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序 

 

一 

「
判
例
」
の
意
義 

１ 

判
例
の
拘
束
力
と
そ
の
根
拠 

２ 

ど
の
部
分
が
「
判
例
」
か 

 

二 

三
つ
の
判
決 

１ 

京
都
府
学
連
事
件
判
決 

２ 

自
動
速
度
監
視
装
置
事
件
判
決 

３ 

外
国
人
指
紋
押
な
つ
拒
否
事
件
判
決 

 

三 

「
判
例
」
と
し
て
の
京
都
府
学
連
事
件
判
決 

１ 

京
都
府
学
連
事
件
判
決
の
論
理
構
造 

２ 

自
動
速
度
監
視
装
置
事
件
判
決
を
結
論
づ
け
た
命
題 

３ 

外
国
人
指
紋
押
な
つ
拒
否
事
件
判
決
の
結
論
に
影
響
を
与
え
た
命
題 

４ 

「
判
例
」
と
し
て
の
京
都
府
学
連
事
件
判
決 

 

四 

「
保
障
範
囲
」
で
は
な
い
問
題 

１ 

学
説
の
理
解 

２ 

「
服
装
の
自
由
」
の
現
実
的
救
済
は
可
能
か 

３ 

「
判
例
」
と
「
保
障
範
囲
」 

 

４ 

「
服
装
の
自
由
」
は
「
一
般
的
自
由
説
」
を
採
用
し
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
か 

５ 

「
保
障
範
囲
」
で
は
な
い
問
題 

 

結 

    

序  

当
た
り
前
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
学
説
が
あ
っ
て
判
例
が
あ
る
の
で

は
な
い
。
判
例
を
生
み
出
す
裁
判
所
の
活
動
が
あ
っ
て
初
め
て
学
説
の
存
在
意
義

が
認
め
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
裁
判
所
に
お
け
る
解
釈
・
適
用
を
念
頭
に
置
い

た
憲
法
解
釈
学
に
つ
い
て
、
こ
の
関
係
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、

現
実
社
会
に
対
す
る
影
響
力
は
、
学
説
よ
り
判
例
の
ほ
う
が
は
る
か
に
大
き
い
。

そ
し
て
、
学
界
の
権
威
や
通
説
に
配
慮
す
べ
き
義
務
を
裁
判
所
は
有
し
て
い
な
い
。 

京
都
府
学
連
事
件
判
決
の
読
み
方

―
早
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一 



本
稿
は
、
出
発
点
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
見
解
に
同
意
す
る
。「
判
例
と
い
う

も
の
を
（
…
）
現
実
的
に
考
え
る
と
、
判
例
と
学
説
と
が
本
来
の
意
味
で
対
立
す

る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。『
通
説
』
と
は
、
裁
判
所
に
ゆ
け
ば
、

お
そ
ら
く
そ
う
判
断
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
判
決
・
学
説
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
判
例

と
別
に
、
こ
れ
と
異
な
っ
た
『
通
説
』
と
い
う
も
の
が
存
在
し
う
る
は
ず
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
わ
が
国
で
は
、
学
説
が
判
例
と
対
等
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め

か
、
判
例
と
対
立
し
た
『
通
説
』
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
る
」
。
「
判
例
に
お

け
る
法
解
釈
は
、
法
の
定
立
機
関
内
部
の
法
生
成
過
程
（
具
体
的
適
用
過
程
）
そ

の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
学
説
に
お
け
る
法
解
釈
は
、
そ
の
生
成
過
程
へ
の
外

部
か
ら
の
批
判
活
動
で
あ
る
か
ら
、
判
例
を
動
か
す
こ
と
を
射
程
距
離
に
い
れ
た

作
業
で
な
け
れ
ば
、
す
く
な
く
と
も
現
実
的
な
意
味
は
な
い
」
。
こ
れ
ら
の
見
解
の

基
本
に
あ
る
の
は
、
最
高
裁
判
所
の
判
断
に
対
し
て
、「
第
三
者
の
立
場
か
ら
そ
の

内
容
の
当
否
を
批
判
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
自
由
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
と
は
別

に
、
そ
れ
が
国
の
判
断
と
し
て
一
つ
の
権
威
を
も
つ
こ
と
は
認
め
な
い
わ
け
に
は

い
か
な
い
」
と
い
う
現
実
的
な
認
識
だ
と
思
わ
れ
る
。
私
も
そ
の
認
識
の
重
要
性

に
同
意
す
る
。 

 

以
上
の
よ
う
な
考
え
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
裁
判
所
に
よ
る
解
釈
・
適
用
を

念
頭
に
置
い
た
憲
法
解
釈
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
学
説
の
検
討
よ
り
も
、
判
例

の
検
討
を
行
う
こ
と
の
方
が
重
要
性
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

本
稿
は
、
憲
法
一
三
条
解
釈
に
関
わ
る
議
論
を
行
う
。
主
要
な
検
討
の
対
象
は
、

京
都
府
学
連
事
件
で
あ
る
。
京
都
府
学
連
事
件
判
決
は
「
歴
史
的
意
義
を
も
つ
判

例
」
と
さ
れ
、
憲
法
一
三
条
の
「
具
体
的
権
利
性
」
に
関
わ
る
問
題
に
お
け
る
重

要
な
判
決
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
憲
法
の
基
本
書
や
判
例
集
に
は
必
ず
紹
介
さ

