
ン

事
件
（
一
九
八
四
年
）
に
お
い
て
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
原
告
が
、
人
種
的
に
統
合
さ
れ
た
学
校
の
設
置
を
求
め
て
い
た

が
、
政
治
的
救
済
を
得
ら
れ
ず
、
ま
さ
に
裁
判
所
に
よ
る
保
護
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
、
と
し
て
い（

51
）る。

　

ま
た
、
ニ
コ
ル
も
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
理
論
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
権
力
の
あ
る
方
を
、
こ
れ
が
な
い
方
よ
り
も
優
遇
し
て
い

る
。
司
法
審
査
を
開
始
さ
せ
る
権
力
が
容
易
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
民
主
的
な
政
府
に
、
よ
り
い
っ
そ
う
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が

伝
統
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た
人
々
で
あ
る
と
し
て
い（

52
）る。

　

こ
う
し
た
現
実
論
に
加
え
て
、
サ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、
少
数
派
・
多
数
派
の
区
別
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
少
数
派
の
中
に
は
組
織
化
が
十
分
に
な
さ
れ
、
政
治
プ
ロ
セ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
は
た
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
逆
に
、
多
数
派

で
も
組
織
化
さ
れ
ず
四
散
し
て
お
り
、
政
治
的
な
影
響
力
を
行
使
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
多
数
派
の
利
益

は
、
政
治
過
程
で
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
裁
判
所
に
よ
る
保
護
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
権
力
分
立
・
少

数
派
擁
護
の
名
の
下
に
、
こ
れ
を
審
理
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
て
い（

53
）る。
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確
か
に
、
少
数
派
と
多
数
派
の
利
益
を
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
擁
護
者
を
裁
判
所
と
政
治
過
程
に
振
り
分
け
る
考
え
方
は
明
快
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
の
区
別
が
明
確
で
な
い
こ
と
、
現
実
論
と
し
て
ど
こ
ま
で
こ
の
考
え
方
を
貫
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
、

ま
た
貫
く
こ
と
に
ど
れ
だ
け
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
か
、
い
ま
だ
十
分
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
よ
り
も
、
最
終
的

な
擁
護
者
が
政
治
部
門
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
判
断
に
対
し
て
、
第
三
者
の
立
場
か
ら
裁
判
所
が
審
査
を
行
う
こ
と
は
、
濫
用
の

防
止
と
い
う
観
点
か
ら
も
必
ず
し
も
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ら
れ
る
。
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
わ
れ
わ
れ
の
政

府
は
、
多
数
派
の
意
思
を
す
べ
て
の
場
面
に
お
い
て
機
能
さ
せ
よ
う
と
意
図
し
て
い
な
い
。
訴
訟
は
責
任
を
喚
起
す
る
。
行
政
機
関

は
、
訴
訟
を
提
起
さ
れ
う
る
と
の
認
識
を
持
て
ば
、
法
律
に
違
反
し
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
の
動
機
づ
け
に
な
る
。
訴
訟
は
、
行
政
に

ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
。
裁
判
所
は
権
力
分
立
の
み
な
ら
ず
、
権
力
の
バ
ラ
ン
ス
に
も
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
、
と
し
て
い（

54
）る。

　

以
上
、
法
律
は
多
数
派
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
そ
の
利
益
を
擁
護
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
律
一
般
の
問
題
に
つ
い
て
は
多
数
派
・
政

治
過
程
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
そ
こ
で
、
執
行
機
関
が
法
律
の
執
行
を
怠
っ
た
結
果
、
法
律
が
予
定
し
た
利
益
（
多
数
派

の
利
益
）
が
え
ら
れ
な
い
者
に
は
裁
判
所
に
よ
る
救
済
は
与
え
ら
れ
ず
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
考
え
方
を
紹

介
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
論
拠
と
し
て
、
執
行
機
関
の
長
で
あ
る
大
統
領
の
法
律
誠
実
執
行
配
慮
義
務
（
合
衆
国
憲
法
二
条
三
節
）
が
掲
げ
ら

れ
る
こ
と
が
あ（

55
）る。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
執
行
作
用
は
、
法
律
を
遵
守
し
て
誠
実
に
な
さ
れ
、
こ
の
こ
と
を
配
慮
す
る
義
務
が
大
統

領
に
課
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
多
数
派
の
利
益
を
擁
護
し
、
そ
の
侵
害
を
回
復
す
る
た
め
に
い
か
な
る
措
置
を
取
る
べ
き
か
の
問
題

は
、
執
行
機
関
に
よ
る
法
律
の
誠
実
な
執
行
の
問
題
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
大
統
領
の
権
限
で
あ
り
、
裁
判
所
の
介
入
は
許
さ

れ
な
い
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
に
つ
い
て
紹
介
し
よ
う
。
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第
四
節
　
大
統
領
の
法
律
誠
実
執
行
配
慮
義
務

　

①　

積
極
説

　

執
行
機
関
が
、
特
定
の
者
へ
の
規
制
を
怠
る
な
ど
、
法
律
を
誠
実
に
遵
守
・
執
行
し
て
い
な
い
た
め
に
、
法
律
が
予
定
し
て
い
た
利

益
が
実
現
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
も
、
個
別
・
具
体
的
な
損
害
は
も
た
ら
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
み
と
め
て
裁
判
所

が
介
入
す
る
こ
と
は
、
大
統
領
権
限
を
侵
す
こ
と
に
な
る
、
と
す
る
の
が
ク
レ
ン
ト
＆
シ
ェ
ン
ク
マ
ン
（
Ｋ
＆
Ｓ
）
で
あ（

56
）る。

　

こ
の
論
文
で
は
、
市
民
訴
訟
に
比
較
し
て
、
大
統
領
に
よ
る
「
統
一
的
法
執
行
」
の
利
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
統

領
は
、
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
法
執
行
を
行
わ
な
い
場
合
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
、
市
民
訴
訟
の
創
設
に
よ
っ
て
対
処

す
る
必
要
は
認
め
ら
れ
な
い
。
逆
に
、
こ
れ
ら
は
過
剰
・
恣
意
的
執
行
を
も
た
ら
す
危
険
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
、
ま
ず
、
私
的
な
当
事
者
は
、
自
己
利
益
の
た
め
に
訴
訟
提
起
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼
ら
の
権
限
行
使
に
関
し

て
政
治
的
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
術
は
存
在
し
な
い
。
次
に
、
彼
ら
に
は
、
大
統
領
が
保
有
す
る
、
ど
の
違
反
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
、
ど
の

よ
う
な
救
済
を
行
お
う
と
す
る
か
に
関
し
て
の
情
報
と
経
験
が
欠
け
て
い
る
。
最
大
限
度
の
執
行
が
、
広
範
な
立
法
目
的
を
達
成
す
る

た
め
の
最
良
の
策
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
、
事
態
の
変
化
に
応
じ
て
執
行
を
調
整
す
る
こ
と
も
な
し
え
な
い
。
更
に
、
広
範
な

市
民
訴
訟
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
議
会
は
、
ど
の
団
体
又
は
個
人
が
公
衆
の
利
益
を
守
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
か
を
選
ぶ
こ
と
が
可
能
に
な

る
。
こ
の
こ
と
は
他
の
市
民
を
訴
訟
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
議
会
に
政
策
を
定
め
る
権
限
と
、
そ
の
政
策

を
適
用
す
る
裁
量
と
を
併
せ
持
つ
こ
と
を
認
め
て
し
ま
い
、
権
力
分
立
を
脅
か
す
こ
と
に
つ
な
が
る
、
と
し
て
い（

