
恣
意
的
判
断
と
憲
法
一
三
条
審
査
に
関
す
る
一
考
察

 

一
一
七

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
三
号

恣
意
的
判
断
と
憲
法
一
三
条
審
査
に
関
す
る
一
考
察

釜

田

泰

介

　
（
一
〇
二
七
）

　
　
　
　

目　
　

次

は　

じ　

め　

に

第
一
章　

推
定
事
実
と
ア
メ
リ
カ
憲
法
第
一
四
修
正

第
二
章　

推
定
事
実
と
日
本
国
憲
法
一
三
条
―
（
そ
の
一
：
違
憲
判
決
再
考
）

第
三
章　

推
定
事
実
と
日
本
国
憲
法
一
三
条
―
（
そ
の
二
：
効
率
と
公
平
）

む　

す　

び



恣
意
的
判
断
と
憲
法
一
三
条
審
査
に
関
す
る
一
考
察

 

一
一
八

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
三
号

　
（
一
〇
二
八
）

は　

じ　

め　

に

　

本
稿
は
、「
恣
意
的
な
判
断
を
含
む
法
律
」
に
対
す
る
司
法
審
査
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
法
律
の
中
に
横
た
わ

る
恣
意
的
判
断
と
は
、
法
律
の
適
用
が
個
人
に
対
し
不
正
確
な
結
果
を
押
し
付
け
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
判
断
を
い
う
。
こ
の
よ
う
な
判
断

の
典
型
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
に
、
第
二
次
大
戦
下
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
日
系
ア
メ
リ
カ
人
強
制
収
容
事
件（

1
）を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
事
件
は
、
恣
意
的
な
公
的
判
断
が
個
人
に
対
し
納
得
の
い
か
な
い
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
点
で
、
そ
の
規
模
の
大
き
さ
に
お

い
て
他
に
例
を
見
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

一
九
四
一
年
一
二
月
八
日
の
日
本
軍
に
よ
る
ハ
ワ
イ
真
珠
湾
攻
撃
の
後
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
と
議
会
は
、
西
海
岸
一
帯
に
居
住
し
て
い
た

日
本
人
及
び
そ
の
子
孫
で
あ
る
日
系
ア
メ
リ
カ
人
約
一
一
万
七
〇
〇
〇
人
を
強
制
的
に
居
住
地
域
か
ら
退
去
さ
せ
、
収
容
所
に
送
り
込
ん

だ
。
こ
の
強
制
収
容
を
正
当
化
す
る
理
由
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
す
べ
て
ス
パ
イ
行
為
な
ど
を
含
む
利
敵
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
強
制
収
容
は
す
べ
て
の
人
に
つ
い
て
そ
の
危
険
性
が
立
証
さ
れ
た
結
果
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
危
険
性

は
推
定
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
収
容
さ
れ
た
者
は
こ
の
推
定
に
対
し
反
証
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
、
身
体
の
自
由
を
初
め
と
す
る

諸
権
利
を
制
約
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
危
険
性
に
関
す
る
推
定
事
実
が
個
人
と
の
関
係
に
お
い
て
必
ず
し
も
真
実
で
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る

と
、
こ
の
政
府
に
よ
る
判
断
は
個
人
に
対
し
真
実
で
な
い
こ
と
を
真
実
と
し
て
受
け
入
れ
さ
せ
る
と
い
う
恣
意
性
、
専
断
性
を
帯
び
る
も
の

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
典
型
的
な
「
恣
意
的
な
判
断
を
含
む
法
律
」
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
司
法
審
査
制

度
の
存
在
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
当
然
裁
判
に
お
い
て
こ
の
行
為
の
憲
法
適
合
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
時
の
最
高

裁
は
政
府
の
こ
の
行
為
に
つ
い
て
精
査
す
る
こ
と
な
く
、
戦
時
に
お
い
て
は
戦
争
遂
行
権
を
持
つ
大
統
領
と
議
会
の
判
断
を
尊
重
す
べ
き
と

の
立
場
を
取
り
、
合
憲
判
断
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
こ
の
判
決
に
は
、
政
府
の
判
断
の
恣
意
性
を
指
摘
す
る
ロ
バ
ー
ツ
裁
判
官
に
よ
る
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
い
た（

2
）。

こ
の
反
対
意
見

は
、
強
制
収
容
が
日
本
人
を
祖
先
に
持
つ
と
い
う
こ
と
だ
け
を
理
由
に
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
日
本
人
及
び
日
系
ア
メ
リ
カ
人
が

合
衆
国
に
対
し
て
忠
誠
心
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
証
明
さ
れ
た
事
実
を
理
由
に
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち

こ
の
収
容
は
、「
日
系
人
で
あ
る
と
い
う
事
実
」
か
ら
「
合
衆
国
に
対
す
る
忠
誠
心
の
欠
如
と
い
う
反
証
を
許
さ
な
い
推
定
」
を
引
き
出
し
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
形
の
恣
意
的
判
断
は
、
法
律
を
適
用
さ
れ
た

個
人
に
推
定
事
実
に
対
す
る
反
証
の
機
会
を
与
え
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
憲
法
的
に
許
容
で
き
な
い
も
の
が
存
在
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
ア
メ
リ
カ
憲
法
は
、
弁
明
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
な
く
す
な
わ
ち
適
正
手
続
を
踏
む
こ
と
な
く
、
国
民
の
生
命
、
自
由
、
財
産
を
剥

奪
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
政
府
に
対
し
命
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
ロ
バ
ー
ツ
裁
判
官
の
反
対
意
見
か
ら
は
、「
恣
意
的
な
判
断
を
含
む
法
律
（
反
証
を
許
さ
な
い
推
定
に
支
え
ら
れ
た
法
律
）
は
憲
法

所
定
の
適
正
手
続
条
項
に
違
反
す
る
。」
と
い
う
司
法
審
査
基
準
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
基
準
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
最
高
裁

の
判
例
の
中
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
特
徴
の
あ
る
基
準
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
最
高
裁
が
こ
の
よ
う
な
基
準
を
当
時
多
数
意
見
と
し
て
採
用

し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
そ
の
後
こ
の
基
準
を
適
用
し
た
判
例
が
存
在
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
次
に
見
て
み
た
い
。

第
一
章　

推
定
事
実
と
ア
メ
リ
カ
憲
法
第
一
四
修
正

　

こ
こ
で
考
察
す
る
こ
と
は
、
推
定
事
実
に
支
え
ら
れ
た
法
律
を
機
械
的
に
適
用
す
る
こ
と
は
適
正
手
続
条
項
に
違
反
す
る
と
し
た
判
例

が
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
上
存
在
し
た
か
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
基
準
が
適
用
さ
れ
た
結
果
法
律
が
違
憲
と
さ
れ
た
事
例
を
、

一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
の
判
例
の
中
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
贈
与
税
に
関
す
る
規
定
が
争
わ
れ
た
事

　
（
一
〇
二
九
）
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件（
3
）で

あ
っ
た
。
争
点
と
な
っ
た
贈
与
税
に
関
す
る
条
項
は
、
贈
与
者
の
死
亡
に
先
立
つ
一
定
期
間
内
に
な
さ
れ
た
贈
与
は
、
自
己
の
死
を
予

期
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
見
な
す
と
規
定
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
法
律
に
お
い
て
は
、
死
に
先
立
つ
一
定
期
間
内
に
贈
与
が
完
了
し
た

と
い
う
基
本
事
実
が
立
証
さ
れ
る
と
、
そ
こ
か
ら
そ
の
贈
与
行
為
は
死
を
予
期
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
贈
与
者
の
意
思
に
つ
い
て
の
推
定
事

実
が
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
法
律
は
、
贈
与
者
に
対
し
推
定
事
実
に
対
す
る
反
証
の
機
会
を
与
え
な
い
ま
ま
に
こ
の
推

定
事
実
を
贈
与
者
の
意
思
と
み
な
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
最
高
裁
は
、
こ
の
法
律
は
贈
与
者
に
反
証
の
機
会
を
与
え
て
い
な
い
と
い
う
点

に
お
い
て
適
正
手
続
条
項
に
違
反
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
推
定
事
実
が
必
ず
し
も
贈
与
者
の
真
意
と
は
限
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ

を
真
意
と
し
て
扱
っ
た
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。　

　

こ
の
憲
法
判
断
は
、
適
正
手
続
違
反
と
い
う
違
憲
の
理
由
を
手
続
面
に
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
実
質
的
内
容
は
議
会
が
設
け
た

区
分
（
贈
与
を
死
に
先
立
つ
一
定
期
間
内
の
贈
与
か
否
か
に
よ
り
別
扱
い
す
る
こ
と
）
を
違
憲
無
効
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
議
会
の
手

続
判
断
で
は
な
く
実
体
判
断
を
違
憲
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
判
断
が
下
さ
れ
た
時
期
は
、
連
邦
最
高
裁
が
他
の
立
法
判
断
に
つ
い
て

も
適
正
手
続
条
項
に
基
づ
い
て
法
律
の
実
質
的
内
容
を
違
憲
無
効
と
す
る
判
決
を
下
し
て
い
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
た（

4
）。

そ
し
て
当
時
下
さ

れ
て
い
た
適
正
手
続
条
項
に
基
づ
く
違
憲
判
断
は
、
議
会
の
定
め
た
手
続
き
を
問
題
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
議
会
の
定
め
た
実
体
的
判
断

を
拒
否
す
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
最
高
裁
の
こ
の
よ
う
な
違
憲
判
断
は
司
法
部
に
よ
る
過
度
の
立
法
部

へ
の
干
渉
と
し
て
強
く
非
難
さ
れ
て
い
た
。
前
述
し
た
立
法
の
基
礎
に
あ
る
「
反
証
を
許
さ
な
い
推
定
」
を
適
正
手
続
条
項
違
反
と
し
た
判

決
は
、
他
の
い
く
つ
か
の
適
正
手
続
条
項
違
反
判
決
と
同
じ
よ
う
に
、
議
会
判
断
に
対
す
る
司
法
部
の
過
度
の
介
入
と
い
う
批
判
を
最
高
裁

内
部
に
お
い
て
も
招
く
こ
と
に
な
っ
た（

5
）。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
一
九
三
八
年
の C

arolene P
roducts C

o.