57
）る。

　

Ｋ
＆
Ｓ
と
同
様
に
、
起
訴
権
限
を
、
個
別
・
具
体
的
な
損
害
を
受
け
て
い
な
い
市
民
に
認
め
た
場
合
、
そ
の
濫
用
の
お
そ
れ
に
着
目

す
る
の
が
グ
ロ
ー
ブ
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
ブ
は
、
ま
ず
、
法
律
誠
実
執
行
配
慮
の
義
務
が
大
統
領
に
あ
り
、
こ
の
義
務
は
執
行
上
の
裁
量

を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
濫
用
防
止
の
た
め
、
憲
法
・
法
律
上
の
制
約
が
大
統
領
に
は
課
せ
ら
れ
、
一
方
、
市
民
に
は
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こ
れ
が
及
ば
な
い
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
市
民
の
起
訴
が
も
た
ら
す
濫
用
の
防
止
は
「
事
実
上
の
損
害
」
の
要
件
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
と
す
る
。

　

す
な
わ
ち
、
憲
法
二
条
は
、
連
邦
法
律
が
遵
守
さ
れ
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
と
る
義
務duty

を
大
統
領
に
課
し
て
い
る
。
こ
の

義
務
を
果
た
す
た
め
に
は
、
連
邦
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
義
務
か
ら
は
当
然
、
責
任responsi-

bility

も
生
じ
、
こ
の
責
任
は
、
法
執
行
の
義
務
を
果
た
す
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
、
相
当
程
度
の
執
行
上
の
裁
量
を
行
使
す
る
こ
と

を
大
統
領
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
裁
量
に
は
濫
用
の
危
険
性
が
あ
る
た
め
に
、
憲
法
上
及
び
法
律
上
の
制
約
を
行
政
機
関
に
課
し
て
い

る
が
、
こ
の
制
約
は
私
人
に
は
及
ば
な
い
、
と
す（

58
）る。

　

他
方
、
私
的
当
事
者
が
事
実
上
の
損
害
を
被
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
当
事
者
は
、
自
分
に
損
害
を
与
え
た
者
の
み
を
訴
え
、
こ
の

損
害
に
つ
い
て
の
み
救
済
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
起
訴
上
の
裁
量
を
濫
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
す
る
の
で
あ（

59
）る。
ス
タ

ン
デ
ィ
ン
グ
の
理
論
は
、
簡
単
に
言
う
と
、
私
人
に
よ
る
起
訴
に
関
す
る
裁
量
を
縮
減
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
憲
法
二
条
の
理
論
を
実

施
し
て
い
る
の
で
あ（

60
）る。

　

②　

消
極
説

　

以
上
の
よ
う
に
、
憲
法
二
条
を
、
市
民
訴
訟
・
公
共
訴
訟
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
考
え
る
根
拠
と
し
て
積
極
的
に
援
用
す
る
考
え
方

に
は
批
判
が
あ
る
。
ま
ず
、
そ
も
そ
も
、
憲
法
二
条
は
執
行
機
関
に
対
し
て
義
務
を
課
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
権
限
を
認
め
た
も
の
で

は
な
い
こ
と
を
強
調
し
、
執
行
権
力
濫
用
防
止
の
た
め
に
裁
判
所
の
介
入
を
必
要
と
す
る
、
と
主
張
す
る
の
が
プ
ー
シ
ョ
ウ
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
憲
法
二
条
は
、
大
統
領
に
権
限
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
記
述
さ
れ
て
い
る
と
お
り
に
法
律
を
実
施
す
る
義
務
を
課

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
条
文
の
目
的
は
、
大
統
領
の
執
行
権
力
の
中
に
は
、
法
律
に
違
反
し
こ
れ
を
停
止
す
る
権
利
が
含
ま
れ
て

い
る
と
の
主
張
を
、
大
統
領
が
な
す
こ
と
を
排
除
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
司
法
審
査
は
、
大
統
領
が
、
立
法
者
の
選
択
し
た
政
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策
の
実
施
を
怠
る
こ
と
を
適
法
に
阻
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
重
の
保
護
は
、
政
府
権
力
の
中
心
が
議
会
か
ら
執
行
部
に
移
っ

た
こ
の
時
代
に
お
い
て
は
、
一
層
重
要
で
あ
る
、
と
し
て
い（

61
）る。

　

憲
法
二
条
が
、
義
務
と
同
時
に
権
力
を
付
与
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
司
法
審
査
の
介
入
に
積
極
的
で
あ
る
の
が
サ
ン
ス
タ

イ
ン
で
あ
る
。
彼
は
、
憲
法
二
条
は
、
そ
の
文
言
及
び
沿
革
か
ら
、
義
務
と
権
限
を
大
統
領
に
与
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
裁
判
所

が
、
官
僚
機
構
に
対
し
て
介
入
で
き
る
限
界
点
が
示
さ
れ
て
い
る
、
と
す
る
。

　

ま
ず
、
権
限
と
し
て
は
、
大
統
領
の
み
に
、
連
邦
法
律
の
執
行
に
関
す
る
監
視
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
義
務
に
関
し
て
は
、
大
統
領

は
法
律
に
誠
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
法
律
が
制
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
に
こ
れ
を
執
行
し
、
自
分
が
か
く
あ
る
べ
し
と
考
え
る
こ
と

を
執
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
行
政
機
関
に
よ
る
法
律
違
反
の
執
行
を
放
置
し
て
い
た
な
ら
ば
、
大
統
領
は
、
憲
法
二
条

の
義
務
に
違
反
し
、
こ
の
趣
旨
の
判
断
を
裁
判
所
が
行
っ
て
も
、
問
題
は
生
じ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
規
制
の
対
象
者
が
提

起
す
る
訴
訟
の
み
な
ら
ず
、
規
制
に
よ
る
受
益
者
に
よ
る
訴
訟
の
場
合
に
も
変
わ
る
こ
と
が
な
い
、
と
し
て
い（

62
）る。

　

更
に
、
サ
ン
ス
テ
イ
ン
は
、
大
統
領
に
は
連
邦
法
律
の
執
行
を
監
視
す
る
権
限
が
認
め
ら
れ
る
と
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
に
は
限
界
が

あ
る
と
し
て
い
る
。
確
か
に
、
憲
法
制
定
者
は
「
統
一
的
な
執
行
」
を
考
え
て
い
た
が
、
こ
れ
を
超
え
て
更
に
、
大
統
領
が
法
律
の
執

行
す
べ
て
に
責
任
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
例
え
ば
、
大
統
領
は
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
の
法
執
行
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

て
い
な
い
し
、
市
民
は
、
連
邦
法
律
を
州
裁
判
所
に
お
い
て
執
行
し
て
も
ら
え
る
、
と
し
て
い（

63
）る。

第
五
節
　
議
会
権
限

　

以
上
、「
事
実
上
の
損
害
」
と
権
力
分
立
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
を
紹
介
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
要
件
は
憲
法
三
条
の
要

件
で
あ
る
と
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
要
件
に
反
す
る
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
議
会
が
創
設
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
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法
の
段
階
構
造
か
ら
す
る
一
つ
の
帰
結
で
あ（

64
）る。

　

ス
カ
リ
ア
は
「
事
実
上
の
損
害
」
の
要
件
が
大
き
く
意
味
を
も
つ
場
合
と
し
て
、
議
会
が
、
一
般
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
を
、
裁

判
所
に
求
め
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
環
境
保
護
立
法
の
よ
う
に
、
当
事
者
の
法
的
権
利
の
存
在
は
必
ず
し
も

明
ら
か
で
は
な
く
、
多
く
の
人
々
の
福
祉
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
一
般
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
を
議
会
が
求
め
て
い
る
よ
う
な

場
合
で
も
、
一
般
的
な
利
益
を
、
法
的
権
利
へ
と
変
更
し
よ
う
と
す
る
議
会
の
権
限
に
は
限
界
が
あ
り
、
こ
れ
が
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ

の
核
心
（
コ
ア
）
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
て
い
る
限
界
で
あ
る
、
と
主
張
す（

65
）る。

　

そ
こ
で
、「
事
実
上
の
損
害
」
を
要
件
と
し
な
い
市
民
訴
訟
の
規
定
が
存
在
し
、
こ
の
規
定
に
基
づ
き
行
政
作
用
等
の
是
正
が
裁
判

所
に
求
め
ら
れ
た
場
合
で
も
、
そ
の
規
定
自
体
が
憲
法
に
違
反
し
て
無
効
で
あ
る
の
で
、
司
法
審
査
は
開
始
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
改
め
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
憲
法
三
条
の
意
味
で
あ
る
。
最
高
裁
は
「
事
実
上
の
損

害
」
を
中
心
に
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
問
題
に
対
処
し
て
き
た
が
、
果
た
し
て
そ
の
憲
法
三
条
の
解
釈
に
問
題
は
な
い
の
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
更
に
、
こ
の
問
題
は
憲
法
三
条
だ
け
の
問
題
で
あ
る
の
か
。
憲
法
一
条
は
、
議
会
に
対
し
て
、
実
体
要
件
と
し
て
行
政
作

用
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
担
保
す
る
た
め
に
手
続
き
面
に
お
い
て
も
様
々
な
工
夫
を
凝
ら
す
こ
と
を
認
め
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
関
す
る
議
会
の
試
み
を
、
裁
判
所
が
、
憲
法
三
条
の
、
し
か
も
そ
の
解
釈
に
す
ぎ

な
い
「
事
実
上
の
損
害
」
の
観
点
か
ら
の
み
頓
挫
さ
せ
る
こ
と
は
、
権
力
分
立
の
視
点
か
ら
も
問
題
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
以
下
、
議
論
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
そ
も
そ
も
憲
法
上
の
要
件
で
は
な
く
、
裁
判
所
の
自
制
・
裁
量
に
基
づ
い
て
き
た
こ
と
を
指
摘
す
る

学
説
が
あ
る
。

　

ピ
ア
ー
ス
は
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
も
と
も
と
は
、
政
治
的
に
責
任
を
負
っ
て
い
る
政
府
機
関
が
判
断
す
る
方
が
適
切
で
あ
る
領
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域
に
、
裁
判
所
が
介
入
し
て
し
ま
う
可
能
性
を
制
限
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
慎
重
さ
」
の
要
件
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
政
治
的
に

責
任
を
負
っ
た
機
関
に
認
め
ら
れ
、
又
は
、
請
け
負
わ
れ
て
い
る
行
為
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
そ
の
裁
量
を
行
使
し
て
、
こ
れ
を
侵
害

し
な
い
よ
う
に
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
法
律
に
よ
っ
て
具
体
的
に
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
る
制
限
は
及
ば

な
か
っ
た
、
と
す（

66
）る。

　

ハ
ー
ト
ネ
ッ
ト
も
「
一
般
的
苦
情
」
す
な
わ
ち
、
市
民
す
べ
て
、
又
は
、
そ
の
大
多
数
に
よ
っ
て
同
程
度
に
共
有
さ
れ
て
い
る
利
益

へ
の
侵
害
に
対
し
て
は
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
認
め
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
一
般
的
苦
情
」
は
、
憲
法
三
条
の
要
件
で
は
な
く
、

「
慎
重
さ
」
の
要
件
と
さ
れ
、
議
会
に
よ
っ
て
こ
の
障
壁
は
退
け
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
、
と
指
摘
し
て
い（

67
）る。

　

こ
の
よ
う
に
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
憲
法
三
条
に
よ
っ
て
厳
格
に
は
拘
束
さ
れ
な
い
、
と
い
う
考
え
方
が
な
さ
れ
、
そ
の
背
景
に

は
、「
事
実
上
の
損
害
」
を
と
も
な
わ
な
い
者
に
対
し
て
、
議
会
が
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
認
め
て
き
た
歴
史
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
ニ
コ
ル
は
、
最
高
裁
が
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
創
設
す
る
議
会
権
限
は
、
憲
法
三
条
の
限
界
に
服
す
る
と
し
つ
つ
も
、
議

会
は
、
無
形
の
、
広
く
共
有
さ
れ
た
、
法
律
上
の
損
害
を
、
裁
判
管
轄
の
根
拠
と
し
て
一
貫
し
て
認
め
て
き
て
も
い
る
こ
と
を
指
摘
す

る
。
議
会
が
定
め
た
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
権
利
へ
の
侵
害
が
あ
る
だ
け
で
、
憲
法
三
条
が
必
要
と
し
て
い
る
損
害
は
存
在
す
る

の
で
あ（

68
）る。

　

更
に
、
サ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、
英
米
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
に
「
事
実
上
の
損
害
」
を
被
っ
て
い
な
い
市
民
に
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
認

め
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
は
議
会
に
よ
っ
て
も
創
設
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
公
衆
は
、
公
的
義

務
が
執
行
さ
れ
る
こ
と
か
ら
利
益
を
得
て
お
り
、
こ
れ
を
主
と
し
て
守
ろ
う
と
し
て
私
人
が
提
起
す
る
訴
訟
、
す
な
わ
ち
公
共
訴
訟

が
、
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、Q

ui T
am

 A
ction

やInform
ers

’ Action

で
あ
る
。
人
々

は
、
公
的
義
務
の
履
行
を
求
め
て
訴
訟
提
起
し
、
勝
訴
す
れ
ば
損
害
賠
償
の
一
部
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
個
人
的
な
損
害
を
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被
っ
て
い
な
い
者
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
訴
訟
は
、
他
の
者
の
代
表
と
し
て
提
起
さ
れ
、
憲
法
三
条
の
問
題
を
提
起
す
る
と

は
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ（

69
）た。

　

す
な
わ
ち
、
サ
ン
ス
テ
イ
ン
は
、
一
九
二
〇
年
こ
ろ
ま
で
、
現
在
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て

は
、
議
会
又
は
そ
の
他
の
法
の
淵
源
が
、
原
告
に
、
訴
訟
の
権
利
を
与
え
て
い
る
か
ど
う
か
、
を
問
題
と
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
す

る
。
そ
の
結
果
、
具
体
的
な
利
益
を
有
す
る
人
々
も
、
そ
れ
が
コ
モ
ン
ロ
ー
等
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
訴
訟
提
起
で
き

な
か
っ
た
。
逆
に
、
訴
訟
の
権
利
を
与
え
ら
れ
て
い
れ
ば
、
具
体
的
な
利
益
ま
た
は
事
実
上
の
損
害
と
は
全
く
別
問
題
に
、
ス
タ
ン

デ
ィ
ン
グ
は
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
議
会
又
は
コ
モ
ン
ロ
ー
が
訴
訟
の
権
利
を
認
め
て
い
な
け
れ
ば
「
事
件
」「
争
訟
」