事
件（

6
）で

は
こ
の
批
判
論
が
多
数
意
見
と
な
り
、
反
証
を
許
さ
な
い

推
定
の
存
在
を
理
由
と
す
る
当
事
者
の
違
憲
の
主
張
は
認
め
ら
れ
ず
、
合
憲
の
判
決
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
事
件
で
争
わ
れ
た
法

　
（
一
〇
三
〇
）
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律
に
は
、
加
工
乳
は
混
ぜ
物
を
し
た
悪
い
食
品
で
国
民
の
健
康
を
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
絶
対
的
推
定
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
が

当
事
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
が
、
ス
ト
ー
ン
裁
判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
は
こ
れ
を
退
け
た
。
こ
の
判
決
を
境
に
、
こ
の
種
の
事
件
を
適
正
手

続
条
項
違
反
と
す
る
最
高
裁
の
立
場
は
後
退
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
判
断
方
法
自
体
が
消
滅
し
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
判
断
方
法

が
経
済
社
会
立
法
に
対
す
る
違
憲
審
査
に
対
し
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
如
実
に
伝
え
る
も
の
と
し
て
、

一
九
四
二
年
の
事
件（

7
）に

付
さ
れ
た
ス
ト
ー
ン
裁
判
官
の
補
足
意
見
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
事
件
で
争
わ
れ
た
こ
と
は
、
重
罪
を
三

回
犯
し
た
被
告
人
に
強
制
避
妊
を
義
務
付
け
て
い
た
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
法
の
合
憲
性
で
あ
っ
た
。
ダ
グ
ラ
ス
裁
判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
は
、
こ

の
法
律
は
第
一
四
修
正
の
法
の
平
等
保
護
条
項
に
違
反
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ス
ト
ー
ン
裁
判
官
は
、
こ
の
法
律
は
第
一
四
修
正

の
定
め
る
適
正
手
続
条
項
に
違
反
す
る
と
の
意
見
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
同
裁
判
官
は
、
重
罪
を
三
回
犯
し
た
者
の
犯
罪
癖
は
遺

伝
す
る
と
い
う
こ
の
法
律
の
基
礎
に
存
在
し
て
い
る
事
実
認
定
は
推
定
事
実
で
あ
る
の
で
、
被
告
人
に
対
し
反
証
の
機
会
を
与
え
な
い
ま
ま

に
そ
れ
を
被
告
人
と
の
関
係
で
真
実
と
し
て
扱
う
こ
と
は
適
正
手
続
条
項
に
反
し
許
さ
れ
な
い
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
前
述
の
一
九
三
八
年

の
判
決
が
こ
の
同
じ
ス
ト
ー
ン
裁
判
官
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
反
証
を
許
さ
な
い

推
定
事
実
に
支
え
ら
れ
た
立
法
が
経
済
的
権
利
の
侵
害
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
場
合
に
は
、
最
高
裁
は
適
正
手
続
条
項
に
よ
る
判
断
を
し

な
い
が
、
経
済
的
権
利
以
外
の
権
利
が
争
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
こ
の
判
断
方
法
を
適
用
す
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
戦
後
に
な
っ
て
現
実
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
九
七
〇
年
代
初
頭
に
な
り
、
最
高
裁
は
い
く
つ

か
の
事
件
に
お
い
て
適
正
手
続
条
項
に
基
づ
く
違
憲
判
決
を
下
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
第
一
の
判
決
は
、
一
九
七
二
年
の
性
差
別
事
件（

8
）に

お
い
て
下
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
イ
リ
ノ
イ
州
法
が
婚
姻
関
係
に
な
い
男
女

を
子
供
と
の
関
係
に
お
い
て
別
扱
い
し
て
い
た
こ
と
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
。
イ
リ
ノ
イ
州
法
は
、「
親
」
を
失
っ
た
子
供
は
州
の
監
護
下

に
置
か
れ
る
と
定
め
て
い
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
定
め
ら
れ
て
い
る
「
親
」
に
は
婚
姻
関
係
に
あ
る
両
親
と
婚
姻
関
係
に
な
い
両
親
の
う
ち

　
（
一
〇
三
一
）
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の
母
親
の
み
が
含
ま
れ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
法
律
の
下
で
発
生
し
た
事
件
（
婚
姻
関
係
に
な
い
両
親
の
う
ち
の
母
親
が
死
亡
し
た

後
、
子
供
が
父
親
の
手
元
か
ら
離
さ
れ
州
の
監
護
下
へ
移
さ
れ
た
事
件
）
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、
こ
の
法
律
は
婚
姻
し
て
い
な
い
父
親
は

子
供
を
養
育
す
る
資
格
が
な
い
と
す
る
推
定
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
様
な
父
親
は
必
ず
し
も
す
べ
て
不
適
格
で
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
適

格
性
を
備
え
て
い
る
者
も
存
在
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
推
定
は
こ
の
よ
う
な
父
親
は
親
と
し
て
不
適
格
で
あ
る
と
い
う
反
証
を
許
さ
な
い
推

定
に
該
当
し
、
適
正
手
続
条
項
に
反
す
る
と
の
判
断
を
下
し
た
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
父
親
の
適
格
性
に
つ
い
て
立
証
す
る
機
会
を

与
え
な
い
の
は
行
政
の
効
率
、
便
宜
性
を
重
ん
ず
る
た
め
で
あ
る
と
の
州
側
の
抗
弁
に
対
し
て
は
、「
憲
法
は
迅
速
性
、
効
率
よ
り
も
っ
と

高
い
価
値
を
承
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
し
て
退
け
、
本
件
で
は
個
々
人
の
養
育
能
力
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
手
続
き
を
取
る
べ
き
で

あ
る
と
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
憲
法
判
断
は
七
〇
年
代
初
頭
、
そ
の
後
も
続
い
た
。
一
九
七
三
年
の
大
学
授
業
料
に
関
す
る
事
件（

9
）に

お
い
て
は
、
コ
ネ
テ
ィ

カ
ッ
ト
州
法
は
州
立
大
学
に
在
学
し
て
い
る
学
生
を
州
の
住
民
と
非
住
民
と
に
分
け
、
非
住
民
に
対
し
て
は
住
民
学
生
よ
り
高
い
授
業
料
を

支
払
わ
せ
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
。
学
生
が
住
民
か
否
か
を
判
別
す
る
基
準
と
し
て
、
未
婚
の
学
生
の
場
合
に
は
入
学
申
し
込
み
に
先
立
つ

一
年
間
の
住
所
が
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
に
あ
っ
た
か
否
か
に
よ
り
行
い
、
既
婚
学
生
の
場
合
に
は
入
学
申
し
込
み
時
の
住
所
が
同
州
内
に
あ

っ
た
か
否
か
に
よ
り
判
断
す
る
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
認
定
が
入
学
時
に
な
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
在
学
期
間
中
効
力
を
持
つ
と
さ
れ
て

い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
入
学
申
し
込
み
時
の
住
所
か
ら
住
民
で
な
い
と
い
う
推
定
事
実
を
引
き
出
す
点
に
、
こ
の
法
律
の
特
徴
が
存
在
し
て

い
た
。
こ
の
法
律
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
事
件
に
お
い
て
最
高
裁
は
、
こ
の
法
律
は
住
民
で
な
い
と
い
う
推
定
に
反
駁
す
る
機
会
を
永
久
に

奪
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
適
正
手
続
を
踏
ま
ず
に
相
当
額
の
金
銭
を
剥
奪
す
る
効
果
を
挙
げ
て
い
る
と
し
て
適
正
手
続
条
項
違
反
の
判
断
を

出
し
た
。
こ
の
判
決
の
基
礎
に
は
、
州
外
か
ら
申
請
す
る
者
す
べ
て
が
州
の
住
民
に
な
る
意
思
の
な
い
者
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も

で
き
な
い
と
す
る
判
断
が
横
た
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
（
一
〇
三
二
）
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こ
の
一
九
七
三
年
に
は
、
最
高
裁
は
社
会
福
祉
給
付
の
受
給
を
争
っ
た
事
件（

10
）

に
お
い
て
も
適
正
手
続
き
条
項
違
反
の
判
断
を
出
し
て
い

る
。
こ
こ
で
争
わ
れ
た
連
邦
議
会
法
（F

ood Stam
p A

ct of 1964, 1970

）
は
、
一
八
歳
以
上
で
連
邦
所
得
税
法
上
他
人
の
扶
養
者
と
さ

れ
て
い
る
者
を
同
居
さ
せ
て
い
る
家
庭
は
、
当
該
税
年
度
を
含
む
二
年
間
、
フ
ー
ド
ス
タ
ン
プ
受
給
の
対
象
か
ら
外
す
と
定
め
て
い
た
。
こ

の
種
の
扶
養
者
を
同
居
さ
せ
て
い
る
家
庭
は
独
立
の
収
入
源
が
あ
る
の
で
、
フ
ー
ド
ス
タ
ン
プ
の
必
要
は
な
い
と
推
定
さ
れ
た
た
め
で
あ

る
。
本
件
は
、
こ
の
よ
う
な
推
定
が
正
し
く
な
か
っ
た
当
事
者
か
ら
提
起
さ
れ
た
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。
当
事
者
の
一
人
は
離
婚

し
た
女
性
で
、
二
人
の
息
子
と
孫
と
同
居
し
て
い
た
。
本
人
の
収
入
源
は
前
夫
か
ら
の
子
供
の
養
育
費
で
あ
っ
た
が
、
実
際
の
支
出
は
こ
の

仕
送
り
で
は
不
足
し
て
い
た
た
め
フ
ー
ド
ス
タ
ン
プ
を
受
け
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
前
夫
が
一
九
七
一
年
度
税
申
告
に
際
し
て
二
人
の
息
子

と
孫
を
扶
養
者
と
し
て
申
請
し
た
た
め
、
息
子
の
一
人
が
一
九
歳
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
フ
ー
ド
ス
タ
ン
プ
を
拒
否
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
最

高
裁
は
、
こ
の
法
律
は
税
法
上
の
扶
養
者
を
同
居
さ
せ
て
い
る
家
庭
は
貧
困
で
は
な
く
補
助
を
受
け
な
く
て
も
や
っ
て
い
け
る
と
い
う
反
証

を
許
さ
な
い
推
定
を
含
ん
で
お
り
、
こ
れ
は
事
実
に
反
し
た
推
定
で
あ
る
か
ら
適
正
手
続
条
項
に
違
反
す
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

判
決
も
州
側
が
提
起
し
た
行
政
の
便
宜
性
（
迅
速
性
と
効
率
性
の
実
現
）
と
い
う
抗
弁
を
前
述
の
一
九
七
二
年
判
決
を
引
用
し
て
退
け
た
。

　

一
九
七
四
年
に
も
最
高
裁
は
性
差
別
事
件
の
判
決（

11
）に

お
い
て
適
正
手
続
違
反
の
判
決
を
下
し
て
い
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
女
性
教
師
に
対

す
る
妊
娠
に
伴
う
強
制
休
職
制
度
（
出
産
予
定
日
の
五
ヶ
月
前
か
ら
無
給
で
出
産
休
暇
を
と
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
た
制
度
）
の
合
憲
性

が
争
わ
れ
た
。
最
高
裁
は
こ
の
ル
ー
ル
の
問
題
点
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。
こ
の
ル
ー
ル
は
、
⑴
妊
娠
五
ヶ
月
か
ら
六
ヶ
月
に
達
し
て
い

る
女
性
教
師
は
す
べ
て
肉
体
的
に
教
師
を
継
続
で
き
な
い
と
い
う
反
証
を
許
さ
な
い
推
定
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
⑵
こ
こ
に
は
、
各
教
師
の

仕
事
を
継
続
す
る
上
で
の
能
力
に
関
す
る
医
師
又
は
教
育
委
員
会
に
よ
る
個
別
的
判
定
が
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
反
証
を

許
さ
な
い
推
定
は
必
ず
し
も
正
し
い
と
は
限
ら
な
い
と
し
て
、
適
正
手
続
条
項
違
反
を
認
定
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
一
九
七
〇
年
代
前
半
に
下
さ
れ
た
反
証
を
許
さ
な
い
推
定
に
支
え
ら
れ
た
法
律
を
適
正
手
続
条
項
違
反
と
す
る
最
高
裁
の
判

　
（
一
〇
三
三
）
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決
に
対
し
て
は
、
最
高
裁
内
部
に
お
い
て
も
常
に
批
判
が
存
在
し
続
け
て
い
た
。
そ
の
批
判
論
の
立
場
は
、
一
九
七
五
年
の
類
似
の
事
件（