は
存
在
し
な
い
。
い
か
な
る
損
害
が
生
じ
よ
う
と
も
、
法
的
に
認
識
さ
れ
て
い
な
け
れ
ばdam

num
 absque injuria

で
あ
り
、
原
告

の
主
張
を
、
裁
判
所
は
聞
き
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
と
主
張
し（

70
）た。

　

こ
の
よ
う
な
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
沿
革
に
照
ら
す
と
、
憲
法
三
条
の
解
釈
と
し
て
「
事
実
上
の
損
害
」
を
掲
げ
、
原
告
が
こ
れ
を

被
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
法
律
の
定
め
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
切
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ

る
、
と
す
る
の
が
ハ
ー
ト
ネ
ッ
ト
で
あ
る
。

　

彼
は
こ
の
点
を
説
明
す
る
た
め
に
合
衆
国
に
よ
る
起
訴
を
例
に
と
り
上
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
合
衆
国
に
対
し
て
現
実
・
具
体
的

な
損
害
を
も
た
ら
す
犯
罪
、
例
え
ば
、
合
衆
国
所
有
の
財
産
を
窃
取
し
た
よ
う
な
場
合
を
除
い
て
、
大
多
数
の
刑
事
事
件
に
お
い
て

は
、
合
衆
国
は
自
身
に
対
す
る
損
害
へ
の
救
済
を
求
め
て
い
な
い
。
犯
罪
の
被
害
者
が
被
っ
た
損
害
を
救
済
す
る
た
め
に
、
合
衆
国
が

第
三
者
と
し
て
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
み
と
め
ら
れ
、
罰
金
等
の
刑
事
制
裁
は
合
衆
国
に
支
払
わ
れ
、
被
害
者
が
被
っ
た
損
害
を
救
済
す

る
こ
と
は
な
い
、
と
す（

71
）る。

　

こ
の
よ
う
に
、
ハ
ー
ト
ネ
ッ
ト
は
、
連
邦
の
刑
事
訴
追
は
、
具
体
的
な
被
害
者
へ
の
損
害
を
救
済
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
お
ら
ず
、
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コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
損
害
を
救
済
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
刑
事
起
訴
を
コ
モ
ン
ロ
ー
の
私
的
訴
訟
の
鋳
型
に
押
し

込
め
て
理
解
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
り
、
法
律
を
遵
守
す
る
と
い
う
一
般
公
衆
の
利
益
を
守
る
、
と
い
う
合
衆
国
の
大
権
が
行
使
さ
れ

て
い
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
行
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
法
律
遵
守
と
い
う
一
般
公
衆

の
利
益
を
守
ろ
う
と
す
る
者
は
、
す
な
わ
ち
、
憲
法
及
び
法
律
の
適
切
な
適
用
を
求
め
る
、
す
べ
て
の
市
民
共
通
の
、
抽
象
的
な
利
益

へ
の
損
害
を
主
張
す
る
場
合
に
は
、
憲
法
三
条
に
よ
り
、
議
会
に
よ
っ
て
も
こ
れ
に
対
す
る
訴
訟
を
認
め
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
を
そ
の
ま
ま
及
す
な
ら
ば
、
大
多
数
の
連
邦
刑
事
手
続
き
は
「
事
件
」「
争
訟
」
を
形
成
す
る
こ
と
な
く
、

合
衆
国
は
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
欠
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
批
判
す
る
の
で
あ（

72
）る。

　

こ
の
よ
う
に
、
憲
法
三
条
「
事
実
上
の
損
害
」
の
要
件
を
議
会
に
対
し
て
拘
束
的
に
理
解
す
る
こ
と
へ
の
批
判
が
あ
る
と
同
時
に
、

ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
問
題
は
、
憲
法
三
条
の
み
な
ら
ず
、
憲
法
一
条
の
議
会
の
立
法
権
の
問
題
で
も
あ
り
、
そ
の
判
断
に
裁
判
所
は
敬

意
を
示
し
て
き
た
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
ど
の
よ
う
な
救
済
を
認
め
る
か
は
、
議
会
が
選
択
す
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
。
も
し
も
議
会
が
、
そ
の
定
め
た
法

律
の
内
容
を
、
市
民
訴
訟
の
創
設
に
よ
っ
て
執
行
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
由
に
こ
れ
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

裁
判
所
が
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
理
論
に
よ
り
、
こ
の
議
会
意
図
を
打
ち
砕
く
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
は
司
法
権
の
権
限
範
囲
を
超
え
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
市
民
訴
訟
の
途
を
裁
判
所
が
閉
ざ
し
て
し
ま
う
主
な
効
果
は
、
裁
判
所
で
は
な
く
、
議
会
を
犠
牲
に
し
て
、

議
会
が
認
め
た
権
限
を
、
執
行
部
の
手
に
移
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
、
と
し
て
い（

73
）る。

　

更
に
、
こ
の
議
会
の
立
法
権
を
重
視
す
る
の
が
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
。
議
会
が
、
損
害
を
う
け
て
い
な
い
者
に
対
し
て
も
、
ス
タ
ン

デ
ィ
ン
グ
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
要
件
と
し
て
の
損
害
に
関
し
て
、
何
が
こ
の
損
害
に
当

た
る
か
に
つ
い
て
は
、
議
会
の
判
断
に
道
を
譲
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
た
と
え
そ
の
損
害
が
、
ど
ん
な
に
新
奇
な
も
の
で
あ
り
、
た
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と
え
ど
ん
な
に
多
く
の
市
民
が
同
一
の
損
害
を
被
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
で
あ（

74
）る。

社
会
的
害
悪
に
対
応
す
る
た
め
立
法
す

る
議
会
の
広
範
な
権
限
に
道
を
譲
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
は
、
権
力
分
立
の
原
則
に
従
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ（

75
）る。

　

こ
の
よ
う
に
、
ロ
ー
ガ
ン
は
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
創
設
に
関
す
る
議
会
権
限
を
重
視
し
、
裁
判
所
は
こ
れ
を
尊
重
す
る
こ
と
を
主
張
す

る
の
で
あ
る
が
、
ロ
ー
ガ
ン
も
こ
の
問
題
が
議
会
と
裁
判
所
と
の
緊
張
関
係
に
あ
る
こ
と
は
認
識
し
て
お（

76
）り、

明
確
な
立
法
の
沿
革
又

は
憲
法
三
条
の
最
低
限
度
の
内
容
に
明
ら
か
に
反
し
て
い
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
掲
げ
て
い（

77
）る。

　

こ
の
条
件
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
の
か
明
確
で
は
な
い
が
、
議
会
は
憲
法
三
条
「
事
実
上
の
損
害
」
を
度
外
視
し

て
、
立
法
に
よ
り
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
自
由
に
創
設
で
き
る
と
す
る
こ
と
に
も
疑
問
が
呈
せ
ら
れ
て
い
る
。
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
も
、
連

邦
議
会
は
、
こ
れ
ま
で
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
損
害
と
因
果
関
係
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
連
邦
議
会
は
、
少
な
く
と
も
援
用
し
よ
う
と
す
る
損
害
を
特
定
し
、
そ
の
損
害
を
訴
訟
提
起
の
資
格
の
あ
る
ク
ラ
ス

の
者
に
関
連
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
に
、
法
律
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
求
め
る
と
い
う
、
公
衆
の
、
具
体
的
で
は

な
い
利
益
を
援
用
す
る
た
め
の
市
民
訴
訟
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
し
て
い（

78
）る。

ま
と
め

　

最
高
裁
は
、
ル
ハ
ン
事
件
（
一
九
九
二
年
）
に
お
い
て
、
議
会
の
定
め
た
市
民
訴
訟
の
規
定
を
憲
法
三
条
に
違
反
す
る
と
し
て
無
効

と
し
た
。
こ
の
判
断
を
支
持
す
る
考
え
方
と
支
持
し
な
い
考
え
方
と
が
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
。
そ
の
対
立
の
根
底
に
あ
る
も
の

は
、
公
的
権
利
・
公
共
訴
訟
の
流
れ
を
、
従
来
の
私
権
保
障
型
の
裁
判
モ
デ
ル
で
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
、
の
違
い
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
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公
共
訴
訟
に
お
い
て
、
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
る
の
は
、
個
別
・
具
体
的
な
権
利
利
益
の
侵
害
の
救
済
で
は
な
い
。
広
く
一
般
的
な

利
益
を
目
指
す
政
策
の
滞
り
の
是
正
で
あ
る
。
損
害
も
、
因
果
関
係
も
、
裁
判
救
済
も
す
べ
て
明
確
で
あ
っ
た
従
来
の
裁
判
構
造
と
比

較
す
る
と
、
公
共
訴
訟
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
は
か
な
り
不
透
明
で
あ
り
、
最
高
裁
は
、
こ
れ
ら
訴
訟
に
消
極
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い

る
。
そ
の
根
拠
が
憲
法
論
・
憲
法
解
釈
で
あ
る
。
ま
ず
、
憲
法
三
条
の
解
釈
と
し
て
「
事
件
」「
争
訟
」
を
示
し
、
従
来
の
私
権
保
障

型
は
憲
法
の
解
釈
（
事
実
上
の
損
害
）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
更
に
、
議
会
に
よ
り
、
市
民
訴
訟

の
明
文
規
定
が
定
め
ら
れ
る
と
、
こ
れ
に
対
抗
す
べ
く
憲
法
二
条
を
指
摘
し
、
大
統
領
に
よ
る
統
一
的
な
執
行
を
阻
害
す
る
も
の
と
し

て
市
民
訴
訟
を
位
置
づ
け
て
い
る
。

　

最
高
裁
の
考
え
方
に
対
し
て
は
、
従
来
の
私
権
保
障
型
で
は
、
裁
判
所
の
自
制
に
よ
っ
て
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
判
断
さ
れ
て
き
た
の

で
あ
り
、
憲
法
三
条
の
解
釈
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
執
行
機
関
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
関
し
て
は
、
実
体
面
の
み
な
ら
ず
手

続
き
面
に
お
い
て
も
議
会
判
断
を
重
視
す
べ
き
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
、
議
論
に
加
え
て
、
よ
り
基
本
的
な
憲
法
論
も
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
主
制
の
基
盤
の

な
い
裁
判
所
が
最
終
的
に
判
断
を
下
せ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
問
題
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
に
こ
た

え
る
た
め
の
前
提
と
な
る
考
え
方
が
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
議
会
の
判
断
・
法
律
＝
多
数
派
の
利
益
擁
護
、
法
律
誠

実
執
行
に
配
慮
す
る
大
統
領
の
統
一
的
な
法
執
行
＝
多
数
派
の
利
益
擁
護
、
多
数
派
の
利
益
の
た
め
に
規
制
対
象
と
な
っ
た
者
＝
少
数

派
、
裁
判
所
は
こ
の
少
数
派
を
守
る
た
め
に
審
査
を
行
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
市
民
訴
訟
は
多
数
派
擁
護
・
政
策
判
断

を
裁
判
所
に
も
と
め
る
こ
と
に
な
り
、
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
最
高
裁
の
判
断
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
最
高
裁
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
そ
の
結
論
に
お
い
て
も
、
理
論
に
お
い
て
も
疑
問
の
余
地
が
あ
る
こ
と
は
す

で
に
指
摘
し
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
多
数
派
・
少
数
派
の
区
別
は
明
確
に
な
さ
れ
る
の
か
、
多
数
派
の
利
益
を
執
行
部
の
み
が
擁
護
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し
、
裁
判
所
に
よ
る
介
入
は
一
切
必
要
で
も
な
く
、
ま
た
、
許
さ
れ
な
い
の
か
、
等
々
の
疑
問
は
い
ず
れ
も
理
由
が
あ
る
と
こ
ろ
と
考

え
る
。
し
か
し
、
で
は
、
議
会
は
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
創
設
に
あ
た
り
憲
法
上
の
限
界
は
な
い
の
か
と
い
え
ば
こ
こ
に
も
問
題
が
あ
る
。

裁
判
所
が
問
題
解
明
の
た
め
に
不
可
欠
な
論
点
、
根
拠
の
提
示
を
期
待
で
き
る
、
現
実
の
利
害
、
対
立
性
と
い
う
要
件
は
憲
法
上
の
要

件
と
し
て
議
会
を
拘
束
す
る
と
考
え
る
。

（
注
）

（
１
）　See Lujan v. D

efenders of W
ildlife, 504 U

.S. 555, 560 

（1992

）.

（
２
）　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
関
す
る
参
考
文
献
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
合
衆
国
憲
法
三
条
と
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
法
理
―
合
衆
国
最
高

裁
判
所
の
判
例
法
理
の
傾
向
―
」
洋
法
五
三
巻
三
号
一
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、「
法
的
権
利
侵
害
と
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
―
合
衆
国
最
高
裁
の
判
例
法
理
の
展

開
―
」
洋
法
五
四
巻
一
号
一
頁
（
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

（
３
）　See U

nited States v. Richardson, 418 U
.S. 166, 179 

（1974

）.

（
４
）　See Lujan, 504 U

.S. at 577.

（
５
）　See Jam

es Leonard and Joanne C. Brant, T
he H

alf-O
pen D

oor: A
rticle III, the Injury-in-Fact R

ule, and the Fram
ers

’ Plan for 

Federal Courts of Lim
ited Jurisdiction, 54 R

u
t
gers L. R

ev. 1, 15 

（2001

）. ［hereinafter L&
B

］

（
６
）　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
法
的
利
益
テ
ス
ト
の
形
成
と
現
代
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
法
的
権
利
侵
害
」・
前
掲
注
（
２
）・
一
頁
参
照
。

（
７
）　See L&

B, supra note 5 at 16-17.

（
８
）　See id. at 22.

（
９
）　Schlesinger v. Reservists Com

m
ittee to Stop the W

ar, 418 U
.S. 208 

（1974
）.

（
10
）　
「
…
合
衆
国
の
公
職
に
あ
る
者
は
、
何
人
も
、
そ
の
在
任
中
に
い
ず
れ
の
議
院
の
議
員
に
な
る
こ
と
も
で
き
な
い
。」
高
橋
和
之
編
『
新
版　

世
界
憲
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法
集
』
五
五
頁 

〔
土
井
真
一
〕（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
11
）　See Schlesinger, 418 U

.S. at 217.
（
12
）　See id. at 222.

（
13
）　

憲
法
の
規
定
が
遵
守
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
市
民
の
利
益
は
、
本
当
に
抽
象
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
か
、
疑
問
を
呈
す
る
の
が
ダ
グ
ラ
ス
裁
判
官

の
反
対
意
見
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
市
民
が
求
め
た
こ
と
は
、
憲
法
を
、
そ
れ
が
記
述
さ
れ
て
い
る
と
お
り
に
執
行
し
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
件
に
お
け
る
個
人
的
利
害
は
、
兼
職
禁
止
条
項
は
、
連
邦
の
官
僚
組
織
と
立
法
部
門
と
が
結
び
付
か
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
個
人
的

な
利
害
に
当
た
る
と
す
る
。See id. at 233-34 

（D
ouglas j., dissenting

）.