12
）の

判
決
に
お
い
て
再
び
多
数
意
見
と
な
り
、
そ
れ
を
境
に
し
て
最
高
裁
は
こ
の
判
断
方
法
を
使
用
し
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
の
判
断

方
法
は
そ
の
後
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
の
か
。
こ
の
判
断
方
法
が
批
判
さ
れ
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
基
準
の
特
質
と
ア

メ
リ
カ
憲
法
の
内
容
に
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

推
定
事
実
を
含
む
立
法
審
査
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
最
高
裁
が
適
用
し
た
適
正
手
続
基
準
の
特
徴
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

基
準
に
よ
る
と
、
立
法
を
支
え
る
事
実
が
そ
の
法
律
を
適
用
さ
れ
る
個
人
と
の
関
係
に
お
い
て
単
な
る
推
定
事
実
で
あ
り
必
ず
し
も
正
し
い

と
は
限
ら
な
い
と
き
、
当
該
個
人
に
反
証
の
機
会
を
与
え
な
い
ま
ま
、
推
定
事
実
を
真
実
と
し
て
扱
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
基
準
は
、

個
人
に
と
っ
て
不
正
確
な
事
実
を
反
証
し
正
す
機
会
を
立
法
上
保
障
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
法
律
を
適
正
手
続
違
反
と
す
る
と
い
う
特

徴
を
持
つ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
基
準
に
よ
る
審
査
で
は
、
立
法
に
反
証
を
許
さ
な
い
推
定
が
存
在
す
る
場
合
に
は
必
ず
適
正
手
続
条
項

違
反
と
い
う
結
果
を
導
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、こ
の
よ
う
な
推
定
事
実
の
使
用
を
正
当
化
す
る
た
め
の
理
由
と
し
て
、行
政
の
便
宜
性
（
迅

速
性
と
効
率
の
達
成
）
を
主
張
す
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
認
め
な
い
。
す
な
わ
ち
、
反
証
を
許
さ
な
い
推
定
の
使
用
は
ほ
と
ん
ど
正
当
化
で
き

な
い
た
め
、
こ
の
審
査
基
準
は
き
わ
め
て
厳
し
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
基
準
は
、
個
人
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
正
確
に
把
握
し
不
正
確
な

法
の
適
用
を
認
め
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、ま
さ
に
「
個
人
を
尊
重
す
る
と
い
う
考
え
方
」
を
体
現
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
審
査
基
準
は
裁
判
所
の
議
会
に
対
す
る
絶
対
的
優
越
性
を
確
立
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
ほ
と
ん
ど
の
立
法
作
業

を
難
し
く
し
、
行
政
の
便
宜
性
を
阻
み
、
多
数
者
の
意
思
に
よ
る
統
治
と
い
う
民
主
主
義
の
原
理
を
麻
痺
さ
せ
る
事
態
を
招
来
す
る
可
能
性

を
秘
め
て
い
る
と
い
う
批
判
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
司
法
部
が
こ
の
審
査
基
準
を
使
用
で
き
る
と
い
う
憲
法
的
根

拠
が
強
く
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
に
は
こ
の
審
査
基
準
を
根
拠
付
け
る
憲
法
条
項
が
欠
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

一
八
世
紀
末
に
採
択
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
連
邦
憲
法
は
、
多
く
の
基
本
的
人
権
保
障
規
定
を
定
め
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
人
権
条
項
を
包
括

　
（
一
〇
三
四
）
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的
に
支
え
る
「
す
べ
て
の
国
民
を
個
人
と
し
て
尊
重
す
る
。」
と
い
う
根
本
原
則
を
明
示
し
た
規
定
を
欠
い
て
い
た
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ

憲
法
採
択
時
に
奴
隷
制
を
容
認
し
て
い
た
こ
と
と
大
き
く
関
係
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
南
北
戦
争
後
に
奴
隷
制
を
禁
止
し
、
奴
隷
身
分

か
ら
解
放
さ
れ
た
新
市
民
と
旧
市
民
の
平
等
化
を
達
成
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
憲
法
改
正
（1865,1868,1870

年
の
改
正
）
を
通
し
て
も
、

す
べ
て
の
国
民
が
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
と
い
う
根
本
原
則
が
明
文
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
、
裁
判
所
が
反
証
を
許
さ
な

い
推
定
に
支
え
ら
れ
た
立
法
を
憲
法
的
に
許
さ
れ
な
い
と
す
る
個
人
尊
重
の
視
点
に
立
っ
た
基
準
を
考
え
出
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ

を
憲
法
上
の
確
立
し
た
基
準
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
八
世
紀
制
定
の
憲
法
は
「
個
人
の
尊
重
」

と
い
う
明
文
規
定
を
欠
く
と
い
う
限
界
を
持
っ
て
い
た
が
、
し
か
し
最
高
裁
は
、
適
正
手
続
条
項
の
基
礎
に
は
「
個
人
を
尊
重
す
る
」
と
い

う
根
本
原
則
は
当
然
横
た
わ
っ
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
行
政
の
便
宜
性
の
抗
弁
を
認
め
ず
、
反
証
を
許
さ
な
い
推

定
に
対
し
厳
し
い
姿
勢
を
と
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
の
審
査
方
法
が
今
日
一
般
化
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、

な
お
、
個
人
尊
重
の
実
現
と
の
関
係
で
復
活
す
る
可
能
性
は
大
き
く
残
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

第
二
章　
　

推
定
事
実
と
日
本
国
憲
法
一
三
条
―
（
そ
の
一
：
違
憲
判
決
再
考
）

⑴　

日
本
国
憲
法
一
三
条
の
意
義

　

日
本
国
憲
法
に
は
こ
の
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
限
界
を
克
服
す
る
た
め
の
条
文
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
れ
が
憲
法
第
一
三
条
の
「
す
べ
て
国
民
は

個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。」
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
一
三
条
の
個
人
尊
重
の
原
則
は
、
個
人
に
対
す
る
社
会
的
扱
い
が
恣
意
的
な
公
的
判

断
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
容
認
し
な
い
。
一
三
条
は
、
恣
意
的
な
公
的
判
断
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
に
徹
底
し
た
個
別
判
断
を
要
求
し
て

い
る
。
推
定
事
実
に
基
づ
く
一
律
断
定
的
な
判
断
が
法
律
の
中
に
存
在
す
る
場
合
、
法
律
を
適
用
さ
れ
る
具
体
的
個
人
に
対
し
不
正
確
な
結

　
（
一
〇
三
五
）



恣
意
的
判
断
と
憲
法
一
三
条
審
査
に
関
す
る
一
考
察

 

一
二
六

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
三
号

果
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
法
律
は
憲
法
一
三
条
違
反
と
し
て
当
該
個
人
に
対
す
る
適
用
を
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
が
憲
法
一
三
条
に
基
づ
く
審
査
の
特
色
で
あ
る
。
専
断
的
、
恣
意
的
な
判
断
結
果
を
も
た
ら
す
危
険
性
の
あ
る
法
律
は
、
立
法
を

支
え
て
い
る
社
会
事
実
が
推
定
事
実
で
あ
る
場
合
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
推
定
事
実
は
集
団
概
念
と
か
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
使
用
し
て
判
断
を

形
成
す
る
こ
と
を
定
め
た
法
律
の
基
礎
に
横
た
わ
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
そ
こ
で
憲
法
一
三
条
は
、
こ
の
よ
う
な
推
定
事
実
に
基
づ
く
法

律
を
適
用
さ
れ
る
個
人
に
対
し
、
そ
の
事
実
に
対
し
反
証
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
推
定
事
実
に
自
己
が
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
を

証
明
さ
せ
な
い
限
り
、
当
該
法
律
を
違
憲
と
し
て
当
該
個
人
へ
の
適
用
を
排
除
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

個
人
尊
重
の
原
則
を
明
文
で
憲
法
に
定
め
て
い
な
い
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
下
で
は
、
反
証
を
許
さ
な
い
推
定
則
と
い
う
適
正
手
続
条
項
審
査

は
確
立
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
日
本
に
は
憲
法
一
三
条
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
が
こ
の
よ
う
な
審
査
を
す
る
こ
と
は
可
能
で

あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
審
査
を
す
る
こ
と
が
憲
法
的
に
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
六
〇
年
間
の
最
高
裁

判
例
の
中
に
は
上
記
の
よ
う
な
憲
法
一
三
条
審
査
基
準
を
適
用
す
る
機
会
が
存
在
し
た
が
、
実
際
に
は
他
の
審
査
基
準
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ

た
た
め
、
一
三
条
の
視
点
が
明
確
化
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
過
去
六
〇
年
間
に
下
さ
れ
た
日
本
最
高
裁
の
違
憲
判
断
の
中
か
ら
い
く
つ
か
の

も
の
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
が
一
三
条
の
視
点
か
ら
判
断
さ
れ
て
い
た
な
ら
判
断
結
果
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
に
つ
い
て

次
に
考
察
し
て
み
た
い
。

⑵　

違
憲
判
決
再
考

　

第
一
の
事
例
は
、
昭
和
三
七
年
一
一
月
二
八
日
に
下
さ
れ
た
第
三
者
所
有
物
没
収
事
件
違
憲
判
決（

13
）で

あ
る
。
こ
の
判
決
に
お
い
て
最
高
裁

は
、「
第
三
者
の
所
有
物
を
没
収
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
没
収
に
関
し
て
当
該
所
有
者
に
対
し
、
何
ら
告
知
・
弁
解
・
防
禦
の
機
会
を

与
え
る
こ
と
な
く
、
そ
の
所
有
権
を
奪
う
こ
と
は
、
著
し
く
不
合
理
で
あ
っ
て
、
憲
法
の
容
認
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。」
と
判
示
し
た
。

　
（
一
〇
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六
）
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そ
し
て
、
こ
の
基
準
を
適
用
し
た
結
果
、「
関
税
法
一
一
八
条
一
項
が
同
項
所
定
の
犯
罪
に
関
係
あ
る
船
舶
、
貨
物
等
が
被
告
人
以
外
の
第

三
者
の
所
有
に
属
す
る
場
合
に
お
い
て
も
こ
れ
を
没
収
す
る
旨
規
定
し
な
が
ら
、
そ
の
所
有
者
た
る
第
三
者
に
対
し
、
告
知
・
弁
解
・
防
禦

の
機
会
を
与
え
る
べ
き
こ
と
を
定
め
て
お
ら
ず
、
ま
た
刑
訴
法
そ
の
他
の
法
令
に
お
い
て
も
、
何
ら
係
る
手
続
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
い

な
い
の
で
、
関
税
法
一
一
八
条
一
項
に
よ
っ
て
第
三
者
の
所
有
物
を
没
収
す
る
こ
と
は
、
憲
法
三
一
条
、
二
九
条
に
違
反
す
る
。」
と
い
う

判
断
を
下
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
判
決
は
、
こ
れ
ま
で
憲
法
三
一
条
所
定
の
適
正
手
続
の
遵
守
を
求
め
た
判
決
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
判
決
こ
そ
は
、
立
法
を

支
え
た
事
実
を
推
定
事
実
と
認
定
し
、
そ
れ
に
対
す
る
反
証
の
機
会
を
与
え
な
い
限
り
こ
の
法
律
の
適
用
を
許
さ
な
い
と
し
た
憲
法
一
三
条