　
　

統
治
機
構
の
規
定
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
不
遵
守
が
個
別
的
な
権
利
へ
の
侵
害
に
か
な
り
近
づ
く
も
の
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
が
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ

ン
事
件
（
一
九
七
四
年
）（U

nited States v. Richardson, 418 U
.S. 166 

（1974

））
に
お
け
る
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
裁
判
官
の
反
対
意
見
（
マ
ー
シ
ャ

ル
裁
判
官
同
調
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
一
条
九
節
七
項
は
、
あ
ら
ゆ
る
公
金
の
収
支
に
関
し
て
定
期
の
報
告
を
入
手
す
る
権
利
を
原
告
に
与
え
て

お
り
、
こ
の
権
利
に
応
じ
て
報
告
を
行
う
積
極
的
な
義
務
を
政
府
に
課
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
訴
訟
に
お
け
る
実
体
的
な
問
題
で
あ
り
、
ス
タ
ン
デ
ィ

ン
グ
な
し
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。See id. at 202-03 

（Stew
art, J. dissenting

）.

（
14
）　U

nited States v. Richardson, 418 U
.S. 171 

（1974

）.

（
15
）　
「
…
す
べ
て
の
公
金
の
支
出
入
に
関
す
る
正
式
の
報
告
及
び
決
算
は
、
随
時
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
高
橋
編
・
前
掲
注
（
10
）・
五
九
―
六
〇
頁
。

（
16
）　See R

ichardson, 418 U
.S. at 179.

（
17
）　See id. at 188 

（Pow
ell, J., dissenting

）.

（
18
）　Sim

on v. EK
W

RO
, 426 U

.S. 26 

（1976

）.

（
19
）　See id. at 42-43.

（
20
）　A

llen v. Right, 468 U
.S. 737 

（1984

）.

（
21
）　See id. at 758.

（
22
）　See id. at 759-60.
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（
23
）　See id. at 761.

（
24
）　Lujan v. D

efenders of W
ildlife, 504 U

.S. 555 

（1992

）.
（
25
）　

原
告
は
、
彼
ら
に
損
害
を
与
え
る
具
体
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
出
資
の
判
断
を
攻
撃
す
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
一
般
的
な
レ
ベ
ル
の
政
府
活
動
、

す
な
わ
ち
「
協
議
」
に
関
す
る
「
規
則
」
を
攻
撃
す
る
こ
と
を
選
択
し
て
い
る
。
具
体
的
に
特
定
で
き
る
政
府
の
法
律
違
反
で
は
な
く
、
よ
り
一
般
的
な

レ
ベ
ル
の
政
府
作
用
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
法
的
義
務
を
果
た
す
た
め
に
定
め
ら
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
争
う
訴
訟
は
ま
れ
で
あ
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

See id. at 568.

（
26
）　See id. at 564.

（
27
）　See id. at 568. 
な
お
、
多
数
意
見
と
は
異
な
っ
て
「
協
議
」
と
い
う
手
続
き
を
重
視
し
て
い
る
の
が
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
裁
判
官
の
反
対
意
見
（
オ
コ

ナ
―
裁
判
官
同
調
）
で
あ
る
。
連
邦
議
会
は
、
複
雑
な
規
制
分
野
に
お
い
て
は
、
実
体
的
な
政
策
目
標
を
設
定
し
、
そ
の
達
成
の
手
段
と
し
て
、
執
行
職

員
に
、
あ
る
種
の
手
続
き
に
従
う
よ
う
に
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
報
告
、
協
議
、
証
明
等
で
あ
る
。
本
件
に
お
け
る
「
協
議
」
は
連
邦
行
政
機

関
へ
の
総
合
的
な
チ
ェ
ッ
ク
を
意
図
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
絶
滅
危
惧
種
へ
の
影
響
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
計
画
が
進
め
ら
れ

る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
連
邦
議
会
は
、
大
統
領
が
法
律
を
執
行
す
る
際
の
手
続
き
上
の
方
法
に
つ
い
て
定
め
て
も
、
権
力
分
立
に

違
反
し
な
い
し
、
裁
判
所
も
、
議
会
の
示
す
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
こ
れ
ら
手
続
き
を
執
行
し
て
も
権
力
分
立
に
違
反
し
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。See id. 

at 602-04 

（Blackm
un, J., dissenting

）.

（
28
）　See id. at 571.

（
29
）　

こ
の
因
果
関
係
に
関
し
て
は
、
ス
チ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
の
批
判
が
あ
る
（
本
法
律
に
お
い
て
議
会
が
「
協
議
」
を
外
国
に
お
け
る
活
動
ま
で
含
め
る

意
図
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
の
で
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
に
同
意
す
る
が
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
認
め
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
は
同
意
し
な
い
）。
も
し
も
最

高
裁
が
、
本
件
法
律
は
「
協
議
」
を
求
め
て
い
る
と
の
判
断
を
示
し
た
な
ら
ば
、
関
連
行
政
庁
す
べ
て
は
、
こ
の
解
釈
を
甘
受
し
、
要
件
と
さ
れ
た
「
協

議
」
を
行
う
こ
と
を
推
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
律
に
つ
い
て
の
最
高
裁
の
権
威
的
な
解
釈
を
、
ど
の
行
政
の
ト
ッ
プ
も
簡
単
に
無
視
し
て
よ
い
、

と
の
主
張
を
大
統
領
は
聞
き
届
け
て
は
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
。See id. at 585 

（Stevens, J., concurring in the judgm
ent

）.

（
30
）　See id. at 576-77.
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（
31
）　See id. at 576.

（
32
）　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
二
条
三
節
「
…
大
統
領
は
、
法
律
が
誠
実
に
執
行
さ
れ
る
よ
う
配
慮
し
…
」
高
橋
編
・
前
掲
注
（
10
）
六
五
頁
。

（
33
）　

本
件
法
律
は
、
行
政
機
関
は
、
一
定
の
場
合
に
内
務
長
官
と
「
協
議
」
を
行
う
よ
う
に
求
め
る
手
続
き
上
の
権
利
を
市
民
に
設
定
し
て
い
る
。
実
体

的
な
権
利
で
は
な
い
が
個
別
性
が
あ
り
、
こ
れ
を
テ
コ
に
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
が
原
審
の
考
え
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
市

民
訴
訟
の
規
定
は
、
あ
ら
ゆ
る
市
民
に
対
し
て
「
協
議
」
を
求
め
る
手
続
き
上
の
権
利
を
創
設
し
、
内
務
長
官
が
「
協
議
」
を
怠
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
何

ら
の
具
体
的
な
損
害
を
被
っ
て
い
な
く
て
も
、
こ
の
懈
怠
を
争
う
た
め
に
、
だ
れ
で
も
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
最
高
裁
は
、
こ
れ
を
否
定
し
た
。
そ
の
手
続
き
が
無
視
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
の
具
体
的
な
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
事
件
―
例
え
ば
、
免

許
申
請
の
拒
否
に
先
立
つ
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
求
め
る
手
続
き
上
の
要
件
、
又
は
、
自
分
の
隣
に
政
府
施
設
が
建
設
さ
れ
る
前
に
、
環
境
影
響
評
価
を
求
め
る

手
続
き
―
と
は
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。See Lujan, 504 U

.S. at 572-73.

（
34
）　See L&

B, supra note 5 at 5-6.