に
基
づ
く
判
決
と
い
う
形
を
と
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
没
収
規
定
を
支
え
て
い
た
「
第
三
者
は
常
に
悪
意
で
あ
る
と
の
反
証
を
許

さ
な
い
推
定
」
は
善
意
の
第
三
者
に
と
っ
て
は
真
実
で
な
く
、
善
意
の
第
三
者
は
こ
の
推
定
に
対
し
反
証
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば

自
己
に
と
っ
て
正
し
く
な
い
事
実
を
正
し
い
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
個
人

を
尊
重
す
る
と
定
め
て
い
る
憲
法
一
三
条
が
容
認
し
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
関
税
法
は
憲
法
一
三
条
が
禁
止
し
て
い
る
恣
意
的
な
公
的
判

断
を
生
む
危
険
性
の
あ
る
法
律
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
違
憲
判
決
の
結
果
、
翌
昭
和
三
八
年
に
刑
事
事
件
に
お
け
る
第
三
者
所
有
物
の
没
収
手
続
き
に
関
す
る
応
急
措
置
法
が
制
定
さ
れ

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
最
高
裁
が
指
摘
し
た
第
三
者
所
有
物
の
没
収
に
関
す
る
本
件
の
憲
法
的
問
題
点
は
解
決
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
判

決
は
国
会
に
手
続
法
を
制
定
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
画
期
的
な
判
決
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
事
件
に
及
ぼ
す
影
響
は
あ
ま
り
大
き
い
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
件
こ
そ
は
、
憲
法
一
三
条
審
査
を
行
う
べ
き
事
例
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
一
三
条
審
査
で
あ
れ
ば
、
法
律
の
中
に
存
在
し
た
推
定
事
実
を
「
反
証
を
許
さ
な
い
推
定
」
と
認
定
し
、
こ
の
推
定
事
実
が

個
人
と
の
関
係
で
正
し
く
な
い
場
合
に
は
法
律
の
適
用
を
排
除
す
る
と
い
う
判
決
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
件
の
第
三
者
を
救
済
す
る

　
（
一
〇
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と
い
う
意
味
で
は
結
果
は
同
じ
で
あ
る
が
、
一
三
条
審
査
を
行
っ
て
い
れ
ば
、
こ
の
判
決
は
日
本
に
お
い
て
「
反
証
を
許
さ
な
い
推
定
則
」

と
い
う
基
準
を
適
用
し
た
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
し
て
そ
の
後
の
こ
の
種
の
憲
法
事
件
を
広
く
指
導
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
の
事
例
は
、
昭
和
五
〇
年
四
月
三
〇
日
の
薬
事
法
違
憲
判
決（

14
）で

あ
る
。
こ
の
判
決
で
最
高
裁
は
、
薬
局
の
距
離
規
制
に
つ
い
て
「
競

争
の
激
化
―
経
営
の
不
安
定
―
法
規
違
反
と
い
う
因
果
関
係
に
立
つ
不
良
医
薬
品
の
供
給
の
危
険
が
、
薬
局
等
の
段
階
に
お
い
て
、
相

当
程
度
の
規
模
で
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
単
な
る
観
念
上
の
想
定
に
す
ぎ
ず
、
確
実
な
根
拠
に
基
づ
く
合
理
的
な
判
断

と
は
認
め
が
た
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
述
べ
、
憲
法
二
二
条
違
反
と
す
る
画
期
的
判
断
を
示
し
た
。
そ
の
後
こ
の
判
決
は
憲

法
二
二
条
に
関
す
る
重
要
先
例
と
し
て
扱
わ
れ
る
て
き
た
。
し
か
し
前
述
の
最
高
裁
の
論
理
は
、「
反
証
を
許
さ
な
い
推
定
」
を
認
定
す
る

場
合
の
論
の
展
開
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
薬
事
法
違
憲
判
決
も
、
単
な
る
経
済
活
動
の
制
約
に
関
す
る
判
決
に
終
わ
る

こ
と
な
く
、
憲
法
一
三
条
に
よ
る
審
査
を
通
し
た
違
憲
判
決
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
類
似
の
争
点
を
含
む
憲
法
問
題

を
判
断
す
る
先
例
と
し
て
の
役
割
を
広
く
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
薬
局
距
離
規
制
を
支
え
て

い
る
事
実
が
未
証
明
の
反
証
を
許
さ
な
い
推
定
事
実
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
推
定
事
実
に
基
づ
く
規
定
が
個
人
に
適
用
さ
れ
る
と
き
、

不
良
医
薬
品
を
供
給
す
る
恐
れ
の
な
い
薬
局
で
あ
っ
て
も
、
一
律
そ
の
よ
う
な
危
険
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
い
う
不
正
確
な
判

断
結
果
を
個
人
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
憲
法
一
三
条
の
容
認
し
な
い
と
こ
ろ
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

第
三
の
事
例
は
、
昭
和
四
八
年
四
月
四
日
に
下
さ
れ
た
刑
法
二
〇
〇
条
違
憲
判
決（

15
）で

あ
る
。
最
高
裁
は
こ
の
判
決
に
お
い
て
、
刑
法
二
〇

〇
条
は
「
必
要
な
限
度
を
は
る
か
に
超
え
、
普
通
殺
に
関
す
る
刑
法
一
九
九
条
の
法
定
刑
に
比
し
、
著
し
く
不
合
理
な
差
別
的
取
り
扱
い
を

す
る
も
の
」
と
し
て
、
憲
法
一
四
条
一
項
に
違
反
す
る
と
し
た
。
し
か
し
尊
属
重
罰
規
定
を
設
け
る
こ
と
自
体
は
許
さ
れ
る
と
し
た
。
そ
の

理
由
を
「
刑
法
二
〇
〇
条
の
立
法
目
的
は
尊
属
を
卑
属
ま
た
は
配
偶
者
が
殺
害
す
る
こ
と
を
も
っ
て
高
度
の
社
会
的
道
義
的
非
難
に
値
す
る

　
（
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も
の
と
し
、
通
常
の
殺
人
の
場
合
よ
り
厳
重
に
処
罰
し
、
も
っ
て
特
に
強
く
こ
れ
を
禁
圧
し
よ
う
と
す
る
に
あ
る
。」
と
し
た
。
そ
し
て
こ

の
刑
法
二
〇
〇
条
重
罰
規
定
の
基
礎
に
は
、「
尊
属
の
殺
害
は
通
常
の
殺
人
に
比
し
て
一
般
に
高
度
の
社
会
的
道
義
的
非
難
を
受
け
て
然
る

べ
き
で
あ
る
。」
と
い
う
事
実
認
識
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
最
高
裁
は
、
判
決
理
由
の
中
で
、
重
罰
規

定
を
支
え
る
こ
の
事
実
は
必
ず
し
も
常
に
正
し
い
と
は
限
ら
な
い
と
し
た
。
す
な
わ
ち
「
量
刑
の
実
情
を
み
て
も
、
尊
属
殺
の
罪
の
み
に
よ

り
法
定
刑
を
科
せ
ら
れ
る
事
例
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
二
回
の
減
刑
を
加
え
ら
れ
る
例
が
少
な
く
な
い
の
み
か
、
そ
の
処
断
刑
の
下
限
で
あ
る

懲
役
三
年
六
月
の
刑
の
宣
告
さ
れ
る
場
合
も
決
し
て
稀
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
卑
属
の
背
倫
理
性
が
必
ず
し
も
常
に
大
で
あ
る
と
は
い
え

な
い
こ
と
を
示
す
。」
と
い
う
認
識
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
重
罰
規
定
を
支
え
る
事
実
は
推
定
事
実
で
あ
っ
て
、
尊
属
殺
人

を
犯
し
た
具
体
的
卑
属
個
人
に
と
っ
て
必
ず
し
も
正
し
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
最
高
裁
自
身
が
認
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
こ
の
事
件
そ
の
も
の
が
、
ま
さ
に
刑
法
二
〇
〇
条
を
支
え
る
事
実
に
該
当
し
な
い
事
例
で
あ
っ
た
。
最
高
裁
は
、
刑
法
二
〇
〇
条
を
支
え

る
事
実
が
推
定
事
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
、
こ
の
推
定
事
実
を
正
し
い
事
実
と
し
て
適
用
さ
れ
る
本
件
の
被
告
人
に
は
刑
法
二
〇

〇
条
の
下
で
の
最
も
寛
大
な
処
断
刑
で
も
厳
し
す
ぎ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
普
通
殺
人
の
場
合
の
一
九
九
条
を
適
用
し
た
場
合
と
あ
ま
り

に
も
均
衡
を
失
す
る
の
で
憲
法
一
四
条
の
平
等
条
項
に
違
反
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
本
判
決
で
、
刑
法
二
〇
〇
条
が
抱
え
て
い
た
憲
法
的

問
題
は
、
刑
法
一
九
九
条
と
の
間
の
刑
罰
の
不
均
衡
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
解
決
す
る
道
は
、
刑
法
二
〇
〇
条
を

改
正
し
て
均
衡
の
取
れ
る
形
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
実
際
に
は
、
そ
の
後
国
会
が
二
〇
〇
条
を
廃
止
し
た
た
め
、
こ
の
画
期
的
な
違
憲
判

決
は
先
例
と
し
て
そ
の
後
の
憲
法
事
件
を
指
導
す
る
役
割
を
果
た
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
最
高
裁
は
、
こ
の
事
件
に
お
い
て
は
憲
法
一
三
条
の
観
点
か
ら
の
違
憲
判
断
を
下
す
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
最
高
裁

が
二
〇
〇
条
を
支
え
て
い
る
事
実
を
推
定
事
実
と
認
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
推
定
事
実
に
支
え
ら
れ
て
い
る
二
〇
〇
条
を
本
件

の
被
告
人
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、憲
法
一
三
条
の
視
点
を
入
れ
た
「
適
用
違
憲
」
の
判
決
を
下
す
道
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
一
〇
三
九
）
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も
し
こ
の
よ
う
な
憲
法
一
三
条
違
反
の
判
決
を
下
し
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
刑
法
二
〇
〇
条
違
憲
判
決
は
そ
の
後
の
類
似
事
件
（
反
証
を
許

さ
な
い
推
定
事
実
に
支
え
ら
れ
た
立
法
の
合
憲
性
を
争
う
事
件
）
の
先
例
と
し
て
大
き
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
判
決
は
尊
属
・
卑
属
と
い
う
集
団
概
念
を
使
用
し
て
刑
事
責
任
の
内
容
を
正
確
に
判
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
集
団
概
念
を
使
用
す
る
こ
と
で
個
別
判
定
を
省
略
す
る
公
的
判
断
の
形

成
方
法
を
も
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
と
す
る
憲
法
判
断
基
準
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
の
先
例
的
価
値
は
き
わ
め
て
大

き
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
画
期
的
違
憲
判
決
が
そ
の
後
の
憲
法
事
件
に
対
す
る
先
例
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
場
を
な
く
し
て
し
ま

っ
た
背
景
に
は
、
こ
の
判
決
に
憲
法
一
三
条
的
視
点
が
十
分
に
表
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

第
四
の
事
例
は
、
昭
和
五
六
年
三
月
二
六
日
に
下
さ
れ
た
男
女
別
定
年
制
違
法
判
決（

16
）で

あ
る
。
こ
こ
で
は
性
別
を
基
準
に
し
て
男
女
別
定

年
制
を
設
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
か
が
争
わ
れ
た
。
最
高
裁
は
、
会
社
の
就
業
規
則
に
お
い
て
女
子
の
定
年
年
齢
を
男
子
よ
り
低
く
定
め
た