（
35
）　A

ntonin Scalia, T
he D

octrine of Standing as E
ssential E

lem
ent of the Separation of Pow

ers, 17 S
u
ffo

lk U
. L. R

ev. 881, 883 

（1983

）.［hereinafter Scalia

］

（
36
）　See H

eather Elliott, T
he Functions of Standing, 61 S

t
a
n. L. R

ev. 459, 470 

（2008

）.［hereinafter E
lliott

］
も
っ
と
も
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、

具
体
的
な
損
害
が
及
ん
で
い
る
者
を
当
事
者
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
裁
判
が
充
実
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
常
に
そ
う
で
あ
る
と
は
言
い
難
い

と
し
て
い
る
。See id. at 474. 

例
え
ば
、
公
的
な
利
益
団
体
は
、
具
体
的
な
利
害
関
係
を
持
た
な
く
て
も
裁
判
所
に
役
立
つ
情
報
を
提
供
で
き
る
し
、

一
個
人
は
い
か
に
強
力
な
利
害
関
係
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
主
張
を
裁
判
で
十
分
に
展
開
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。See id. at 474.

（
37
）　See id. at 471.

（
38
）　

二
〇
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
の
特
徴
は
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
の
始
ま
り
と
と
も
に
、
公
的
権
利
モ
デ
ル
の
発
達
と
義
務
を
創
設
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
、
全
体
と
し
て
の
公
衆
を
保
護
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
お
り
、
従
っ
て
個
人
に
権
利
を
付
与
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
公
的
権
利
モ
デ
ル
は
、

ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
の
考
え
方
、
す
な
わ
ち
、
憲
法
が
保
護
し
て
い
る
の
は
、
議
会
又
は
執
行
部
か
ら
の
干
渉
か
ら
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
を
守
る
こ
と
で

あ
る
、
と
い
う
立
場
か
ら
明
ら
か
な
反
対
を
受
け
て
い
る
。See L&

B supra note 5 at 16-17.
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（
39
）　See Gene R. N

ichol, JR., Justice Scalia, Standing, and Public Law
 Litigation, 42 D

uke L. J. 1141, 1166-67 （1993

）.［hereinafter N
ichol 93

］

（
40
）　See Robert J. Pushaw

, Jr., Justiciability and Separation of Pow
ers: A

 N
eo-Federalist A

pproach, 81 C
o
rn
el L. R

ev. 393, 487 
（1996

）.［hereinafter Pushaw

］

（
41
）　See W

arth v. Seldin, 422 U
.S. 490, 499-500 

（1975

）.

（
42
）　See V

alley Forge Christian College v. A
m

ericans U
nited for Separation of Church and State, IN

C., 454 U
.S. 464, 473-74 

（1982

）.

（
43
）　M

assachusetts v. Environm
ental Protection A

gency, 549 U
.S. 497 

（2007

）.

（
44
）　See id. at 523.

（
45
）　See id. at 541 

（Roberts J., dissenting

）.

（
46
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
へ
シ
ッ
ク
は
、
最
高
裁
は
、
私
的
な
権
利
を
救
済
す
る
こ
と
が
裁
判
所
の
核
心
的
な
機
能
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
私
的
な
権
利

を
含
む
事
件
に
お
い
て
事
実
上
の
損
害
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
核
心
的
な
機
能
を
果
た
せ
な
い
で
い
る
。
裁
判
所
の
主
要
な
機
能
の
ひ
と
つ

は
、
他
の
部
門
が
、
人
民
の
権
利
を
侵
害
し
な
い
よ
う
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
で
あ
る
。
裁
判
所
の
チ
ェ
ッ
ク
が
な
け
れ
ば
、
具
体
的
な
権
利
の
維
持
は

無
に
帰
し
て
し
ま
う
、
と
し
て
い
る
。See F. A

ndrew
 H

essick, Standing, Injury in Fact, and Private R
ights, 93 C

o
rn
ell L

a
w. R

ev.  

275, 319-20 

（2008

）.［hereinafter H
essick

］

（
47
）　See E

lliott, supra note 36 at 484-86.

（
48
）　See Pushaw

, supra note 40 at 477-78.

（
49
）　See Scalia, supra note 35 at 894.

（
50
）　See id. at 894-95.

（
51
）　See E

lliott, supra note 36 at 487.

（
52
）　See Gene R. N

ichol, Jr., Standing for Privilege: T
he Failure of Injury A

nalysis, 82 B.U
.L. R

ev. 301, 333 （2002

）.［hereinafter N
ichol 02

］

（
53
）　See Cass R. Sunstein, W

hat

’s Standing after Lujan? O
f Citzen Suits, 

“Injuries,
” and A

rticle III, 91 M
ich. L. R

ev. 163, 219-20 
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（1992

）.［hereinafter Sunstein 92

］

（
54
）　See E

lliott, supra note 36 at 490.
（
55
）　

条
文
に
つ
い
て
は
高
橋
編
・
前
掲
注
参
照
。

（
56
）　H

arold J. K
rent and Ethan G. Shenkm

an, O
f Citizen Suits and Citizen Sunstein, 91 M

ich. L. R
ev. 1793.

［hereinafter K
rent &

 Shenkm
an

］

（
57
）　See id. at 1808-09.

（
58
）　See T

ara Leigh Grove, Standing as an A
rticle II N

ondelegation doctrine, 11 U
. P
a. J. C

o
n
st. L. 781, 790 （2009

）.［hereinafter G
rove

］

（
59
）　See id. at 790-91.

（
60
）　See id. at 821.

（
61
）　See Pushaw

, supra note 40 at 484-85.

（
62
）　See Sunstein 92, supra note 53 at 212-13. 

な
お
、
サ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、
こ
れ
ら
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
場
合
の
一
つ
で
あ
る
、
執
行
機
関
の
規

制
権
限
不
行
使
の
場
合
を
例
に
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
裁
判
所
が
、
行
政
の
不
作
為
を
審
査
す
る
の
を
躊
躇
す
る
理
由
の
一
つ
に
、
そ
れ
が
、

裁
判
所
に
よ
る
、
執
行
機
能
の
簒
奪
と
な
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
不
作
為
に
つ
い
て
審
査
し
、
作
為
を
命
じ
る
こ
と
が
、
憲
法

二
条
の
配
慮
条
項
に
違
反
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
る
。
執
行
は
大
統
領
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
裁
判
所
に
よ
る
介
入
は
権
力
分
立
に
違
反

す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
律
誠
実
執
行
配
慮
条
項
は
、
義
務
で
あ
っ
て
ラ
イ
セ
ン
ス
で
は
な
い
。
こ
の
規
定
は
、
正
し
く
立
法
さ
れ
た
法

律
を
執
行
す
る
こ
と
を
、
大
統
領
に
、
義
務
づ
け
て
い
る
。
執
行
部
に
よ
る
法
律
違
反
を
理
由
と
し
て
、
裁
判
所
の
介
入
が
な
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
司

法
審
査
は
権
力
分
立
を
侵
食
す
る
よ
り
も
こ
れ
を
促
進
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
執
行
部
が
議
会
の
命
ず
る
と
こ
ろ
を
無
視
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
の
に
役
立

つ
か
ら
で
あ
る
。See Cass R. Sunstein, R

eview
ing A

gency Inaction after H
eckler v. Chany, 52 U

. C
h
i. L. R

ev. 653, 669-70 

（1985

）.