部
分
は
、「
専
ら
女
子
で
あ
る
こ
と
の
み
を
理
由
と
し
て
差
別
し
た
こ
と
に
帰
着
す
る
も
の
で
あ
り
、
性
別
の
み
に
よ
る
不
合
理
な
差
別
を

定
め
た
も
の
と
し
て
民
法
九
〇
条
の
規
定
に
よ
り
無
効
で
あ
る
。」
と
し
た
。
こ
の
判
決
は
、「
女
子
従
業
員
各
個
人
の
能
力
等
の
評
価
を
離

れ
て
、
そ
の
全
体
を
会
社
に
対
す
る
貢
献
度
の
上
が
ら
な
い
従
業
員
と
断
定
す
る
根
拠
は
な
い
こ
と
、
各
個
人
の
労
働
能
力
の
差
に
応
じ
た

取
り
扱
い
が
さ
れ
る
の
は
格
別
、
一
律
に
従
業
員
と
し
て
不
適
格
と
み
て
企
業
外
へ
排
除
す
る
ま
で
の
理
由
は
な
い
。」
と
い
う
判
断
に
基

づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
判
決
は
、
性
別
と
い
う
集
団
概
念
を
使
用
し
て
個
人
の
職
務
遂
行
能
力
を
判
定
す
る
と
い
う
ル
ー
ル

は
推
定
事
実
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
個
人
に
と
っ
て
未
証
明
の
不
正
確
な
事
実
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う

こ
と
を
認
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
正
に
憲
法
一
三
条
の
視
点
が
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
。
従
っ
て
こ
の
判
決
は
単
に
民
法
九
〇
条

に
関
す
る
一
事
例
判
断
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
性
差
別
等
の
集
団
概
念
を
使
用
し
た
法
的
判
断
の
合
憲
性
を
争
う
事
件
を
解
決
す
る
先
例
と

し
て
の
役
割
を
十
分
果
た
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
実
際
に
は
、
本
判
決
は
そ
の
後
先
例
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し

　
（
一
〇
四
〇
）
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て
こ
な
か
っ
た
。

　

以
上
考
察
し
た
四
つ
の
最
高
裁
に
よ
る
違
憲
、
違
法
判
決
は
、
そ
れ
ぞ
れ
画
期
的
な
判
断
と
し
て
注
目
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ

れ
に
続
く
憲
法
事
件
を
解
決
す
る
上
で
の
先
例
的
役
割
を
十
分
果
た
し
て
き
た
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
れ
は
、
各
事
件
を
貫
く
最
も
重
要
な

共
通
の
争
点
が
法
律
の
基
礎
に
あ
る
反
証
を
許
さ
な
い
推
定
事
実
の
問
題
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
に
よ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
推
定
事
実
の
問
題
と
し
て
違
憲
判
断
を
下
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
後
の
憲
法
事
件
の
判
断
は
「
適
用
違

憲
」
を
通
し
て
個
人
を
救
済
す
る
と
い
う
判
例
の
誕
生
を
促
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
考
え
る
と
、
こ
の
四
判
決
が
十
分
な
役
割
を
果

た
し
切
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
惜
し
ま
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

第
三
章　

推
定
事
実
と
日
本
国
憲
法
一
三
条　
　
（
そ
の
二
：
効
率
と
公
平
）

　

前
述
し
た
よ
う
に
日
本
の
最
高
裁
は
、
法
律
の
中
の
「
反
証
を
許
さ
な
い
推
定
」
の
存
在
を
認
識
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
理
由
に
法
律
の
適

用
を
違
憲
と
し
て
排
除
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
最
高
裁
は
反
証
を
許
さ
な
い
推
定
を
「
行
政
の
便
宜
性
」
を
理
由

に
一
貫
し
て
許
さ
れ
る
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
事
例
に
つ
い
て
そ
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。

　

第
一
の
事
例
は
、
民
法
七
八
七
条
但
書
が
憲
法
一
三
条
及
び
一
四
条
に
違
反
す
る
か
が
争
わ
れ
た
事
例（

17
）に

対
す
る
最
高
裁
判
決
で
あ
る
。

こ
の
事
件
は
現
憲
法
誕
生
間
も
な
い
時
期
に
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
最
高
裁
に
反
証
を
許
さ
な
い
推
定
を
憲
法
一
三
条
に
基
づ
い
て
審
査

す
る
機
会
を
与
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
最
高
裁
が
こ
の
機
会
を
生
か
し
て
当
事
者
が
提
起
し
た
問
題
に
対
し
十
分
答
え
た
か
否
か
を
判
断
す

る
た
め
に
は
、
こ
の
事
件
の
事
実
関
係
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
事
件
に
は
次
の
よ
う
な
経
緯
が
見
ら
れ
た
。
本
件
は
、
父
の

死
後
子
供
が
提
起
し
た
認
知
請
求
訴
訟
で
あ
る
が
、
原
告
の
母
は
昭
和
二
一
年
七
月
七
日
、
原
告
の
父
と
神
前
結
婚
式
を
挙
げ
夫
婦
と
し
て

　
（
一
〇
四
一
）
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の
生
活
を
始
め
た
。
し
か
し
家
庭
内
の
事
情
か
ら
両
人
は
婚
姻
届
を
出
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
昭
和
二
二
年
四
月
二
六
日

原
告
は
出
生
し
た
が
、
両
親
が
婚
姻
届
を
出
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
原
告
は
母
の
子
と
し
て
母
の
戸
籍
に
入
籍
さ
れ
た
。
婚
姻
届
を
出
そ
う

と
の
話
の
進
行
中
の
昭
和
二
三
年
二
月
九
日
、
父
は
死
亡
し
た
。
父
の
死
亡
後
、
昭
和
二
六
年
二
月
八
日
原
告
は
検
事
を
被
告
と
し
て
認
知

請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
第
一
回
口
頭
弁
論
期
日
（
昭
和
二
六
年
四
月
七
日
）
に
被
告
及
び
原
告
の
訴
訟
代
理
人
弁
護
士
が
病

気
の
た
め
欠
席
し
た
た
め
休
止
と
な
っ
た
。
訴
訟
代
理
人
は
新
期
日
指
定
を
怠
っ
た
ま
ま
、
同
年
六
月
六
日
死
去
し
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と

が
原
告
の
法
定
代
理
人
（
原
告
の
母
）
に
通
知
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
原
告
法
定
代
理
人
は
休
止
の
事
実
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
、
訴
訟
は
同

年
七
月
七
日
、民
事
訴
訟
法
の
規
定
に
よ
り
休
止
を
満
了
し
た
結
果
訴
え
の
取
り
下
げ
が
あ
っ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
後
、

原
告
法
定
代
理
人
は
訴
え
が
取
り
下
げ
と
見
な
さ
れ
た
事
実
を
知
っ
た
の
で
、
や
む
な
く
昭
和
二
六
年
一
一
月
二
六
日
、
再
び
認
知
請
求
訴

訟
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
、
訴
訟
は
父
親
死
亡
後
三
年
以
上
た
っ
て
い
る
た
め
、
出
訴
期
間
を
徒
過
し
て
い
る
と
し
て
訴
え
を
却
下
す
る
判
決

が
下
さ
れ
た
。

　

こ
れ
を
不
服
と
す
る
原
告
の
控
訴
に
対
し
、
大
阪
高
裁
は
昭
和
二
八
年
三
月
二
日
控
訴
棄
却
の
判
決
を
言
い
渡
し
た
。
原
告
が
民
法
七
八

七
条
但
書
の
出
訴
期
間
の
規
定
は
憲
法
一
三
条
に
違
反
す
る
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
大
阪
高
裁
は
「
認
知
の
訴
及
に
つ
い
て
期
間
の
制
限

を
加
え
な
い
と
き
は
認
知
請
求
権
の
濫
用
の
弊
害
を
生
じ
た
り
、
或
は
父
又
は
母
が
死
亡
し
て
か
ら
長
期
間
の
経
過
後
出
生
の
時
に
遡
及
し

て
効
力
の
あ
る
認
知
の
為
さ
れ
る
と
き
は
、
親
族
相
続
上
の
身
分
関
係
の
変
動
に
基
づ
き
生
じ
る
各
種
法
律
関
係
の
変
動
が
安
定
し
た
社
会

生
活
を
脅
か
し
て
公
共
の
福
祉
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
こ
れ
ら
権
利
の
濫
用
や
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
権
利
の
行
使
を
防
止
す
る
た
め

の
立
法
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
民
法
第
七
八
七
条
但
書
が
父
又
は
母
の
死
亡
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
と
き
は
認
知
の
訴
え
を
提
起

す
る
こ
と
が
出
来
な
い
旨
規
定
し
た
の
は
何
ら
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い（

18
）。」

と
判
示
し
た
。
第
二
審
判
決
を
不
服
と
す
る
原
告
の

上
告
に
対
し
、
最
高
裁
は
昭
和
三
〇
年
七
月
二
〇
日
、
上
告
棄
却
の
判
決
を
下
し
、
憲
法
一
三
条
違
反
の
主
張
に
対
し
次
の
よ
う
に
判
示
し

　
（
一
〇
四
二
）
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た
。
す
な
わ
ち
「
認
知
の
訴
え
提
起
の
要
件
を
い
か
に
定
め
る
か
は
立
法
の
範
囲
に
属
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
法
律
が
認
知
の
訴
え
の
提
起

に
つ
き
、
父
又
は
母
の
死
亡
の
日
か
ら
、
三
年
を
経
過
し
た
場
合
は
、
こ
れ
を
な
し
得
な
い
こ
と
と
す
る
規
定
を
設
け
た
こ
と
は
、
身
分
関

係
に
伴
う
法
的
安
定
を
保
持
す
る
上
か
ら
相
当
と
認
め
ら
れ
憲
法
一
三
条
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。」
と
判
示
し
た
。

　

原
告
は
こ
の
事
件
に
お
い
て
、
民
法
七
八
七
条
但
書
は
憲
法
一
四
条
に
違
反
す
る
と
の
主
張
も
展
開
し
た
。
最
高
裁
は
ま
た
、
憲
法
一
四

条
違
反
の
申
し
立
て
に
対
し
て
も
合
憲
の
判
断
を
下
し
た
。
そ
の
判
断
は
「
憲
法
第
一
四
条
違
反
を
主
張
す
る
点
は
、
民
法
七
八
七
条
但
書

の
規
定
は
、
認
知
の
訴
え
の
提
起
に
関
し
、
す
べ
て
の
権
利
者
に
つ
き
一
律
平
等
に
そ
の
権
利
の
存
続
期
間
を
制
限
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
間
何
ら
差
別
を
加
え
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
所
論
は
前
提
を
欠
き
、
上
告
理
由
と
し
て
は
不
適
法
で
あ
る
。」
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
判
断
は
、
親
が
死
亡
し
て
い
る
子
供
た
ち
の
間
に
は
何
ら
の
別
扱
い
を
設
け
て
い
な
い
か
ら
憲
法
一
四
条
に
違
反
し
な
い

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
原
告
が
問
う
た
問
題
は
、「
親
が
生
存
し
て
い
る
子
供
」
と
「
親
が
死
亡
し
た
子
供
」
と
い
う
二
つ
の
集
団
の

い
ず
れ
か
に
属
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
も
っ
て
、
個
々
の
子
供
に
つ
い
て
の
固
有
の
問
題
を
判
断
す
る
こ
と
を
省
略
し
て
い
る
公
的
判
断

の
形
成
方
法
が
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
親
が
生
存
し
て
い
る
子
供
に
は
個
別
判
断
の
機
会
を
保
障
し
つ
つ
、

親
が
死
亡
し
た
子
供
に
つ
い
て
は
一
律
個
別
判
断
の
機
会
を
制
限
す
る
と
す
る
別
扱
い
の
是
非
に
つ
い
て
問
う
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
最
高
裁
の
憲
法
判
断
は
、
原
告
が
提
起
し
た
憲
法
上
の
問
題
点
に
十
分
応
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。
こ
の
判
決
理
由
は
原
告
を
説
得
し
切
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
憲
法
一
三
条
、
一
四
条
違
反
と
し
て
原
告
が
問
題
と
し
た
こ

と
は
、
民
法
七
八
七
条
が
子
の
認
知
請
求
訴
訟
と
い
う
親
子
関
係
を
公
的
に
確
認
し
て
も
ら
う
道
を
法
律
が
設
け
つ
つ
も
、
対
象
と
な
る
親

が
生
存
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
出
訴
期
間
を
区
分
し
て
い
る
こ
と
の
不
合
理
性
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
原
告
の
場
合
に
は
父
子
関
係

は
明
白
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
は
父
の
死
亡
後
何
年
も
経
た
後
で
も
証
明
で
き
る
状
況
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
年
経
過
し
た
こ

と
の
み
を
理
由
に
父
子
関
係
を
証
明
す
る
機
会
を
拒
否
さ
れ
た
。
三
年
経
過
後
の
出
訴
を
認
め
な
い
理
由
は
、「
親
が
死
亡
し
て
三
年
経
過

　
（
一
〇
四
三
）
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し
た
子
供
は
親
子
関
係
の
立
証
が
難
し
い
。」「
三
年
以
上
経
過
し
た
後
に
親
子
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
、
身
分
関
係
に
伴
う
法
的
安
定
性
を

保
持
で
き
な
く
な
る
。」「
認
知
請
求
権
の
濫
用
と
い
う
弊
害
を
生
ず
る
。」「
父
又
は
母
が
死
亡
し
て
か
ら
長
期
間
の
経
過
後
出
生
の
と
き
に

遡
及
し
て
効
力
の
あ
る
認
知
の
為
さ
れ
る
と
き
は
、
親
族
相
続
上
の
身
分
関
係
の
変
動
に
基
づ
き
生
ず
る
各
種
法
律
関
係
の
変
動
が
安
定
し

た
社
会
生
活
を
脅
か
す
。」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
立
法
の
正
当
化
理
由
が
一
見
成
立
す
る
よ
う
に
見
え
る
と
し
て
も
、
原

告
の
置
か
れ
て
い
る
具
体
的
状
況
を
正
確
に
表
明
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
と
き
、
原
告
を
説
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ

れ
ら
の
正
当
化
理
由
の
中
に
は
原
告
と
の
関
係
で
未
証
明
の
推
定
事
実
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
原
告
に
対
し
こ
の
推
定
事
実
（
正

当
化
理
由
）
が
自
分
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
を
反
証
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
本
人
は
納
得
の
い
か
な
い
誤
っ
た
事
実
を
受

け
入
れ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
本
件
に
お
い
て
司
法
部
が
な
す
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
原
告
に
反
証

の
機
会
を
与
え
る
と
い
う
個
別
判
断
を
下
し
、
こ
の
立
法
事
実
が
原
告
に
該
当
し
な
い
場
合
に
は
民
法
七
八
七
条
但
書
を
「
適
用
違
憲
」
と

し
て
原
告
へ
の
適
用
を
除
外
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
最
高
裁
は
、
こ
の
よ
う
な
不
正
確
な
判
断
結
果
を
強
い
る
危

険
性
を
法
的
安
定
性
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
正
当
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
日
本
の
最
高
裁
の
憲
法
一
三
条
、
一
四
条
に
基
づ
く
審
査
の

性
格
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
判
決
が
憲
法
施
行
間
も
な
い
時
期
の
判
決
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
が
そ
の
後
の
最
高
裁
の

憲
法
判
断
に
与
え
た
影
響
は
き
わ
め
て
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　

第
二
の
事
例
は
、
昭
和
六
〇
年
三
月
二
七
日
に
下
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
税
金
訴
訟
判
決（

19
）で

あ
る
。
こ
の
訴
訟
に
お
い
て
原
告

が
提
起
し
た
問
題
の
一
つ
は
、
必
要
経
費
の
計
算
に
つ
い
て
事
業
所
得
者
に
は
実
額
控
除
を
認
め
る
一
方
で
給
与
所
得
者
に
は
こ
れ
を
認
め

ず
、
一
律
に
概
算
控
除
す
る
こ
と
は
憲
法
一
四
条
に
違
反
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
最
高
裁
は
、「
租
税
法
の
分
野

に
お
け
る
所
得
の
性
質
の
違
い
等
を
理
由
と
す
る
別
扱
い
の
区
分
は
、
そ
の
立
法
目
的
が
正
当
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
立
法
に
お
い

て
具
体
的
に
採
用
さ
れ
た
区
別
の
態
様
が
右
目
的
と
の
関
連
で
著
し
く
不
合
理
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
限
り
、
そ
の
合
理
性
を
否
定

　
（
一
〇
四
四
）
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す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
れ
を
憲
法
一
四
条
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
い
う
判
断
基
準
を
提
示
し
た
。

そ
の
上
で
、「
本
件
訴
訟
に
お
け
る
全
資
料
に
徴
し
て
も
、
給
与
所
得
者
に
お
い
て
自
ら
負
担
す
る
必
要
経
費
の
額
が
一
般
に
旧
所
得
税
法

所
定
の
前
記
給
与
所
得
控
除
の
額
を
明
ら
か
に
上
回
る
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
て
、
右
給
与
所
得
控
除
の
額
は
給
与
所
得
に
係

る
必
要
経
費
の
額
と
の
対
比
に
お
い
て
相
当
性
を
欠
く
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　

本
件
に
お
け
る
問
題
は
、
概
算
控
除
は
す
べ
て
の
給
与
所
得
者
の
必
要
経
費
と
の
関
係
で
常
に
正
し
い
と
い
え
る
か
、
言
い
換
え
る
と
、

す
べ
て
の
給
与
所
得
者
の
必
要
経
費
の
実
額
に
相
当
す
る
額
を
算
出
で
き
て
い
る
と
言
い
切
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
し
言
い
切

れ
な
い
と
す
る
な
ら
、
給
与
所
得
者
の
必
要
経
費
額
は
概
算
控
除
額
で
あ
る
と
す
る
事
実
認
定
は
、
個
々
の
給
与
所
得
者
に
と
っ
て
単
な
る

推
定
事
実
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
個
別
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
こ
の
推
定
事
実
に
反
証
す
る
機
会

を
与
え
、
必
要
経
費
額
を
算
出
さ
せ
る
措
置
が
取
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
個
別
判
断
を
認
め
な
い
正
当
化
理
由
を
最
高

裁
は
租
税
徴
収
の
効
率
性
に
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
最
高
裁
は
、「
給
与
所
得
者
は
そ
の
数
が
膨
大
で
あ
る
た
め
、
各
自
の
申

告
に
基
づ
き
必
要
経
費
の
額
を
個
別
的
に
認
定
し
て
実
額
控
除
を
行
う
こ
と
、
或
は
概
算
控
除
と
選
択
的
に
右
の
実
額
控
除
を
行
う
こ
と

は
、
技
術
的
及
び
量
的
に
相
当
の
困
難
を
招
来
し
、
ひ
い
て
租
税
徴
収
費
用
の
増
加
を
免
れ
ず
、
税
務
執
行
上
少
な
か
ら
ざ
る
困
難
を
生
ず

る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
ま
た
、
各
自
の
主
観
的
事
情
や
立
証
技
術
の
巧
拙
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
租
税
負
担
の
不
公
平
を
も
た
ら
す
お
そ
れ

も
な
し
と
し
な
い
。」
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
租
税
徴
収
の
効
率
性
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
個
別
判
断
を
排
除
す
る
こ
と
を
正
当

化
す
る
最
高
裁
の
説
明
は
、
す
で
に
昭
和
三
七
年
二
月
二
八
日
の
源
泉
徴
収
制
度
合
憲
判
決（

20
）に

お
い
て
示
さ
れ
て
い
た
立
場
で
あ
っ
た
。
そ

の
判
決
に
お
い
て
最
高
裁
は
「
租
税
は
す
べ
て
最
も
能
率
的
、
合
理
的
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
所
得

税
で
あ
っ
て
も
所
得
の
種
類
や
態
様
の
異
な
る
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
徴
税
の
方
法
、
納
付
の
時
期
等
が
別
様
に
定
め

ら
れ
る
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
一
律
で
な
い
こ
と
を
も
っ
て
憲
法
一
四
条
に
違
反
す
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」

　
（
一
〇
四
五
）
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と
し
て
、
合
憲
理
由
を
効
率
性
に
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
租
税
負
担
は
国
民
の
間
に
公
平
に
配
分
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
が
納

税
の
義
務
の
前
提
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
公
平
に
配
分
す
る
と
は
、
正
確
に
義
務
の
負
担
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
正
確

な
義
務
負
担
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
個
別
判
断
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
件
の
原
告
が
、
事
業
所
得
者
に
は
こ
の
個
別
判
断
が
認
め
ら
れ
、

給
与
所
得
者
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
の
正
当
化
理
由
を
問
う
た
の
に
対
し
、
最
高
裁
は
租
税
の
徴
収
を
「
効
率
的
」
に
実
現
す
る
と

い
う
こ
と
を
「
公
平
性
」
よ
り
も
重
ん
ず
る
判
断
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
判
決
に
付
さ
れ
た
補
足
意
見（

21
）は

こ
の
判
決
の
問
題
点
を
次
の
よ
う

に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

補
足
意
見
を
述
べ
た
伊
藤
裁
判
官
は
、
本
件
課
税
規
定
を
「
適
用
違
憲
」
と
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
は
、「
本
件
課

税
規
定
に
基
づ
く
具
体
的
な
課
税
処
分
は
常
に
憲
法
の
一
四
条
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
特
定
の
給
与
所
得
者
に
つ

い
て
、
そ
の
給
与
所
得
に
か
か
る
必
要
経
費
の
額
が
そ
の
者
の
給
与
所
得
控
除
の
額
を
著
し
く
超
過
す
る
と
い
う
事
情
が
見
ら
れ
る
場
合
に

は
、
右
給
与
所
得
者
に
対
し
本
件
課
税
規
定
を
適
用
し
て
右
超
過
額
を
課
税
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
合
理
性
を
欠
く
も
の
で
あ

り
、
本
件
課
税
規
定
は
、
か
か
る
場
合
に
、
当
該
給
与
所
得
者
に
適
用
さ
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
憲
法
一
四
条
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
も

の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。」
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
補
足
意
見
は
、
概
算
控
除
規
定
の
基
礎
に
あ
る
給
与
所
得
者
の
必
要
経
費
に
つ
い

て
の
事
実
認
定
が
必
ず
し
も
全
て
の
給
与
所
得
者
と
の
関
係
で
正
し
い
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ

が
憲
法
一
三
条
的
視
点
に
よ
る
判
断
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
伊
藤
補
足
意
見
を
一
歩
進
め
れ
ば
、
個
々
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
必
要

経
費
額
を
証
明
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
そ
れ
を
与
え
る
こ
と
な
く
概
算
控
除
額
を
も
っ
て
必
要
経
費
額
と
断
定

す
る
こ
と
は
憲
法
一
三
条
違
反
に
な
る
と
い
う
形
の
判
断
を
下
す
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
補
足
意
見
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
最
高
裁

の
多
数
意
見
に
は
不
正
確
な
判
断
を
強
い
る
と
い
う
問
題
が
存
在
し
て
い
た
が
、「
租
税
徴
収
の
効
率
性
」
と
い
う
理
由
に
よ
り
こ
れ
ら
の

問
題
点
は
憲
法
的
に
検
討
す
る
に
値
し
な
い
と
し
て
退
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
（
一
〇
四
六
）
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前
述
し
た
昭
和
五
六
年
三
月
二
六
日
の
男
女
別
定
年
制
事
件
に
お
け
る
よ
う
に
、
性
別
と
い
う
集
団
概
念
を
使
用
し
て
個
別
判
断
を
省
略

す
る
こ
と
が
、
不
正
確
な
判
断
結
果
を
個
人
に
強
い
る
こ
と
に
な
り
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
給
与
所
得
者
と
い
う
集
団
概
念
を
使
用
し

て
の
個
別
判
断
の
省
略
も
同
じ
よ
う
に
不
正
確
な
判
断
結
果
を
個
人
に
強
い
る
こ
と
に
な
り
許
さ
れ
な
い
と
い
う
結
論
も
可
能
で
あ
っ
た
。

し
か
し
前
者
の
事
件
判
決
は
、
後
者
の
事
件
を
指
導
す
る
先
例
的
役
割
を
果
た
さ
な
か
っ
た
。

　

集
団
概
念
を
使
用
し
た
判
断
が
争
わ
れ
た
事
例
と
し
て
は
、
こ
れ
以
外
に
も
、
公
務
員
の
争
議
行
為
・
政
治
活
動
の
禁
止
を
争
っ
た
事
件

が
存
在
す
る
。
最
高
裁
は
一
時
期
、
禁
止
さ
れ
た
争
議
行
為
に
つ
い
て
、「
職
務
ま
た
は
業
務
の
性
質
が
公
共
性
の
強
い
も
の
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
そ
の
職
務
ま
た
は
業
務
の
停
廃
が
国
民
生
活
全
体
の
利
益
を
害
し
、
国
民
生
活
に
重
大
な
障
害
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
の
あ
る
も

の
」
に
限
ら
れ
る
と
の
個
別
判
断
の
方
法
を
適
用
し
た
が（

22
）、

そ
の
後
こ
の
立
場
を
変
更
し
て
、
一
律
判
断
を
下
す
立
場
を
今
日
ま
で
堅
持
し

て
い
る（

23
）。

政
治
活
動
の
禁
止
に
つ
い
て
も
こ
の
適
用
を
受
け
る
公
務
員
の
範
囲
に
つ
い
て
、
当
該
公
務
員
の
管
理
職
、
非
管
理
職
の
別
、
裁

量
権
の
範
囲
の
広
狭
等
と
い
う
個
別
判
断
を
退
け
、
公
務
員
に
対
す
る
一
律
適
用
を
合
憲
と
し
て
き
た（

24
）。

最
高
裁
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
た
個

別
判
断
の
立
場
が
、
そ
の
規
定
を
支
え
て
い
る
社
会
事
実
に
照
ら
す
と
適
用
対
象
が
広
す
ぎ
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
最
高

裁
は
、
ル
ー
ル
内
容
の
明
確
性
、
従
っ
て
判
断
結
果
の
予
測
可
能
性
、
一
貫
性
と
い
う
価
値
を
重
ん
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
戸
別
訪
問
を
一
律
禁
止
す
る
公
選
法
の
規
定
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
一
貫
し
て
こ
れ
を
合
憲
と
し
て
き
た
が（

25
）、

こ
の
禁
止
規
定
を

支
え
る
社
会
事
実
が
必
ず
し
も
個
々
の
戸
別
訪
問
行
為
に
当
て
は
ま
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
戸
別
訪
問
を
し
た
個
人
に
と
っ

て
推
定
事
実
に
過
ぎ
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
戸
別
訪
問
を
し
た
個
人
が
禁
止
規
定
の
基
礎
に
あ
る
事
実

に
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
を
反
証
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
、
一
律
的
判
断
を
下
さ
れ
る
こ
と
は
憲
法
一
三
条
と
の
関
係
で
許
さ

れ
る
の
か
、
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
特
に
薬
事
法
違
憲
判
決
が
存
在
す
る
下
で
は
、
戸
別
訪
問
禁
止
規
定
を
支
え
る
立
法
事
実
は
具

体
的
個
人
と
の
関
係
に
お
い
て
未
証
明
の
「
単
な
る
観
念
上
の
想
定
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
「
適
用
違
憲
」
の
判
決
も
あ
り
得
る
の
で
は
な

　
（
一
〇
四
七
）
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い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

関
税
定
率
法
違
反
被
告
事
件
の
中
に
も
、
個
人
に
対
し
不
正
確
な
判
断
を
受
け
入
れ
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
争
わ
れ
た
事
例
が
存
在
す
る（

26
）。

こ
こ
で
の
争
点
は
、
関
税
定
率
法
二
一
条
一
項
四
号
が
輸
入
禁
制
品
と
し
て
定
め
る
表
現
物
を
輸
入
す
る
こ
と
を
、
輸
入
目
的
の
如
何
を
問

わ
ず
一
律
に
処
罰
す
る
こ
と
が
憲
法
一
三
条
、
三
一
条
に
違
反
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
る
と
、
単
な
る
個
人
的
鑑
賞

の
た
め
の
所
持
を
目
的
と
し
た
輸
入
禁
制
品
と
さ
れ
る
表
現
物
の
輸
入
行
為
を
処
罰
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ

の
争
点
に
対
し
最
高
裁
は
、
単
な
る
所
持
を
目
的
と
す
る
輸
入
を
規
制
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
と
し
つ
つ

も
、
一
貫
し
て
「
猥
褻
表
現
物
の
流
入
、
伝
播
に
よ
り
わ
が
国
内
に
お
け
る
健
全
な
性
的
風
俗
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
実
効
的
に
防
止
す
る
た

め
に
は
、
単
な
る
所
持
目
的
か
ど
う
か
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
流
入
を
一
般
的
に
、
い
わ
ば
水
際
で
阻
止
す
る
こ
と
も
や
む
を
得
な

い
。」
と
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
最
高
裁
は
、
違
法
行
為
を
処
罰
す
る
た
め
に
本
来
的
に
違
法
で
な
い
行
為
を
も
処
罰
す
る
の
は
、
違
法
行

為
を
処
罰
す
る
た
め
に
や
む
を
得
ず
伴
う
犠
牲
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
内
に
お
け
る
健
全
な
性
的
風
俗
が
害
さ
れ
る
こ
と

を
実
効
的
に
防
止
す
る
た
め
に
は
、
本
来
的
に
そ
の
よ
う
な
危
険
性
を
持
っ
て
い
な
い
合
法
的
な
行
為
を
行
っ
て
い
る
者
を
も
犠
牲
に
す
る

（
処
罰
す
る
）
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
法
律
執
行
上
の
「
便
宜
性
」
と
い
う
こ
と
が
不
正
確
な
判
断
を
個
人

に
受
け
入
れ
さ
せ
る
正
当
化
理
由
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
来
違
法
と
さ
れ
な
い
輸
入
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
で
き
た
者
に
対
し

て
も
、
こ
の
正
当
化
理
由
は
説
得
力
を
持
つ
の
か
、
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
立
証
で
き
た
者
に
は
罰
則
規
定
を
「
適
用
違
憲
」
と
し

て
適
用
を
除
外
す
る
と
い
う
の
が
、
憲
法
的
に
求
め
ら
れ
た
判
断
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
立
法
を
支
え
る
事
実
が
反
証
を
許
さ
な
い
推
定
事
実
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
お
い
て
も
、
最
高
裁
は
こ
れ
を

行
政
の
便
宜
性
、
法
的
安
定
性
、
効
率
性
を
理
由
に
、
個
人
に
不
正
確
な
判
断
を
強
い
る
こ
と
を
容
認
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
（
一
〇
四
八
）
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こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
の
最
高
裁
は
、
推
定
事
実
に
支
え
ら
れ
そ
れ
に
対
す
る
反
証
の
機
会
を
個
人
に
与
え
て
い
な
い

法
律
を
違
憲
と
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
法
律
を
適
正
手
続
条
項
違
反
と
し
た
ア
メ
リ
カ
最
高
裁
の
判
例
に
相
当

す
る
も
の
は
、
わ
が
国
に
は
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
近
年
、
注
目
す
べ
き
判
断
が
最
高

裁
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
公
共
工
事
指
名
停
止
措
置
損
害
賠
償
事
件
に
対
す
る
平
成
一
八
年
一
〇
月
二

六
日
判
決（

27
）で

あ
る
。
こ
の
事
件
に
お
け
る
争
点
は
、
公
共
工
事
の
指
名
競
争
入
札
の
指
名
に
際
し
て
、
地
方
公
共
団
体
が
自
治
体
内
業
者
と

自
治
体
外
業
者
と
を
別
扱
い
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
指
名
を
受
け
る
た
め
の
資
格

要
件
と
し
て
居
住
要
件
を
課
す
こ
と
は
許
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
該
自
治
体
の
競
争
入
札
指
名
の
運
用
基
準
で
は
、
自
治
体
内

業
者
で
は
対
応
で
き
な
い
工
事
に
つ
い
て
の
み
自
治
体
外
業
者
を
指
名
し
、
そ
れ
以
外
の
工
事
に
は
自
治
体
内
業
者
の
み
を
指
名
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
。
本
件
で
は
こ
の
よ
う
な
大
き
な
平
等
問
題
が
争
点
と
し
て
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
裁
判
で
は
、
こ
の
運
用
基
準
を

め
ぐ
っ
て
自
治
体
の
長
の
業
者
指
名
権
行
使
に
裁
量
権
の
逸
脱
・
濫
用
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
。
第
二
審
の
高
松
高
等
裁
判
所
が
、

裁
量
権
の
逸
脱
・
濫
用
は
な
か
っ
た
と
判
断
し
た
の
に
対
し
、
最
高
裁
は
三
対
二
で
逸
脱
・
濫
用
が
あ
っ
た
と
す
る
判
断
を
示
し
た
。
最
高

裁
多
数
意
見
と
原
審
及
び
最
高
裁
反
対
意
見
と
の
判
断
が
対
立
し
た
の
は
、
両
者
の
法
的
判
断
方
法
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

原
審
及
び
最
高
裁
の
反
対
意
見
は
、
当
該
自
治
体
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
き
た
運
用
基
準
に
つ
い
て
、
当
該
自
治
体
が
抱
え
る
具
体
的
状

況
（
山
間
僻
地
の
過
疎
の
村
で
公
共
工
事
の
持
つ
村
経
済
に
と
っ
て
の
比
重
は
き
わ
め
て
大
き
い
と
い
う
こ
と
）
に
照
ら
し
て
合
理
性
が
あ