［hereinafter Sunstein 85

］

　
　

も
っ
と
も
、
サ
ン
ス
タ
イ
ン
も
法
律
の
執
行
に
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
自
体
は
肯
定
す
る
。
つ
ま
り
執
行
上
の
順
位
を
定
め
、
も
っ
と
も
困
難
で
あ

る
と
執
行
部
が
考
え
る
問
題
に
力
を
割
こ
う
と
す
る
こ
と
は
、
執
行
部
の
権
限
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
裁
量
を
行
使
す
る

こ
と
は
、
通
常
は
、
議
会
の
意
思
に
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
執
行
部
が
、
こ
の
裁
量
を
行
使
す
る
こ
と
と
、
議
会
が
課
し
た
義
務
の
実
施
を
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拒
否
し
て
い
る
こ
と
、
と
の
間
に
は
違
い
が
あ
る
、
と
し
て
い
る
。See id. at 670.

（
63
）　See Cass R. Sunstein, Correspondence A

rticle II R
evisionism

, 92 M
ich. L. R

ev. 131, 135 

（1993

）.

な
お
、
サ
ン
ス
テ
イ
ン
は
、
個
人
的

な
利
益
を
欠
い
て
い
る
市
民
が
、
訴
訟
提
起
を
認
め
ら
れ
れ
ば
、
法
執
行
に
お
け
る
統
一
性
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
政
治
的
責
任

の
形
態
は
掘
り
崩
さ
れ
、
だ
か
ら
、
憲
法
二
条
は
市
民
訴
訟
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
の
主
張
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。
ま

ず
、
損
害
が
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
、
抽
象
的
に
で
は
な
く
、
法
律
が
定
め
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
公
的
財
と
そ
れ
以
外
の
財
の
区
別
も
、

あ
る
程
度
ま
で
は
法
律
の
人
工
物
で
あ
る
。
公
共
の
財
と
そ
う
で
な
い
財
と
の
区
別
が
憲
法
レ
ベ
ル
で
定
め
ら
れ
て
い
る
、
と
は
い
え
な
い
。
従
っ
て
、

た
と
え
多
く
の
市
民
が
そ
れ
を
共
有
し
よ
う
と
も
、
議
会
が
こ
の
権
利
を
法
廷
に
お
い
て
主
張
さ
せ
る
こ
と
か
で
き
な
い
、
と
す
る
こ
と
の
理
由
は
定
か

で
は
な
い
。See id. at 134.

更
に
、
よ
り
根
本
的
な
疑
問
と
し
て
、
個
人
的
な
利
益
を
有
す
る
人
々
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
訴
訟
で
あ
れ
ば
、
憲
法
二

条
を
侵
害
し
な
い
、
と
す
る
一
方
で
、
な
ぜ
同
じ
訴
訟
が
、
個
人
的
な
利
益
が
な
い
場
合
に
は
、
憲
法
二
条
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
理
由
が
分
か

ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
憲
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
、
法
執
行
に
お
け
る
大
統
領
の
排
他
性
が
、
市
民
訴
訟
に
よ
っ
て
現
実
に
危
殆
化
す
る
と
の
主

張
は
明
快
で
は
な
い
、
と
し
て
い
る
。See id. at 136.

（
64
）　

こ
の
点
を
最
も
明
確
に
説
明
し
て
い
る
の
が
、
ス
カ
リ
ア
で
あ
る
。
ス
カ
リ
ア
が
重
視
す
る
の
が
憲
法
上
の
要
件
と
し
て
の
「
事
実
上
の
損
害
」
で

あ
る
。
憲
法
上
の
核
心
、
あ
る
い
は
、
最
低
限
度
の
要
件
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
会
が
凌
駕
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
―
違
反
す
れ

ば
議
会
法
律
が
無
効
に
な
る
―
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
立
法
者
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
関
し

て
、
最
高
裁
に
は
二
つ
の
理
論
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
「
慎
重
さ
」
でprudential lim

itations of standing

、
こ
れ
は
裁
判
所
自
ら
が
課
し
た
も
の
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
裁
判
所
ま
た
は
議
会
に
よ
っ
て
解
除
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
が
、
憲
法
の
核
心
コ
ア
か
ら
す
る
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
制
約

で
あ
りconstitutional core of standing

、「
事
実
上
の
損
害
」
と
い
う
最
低
限
度
の
要
件
で
あ
り
、
連
邦
議
会
も
こ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
、
と
し
て
い
る
。See Scalia, supra note 35 at 885.

（
65
）　See id. at 885-86.

（
66
）　See Richard J. Pierce, Jr., Lujan v. D

efenders of W
ildlife: Standing as a Judicially im

posed Lim
it on Legislative Pow

er, 42 

D
u
k
e L. J. 1170, 1178 

（1993

）.
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（
67
）　See Edw

ard H
artnett, T

he Standing of the U
nited States: H

ow
 Crim

inal Prosecutions show
 that Standing D

octrine is Looking 

for A
nsw

ers in all the W
rong Places, 97 M

ich. L. R
ev. 2239, 2239-40 

（1999

）.［hereinafter H
artnett

］

（
68
）　See Gene R. N

ichol, Jr., Justice Scalia, Standing, and  Public Law
 Litigation, 42 D

u
k
e L. J. 1141, 1147 

（1993

）.
（
69
）　See Sunstein 92, supra note 53 at 173-75.

な
お
、
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
ス
カ
リ
ア
裁
判
官
は
、qui tam

の
告
発
者
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
認

め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
手
続
き
の
告
発
者
は
、
自
身
は
何
ら
の
損
害
を
被
っ
て
お
ら
ず
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
欠
け
る
典
型
的
な
場
合
で
あ

る
。
し
か
し
、
告
発
者
は
合
衆
国
の
靴
を
履
い
て
お
り
、
合
衆
国
が
詐
欺
に
よ
っ
て
損
害
を
受
け
、
法
律
は
告
発
者
に
報
奨
金
を
約
束
し
て
い
る
の
で
、

告
発
者
は
訴
訟
か
ら
利
益
を
受
け
る
立
場
に
あ
り
、
憲
法
三
条
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
有
す
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
理
屈
が
正
し
い
と
す
れ

ば
、
市
民
訴
訟
を
提
起
す
る
者
に
報
奨
金
を
支
払
う
こ
と
に
よ
り
、
議
会
は
、
救
済
可
能
性
の
問
題
を
治
癒
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
、
と
批
判
し
て
い
る
。See E

lliott, supra note 36 at 495.

（
70
）　See Sunstein 92, supra note 53 at 169-171.

（
71
）　See H

artnett, supra note 67 at 2246-47.

（
72
）　See id. at 2248.

（
73
）　See E

lliott, supra note 36 at 496.

（
74
）　See D

avid A
. Logan, Standing to sue: A

 Proposed separation of Pow
ers A

nalysis, 1984 W
is. L. R

ev. 37, 60-61.

（
75
）　See id. at 69-70.

（
76
）　

議
会
は
、
憲
法
一
条
に
よ
り
、
権
利
を
創
設
し
、
そ
の
侵
害
に
対
し
て
裁
判
所
の
救
済
を
定
め
る
、
広
範
な
権
限
が
認
め
ら
れ
、
他
方
、
裁
判
所

は
、
憲
法
三
条
に
よ
り
「
事
件
」「
争
訟
」
に
管
轄
を
限
定
さ
れ
て
お
り
、
両
者
の
間
に
は
、
明
ら
か
な
緊
張
関
係
が
あ
る
。See id. at 60.

（
77
）　See id. at 69-70.

（
78
）　See Lujan, 504 U

.S. at 580-581 

（K
ennedy J., concurring in part and concurring in the judgm

ent

）.

―
み
や
は
ら　

ひ
と
し
・
法
学
部
教
授
―
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