る
と
の
判
断
を
示
し
た
。
こ
こ
で
適
用
さ
れ
た
判
断
基
準
は
、
本
件
の
よ
う
な
経
済
規
制
に
お
け
る
区
分
の
許
容
性
を
判
断
す
る
基
準
と
し

て
は
、
こ
れ
ま
で
の
最
高
裁
先
例
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
き
た
緩
や
か
な
合
理
性
の
基
準
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
最
高
裁
の
多
数
意
見
が

　
（
一
〇
四
九
）
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示
し
た
判
断
は
、「
村
内
業
者
と
同
様
の
条
件
を
満
た
す
村
外
業
者
も
あ
り
得
る
の
で
あ
り
、
お
よ
そ
村
内
業
者
で
は
対
応
で
き
な
い
工
事

以
外
の
工
事
は
、
村
外
業
者
の
み
を
指
名
す
る
と
い
う
運
用
に
つ
い
て
、
常
に
合
理
性
が
あ
り
裁
量
権
の
範
囲
内
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で

き
な
い
。」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
多
数
意
見
は
、
運
用
基
準
を
支
え
て
い
る
事
実
（
①
契
約
の
確
実
な
履
行
が
期
待
で
き
る
、

②
地
元
経
済
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
）
は
村
外
業
者
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
常
に
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
多
数
意
見
が
強
く
問
題
と
し
た
点
は
、
こ
の
よ
う
に
断
言
す
る
こ
と
は
、
村
外
業
者
で
あ
る
原
告
と
の
関
係
で
不
正
確
な
判
断
結
果

を
原
告
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
多
数
意
見
に
加
わ
っ
た
才
口
裁
判
官

の
補
足
意
見
に
よ
っ
て
一
層
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
才
口
裁
判
官
は
、「
村
外
業
者
で
あ
る
と
い
う
理
由
の
み
で
、
し
か
も
、
上
告
人
に

そ
の
理
由
を
示
す
こ
と
も
な
く
、
ま
た
、
そ
の
点
に
関
し
上
告
人
か
ら
何
ら
の
意
見
聴
取
等
を
す
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
、
一
切
上
告
人
を
指

名
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
は
、
公
共
工
事
の
入
札
や
契
約
に
お
い
て
要
請
さ
れ
る
公
正
さ
に
欠
け
、
指
名
権
者
の
恣
意
的
判
断
さ

え
強
く
疑
わ
せ
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
運
用
基
準
は
、
自
治
体
外
業
者
に
つ
い
て
は
契
約
の

確
実
な
履
行
は
期
待
で
き
ず
、
ま
た
地
元
経
済
の
活
性
化
に
寄
与
し
な
い
と
い
う
事
実
認
定
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
事
実
認
定

は
、
自
治
体
外
業
者
に
と
っ
て
必
ず
し
も
正
し
い
と
は
い
え
な
い
推
定
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
反
証
の
機
会
を
与
え
な
い
ま
ま
に
こ

れ
を
正
し
い
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
に
恣
意
性
を
認
定
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
多
数
意
見
が
示
し
た
理
由
付
け
は
、
憲
法
的
視
点
か
ら

考
察
す
る
と
憲
法
一
三
条
審
査
が
な
さ
れ
た
事
例
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
は
本
件
が
抱
え
て
い
た
平
等
問
題

に
対
し
適
正
手
続
の
視
点
か
ら
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
判
断
は
、
そ
の
意
味
で
画
期
的
な
も
の
と
い
っ
て
よ
く
、
司

法
審
査
制
に
対
す
る
国
民
の
期
待
に
か
な
っ
た
判
断
方
法
と
い
え
る
。

　

こ
の
判
決
で
示
さ
れ
た
判
断
方
法
が
今
後
の
憲
法
事
件
に
お
い
て
広
く
採
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
、
注
目
し
て
い
き
た
い
。

　
（
一
〇
五
〇
）
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同
志
社
法
学　

六
〇
巻
三
号

（
1
）　

K
orem

atsu v. U
nited States, 323 U

.S. 214 （1944

）.
（
2
）　

K
orem

atsu 

判
決
で
は
、
ロ
バ
ー
ツ
（O

w
en J. R

oberts

）
裁
判
官
、
マ
ー
フ
ィ
ー
（F

rank M
urphy

） 

裁
判
官
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
（R

obert H
. Jackson

）
裁
判

官
の
三
名
が
反
対
意
見
を
述
べ
た
。

（
3
）　

Schlesinger v. W
isconsin, 270 U

.S. 230 （1926

） ; H
oeper v. T

ax C
om

m
ission, 284 U

.S. 206 （1931

）; H
einer v. D

onnan, 285 U
.S. 312

（1932

）; H
andy 

v. D
elaw

are T
rust C

om
pany, 258 U

.S. 362 （1932

）.

（
4
）　

A
dkins v. C

hildren ’s H
ospital, 261 U

.S. 523 （1923

）; M
orehead v. N

ew
 York ex rel. T

ipaldo, 298 U
.S. 587 （1936

）.

（
5
）　

一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
半
ば
ま
で
に
最
高
裁
判
所
が
適
正
手
続
条
項
に
基
づ
い
て
下
し
た
違
憲
判
決
に
対
し
て
は
、
ホ
ー
ム
ズ
（O

liver W
endell H

olm
es 

Jr.

）
裁
判
官
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
（ L

ouis D
. B

randeis

）
裁
判
官
、
ス
ト
ー
ン
（H

arlan F
iske Stone

）
裁
判
官
が
反
対
の
立
場
を
取
り
続
け
た
。

（
6
）　

U
nited States v. C

arolene P
roducts C

o., 304 U
.S. 144 （1938

）.

（
7
）　

Skinner v. O
klahom

a ex rel. W
illiam

son, 316 U
.S. 535 （1942

）.

（
8
）　

Stanley v. Illinois, 405 U
.S. 645 （1972

）.

（
9
）　

V
landis v. K

line, 412 U
.S. 441 （1973

）.

（
10
）　

U
nited States D

epartm
ent of A

griculture v. M
urry, 413 U

.S. 508 （1973

）.

（
11
）　

C
leveland B

oard of E
ducation v. L

aF
leur, 414 U

.S. 632 （1974

）.

（
12
）　

W
einberger v. Salfi, 422 U

.S. 749 （1975

）.

（
13
）　

関
税
法
違
反
未
遂
被
告
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
。

（
14
）　

行
政
処
分
取
消
請
求
事
件　

最
大
判
昭
和
五
〇
年
四
月
三
〇
日　

民
集
二
九
巻
四
号
五
七
二
頁
。

（
15
）　

尊
属
殺
人
被
告
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
。

（
16
）　

雇
傭
関
係
存
続
確
認
等
請
求
事
件　

最
判
昭
和
五
六
年
三
月
二
四
日　

民
集
三
五
巻
二
号
三
〇
〇
頁
。

（
17
）　

子
の
認
知
請
求
事
件　

最
大
判
昭
和
三
〇
年
七
月
二
〇
日　

民
集
九
巻
九
号
一
一
二
二
頁
。

（
18
）　

民
集
九
巻
九
号
一
一
三
八
頁
。

（
19
）　

所
得
税
決
定
処
分
取
消
請
求
事
件　

最
大
判
昭
和
六
〇
年
三
月
二
七
日　

民
集
三
九
巻
二
号
二
四
七
頁
。

（
20
）　

最
大
判
昭
和
三
七
年
二
月
二
八
日　

刑
集
一
六
巻
二
号
二
一
二
頁
。

　
（
一
〇
五
一
）



恣
意
的
判
断
と
憲
法
一
三
条
審
査
に
関
す
る
一
考
察

 

一
四
二

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
三
号

（
21
）　

こ
の
判
決
で
は
六
名
の
裁
判
官
（
木
下
、
伊
藤
、
谷
口
、
木
戸
口
、
島
谷
、
長
島
裁
判
官
）
が
補
足
意
見
を
述
べ
た
。
民
集
三
九
巻
二
号
二
六
二
頁
〜
二
六
九
頁
。

（
22
）　

郵
便
法
違
反
教
唆
被
告
事
件　

最
大
判
昭
和
四
一
年
一
〇
月
二
六
日　

刑
集
二
〇
巻
八
号
九
〇
一
頁
、
国
家
公
務
員
法
違
反
・
住
居
侵
入
被
告
事
件　

最
大
判
昭

和
四
四
年
四
月
二
日　

刑
集
二
三
巻
五
号
六
八
五
頁
、
地
方
公
務
員
法
違
反
被
告
事
件　

最
大
判
昭
和
四
四
年
四
月
二
日　

刑
集
二
三
巻
五
号
三
〇
五
頁
。

（
23
）　

国
家
公
務
員
法
違
反
被
告
事
件　

最
大
判
昭
和
四
八
年
四
月
二
五
日　

刑
集
二
七
巻
四
号
五
四
七
頁
、
地
方
公
務
員
法
違
反
・
道
路
交
通
法
違
反
被
告
事
件　

最

大
判
昭
和
五
一
年
五
月
二
一
日　

刑
集
三
〇
巻
五
号
一
一
七
八
頁
、
郵
便
法
違
反
幇
助
・
建
造
物
侵
入
・
公
務
執
行
妨
害
被
告
事
件　

最
大
判
昭
和
五
二
年
五
月
四

日　

刑
集
三
一
巻
三
号
一
八
二
頁
。

（
24
）　

国
家
公
務
員
法
違
反
被
告
事
件　

最
大
判
昭
和
四
九
年
一
一
月
六
日　

刑
集
二
八
巻
九
号
三
九
三
頁
、
懲
戒
処
分
取
消
請
求
事
件　

最
判
昭
和
五
五
年
一
二
月
二
三

日　

民
集
三
四
巻
七
号
九
五
九
頁
。

（
25
）　

教
育
委
員
会
委
員
選
挙
罰
則
違
反
被
告
事
件　

最
大
判
昭
和
二
五
年
九
月
二
七
日　

刑
集
四
巻
九
号
一
七
九
九
頁
、
公
職
選
挙
法
違
反
被
告
事
件　

最
判
昭
和
五
六

年
六
月
一
五
日　

刑
集
三
五
巻
四
号
二
〇
五
頁
。

（
26
）　

輸
入
禁
制
品
該
当
通
知
処
分
取
消
請
求
事
件　

最
大
判
昭
和
五
九
年
一
二
月
一
二
日　

民
集
三
八
巻
一
二
号
一
三
〇
八
頁
、
関
税
法
違
反
被
告
事
件　

最
判
平
成

七
年
四
月
一
三
日　

輸
入
禁
制
品
該
当
通
知
処
分
取
消
等
請
求
事
件　

最
判
平
成
一
一
年
二
月
二
三
日　

平
成
七
年
四
月
一
三
日
判
決
の
原
審
で
あ
る
東
京
高
裁
平

成
四
年
七
月
一
三
日
判
決
は
、
関
税
法
二
一
条
一
項
三
号
所
定
の
輸
入
禁
制
品
を
輸
入
し
た
者
に
は
個
人
的
鑑
賞
の
た
め
の
単
な
る
所
持
を
目
的
と
し
て
輸
入
し
た

者
を
含
ま
な
い
と
の
判
断
を
示
し
た
。

（
27
）　

公
共
工
事
指
名
停
止
措
置
損
害
賠
償
請
求
事
件　

最
判
平
成
一
八
年
一
〇
月
二
六
日　

判
時
一
九
五
三
号
一
二
二
頁
。

　
（
一
〇
五
二
）