れ
て
い
る
判
決
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
な
ど
今
更
必
要
な
い
と
考

え
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
検
討
の
対
象
と
す
る

の
は
、
こ
の
判
決
が
、
学
説
の
議
論
の
枠
組
み
に
無
理
矢
理
押
し
込
め
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

本
稿
の
基
本
的
な
問
い
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
判
例
」
と
し
て
の

京
都
府
学
連
事
件
判
決
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
「
判
例
」
を
前
提
と
し
た
場
合
、

憲
法
一
三
条
を
根
拠
と
し
て
、
明
文
に
な
い
権
利
を
、
裁
判
所
に
お
い
て
現
実
的

に
救
済
す
る
こ
と
を
目
指
す
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
議
論
を
す
る
必
要
が
あ
る

の
か
。
憲
法
一
三
条
の
具
体
的
権
利
性
を
前
提
と
し
て
保
障
範
囲
の
広
狭
を
論
じ

る
学
説
の
議
論
の
枠
組
み
は
、
本
当
に
合
理
的
な
も
の
な
の
か
。 

第
二
の
問
い
は
、「
権
利
性
が
認
め
ら
れ
る
」
こ
と
と
「
現
実
的
な
救
済
が
行
わ

れ
る
」
こ
と
の
区
別
を
前
提
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
憲
法
一
三
条
に
根
拠
づ

け
ら
れ
る
権
利
と
し
て
違
憲
の
主
張
は
可
能
だ
が
、
結
局
制
約
が
合
憲
と
判
断
さ

れ
る
」
場
合
は
、
現
実
的
な
救
済
が
行
わ
れ
た
と
は
考
え
な
い
。
第
三
の
問
い
は
、

「
現
実
的
な
救
済
」
の
問
題
を
考
え
た
と
き
、
学
説
の
議
論
は
何
の
役
に
立
つ
の

か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
を
出
発
点
と
し
て
る
。 

 

記
述
は
、
以
下
の
よ
う
な
順
で
行
う
。
ま
ず
、「
判
例
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
確

１ 

４

５

６

2 

3 
山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
七
巻
第
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 



認
す
る
。
次
に
、
そ
の
視
点
か
ら
京
都
府
学
連
事
件
判
決
を
読
み
、「
判
例
」
と
し

て
の
京
都
府
学
連
事
件
判
決
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
の
か
、
考

察
す
る
。
そ
し
て
、「
判
例
」
を
前
提
と
し
た
場
合
、
裁
判
所
に
よ
る
憲
法
一
三
条

を
根
拠
と
し
た
権
利
の
現
実
的
な
救
済
を
目
指
す
に
は
、
ど
の
よ
う
な
論
理
が
必

要
な
の
か
に
つ
い
て
、
考
察
を
行
う
。
最
後
に
、
従
来
学
説
が
前
提
と
し
て
き
た

「
保
障
範
囲
」
の
広
狭
を
論
ず
る
議
論
の
枠
組
み
と
判
例
の
論
理
を
対
比
し
、
学

説
の
議
論
の
枠
組
み
の
有
用
性
に
つ
い
て
考
え
る
。 

 

本
稿
に
引
用
す
る
文
献
は
、
ど
れ
も
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
意
図
的
に
そ
う
し
て
い
る
。
ま
ず
は
基
本
的
な
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う

と
い
う
の
が
、
本
稿
の
ス
タ
ン
ス
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
目
新
し
い
議
論
を
持

ち
込
ま
な
く
て
も
、
本
稿
の
主
張
は
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
一
三
条
の

「
保
障
範
囲
」
の
広
狭
に
中
心
的
論
点
を
お
く
議
論
の
枠
組
み
は
、
判
例
と
の
関

係
で
も
、
合
理
的
な
も
の
と
は
言
い
難
い
。 

 

一 

「
判
例
」
の
意
義 

過
去
に
下
さ
れ
た
判
決
に
何
の
意
義
も
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
三
十
年
以
上
前
に

下
さ
れ
た
京
都
府
学
連
事
件
判
決
に
つ
い
て
考
察
す
る
意
味
な
ど
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
過
去
の
裁
判
所
の
判
断
は
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
の
か
、
そ
の
根
拠

は
何
か
、
そ
し
て
、
裁
判
所
の
判
断
の
う
ち
ど
の
部
分
が
「
判
例
」
と
し
て
扱
わ

れ
る
の
か
。 

以
下
で
は
、
入
門
書
あ
る
い
は
基
本
書
に
示
さ
れ
、
現
在
非
常
に
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
見
解
を
中
心
に
、「
判
例
」
の
意
義
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
そ

し
て
、
こ
こ
で
確
認
さ
れ
た
「
判
例
」
理
解
を
前
提
と
し
て
、
次
に
、
京
都
府
学

連
事
件
判
決
を
中
心
に
過
去
の
判
決
を
読
み
直
す
作
業
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。 

１ 

判
例
の
拘
束
力
と
そ
の
根
拠 

 

判
例
は
後
の
裁
判
所
の
判
断
に
対
す
る
拘
束
力
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
後
の
裁

判
を
拘
束
す
る
一
般
的
な
規
範
と
し
て
の
「
判
例
」
と
は
、
先
例
と
さ
れ
る
裁
判

の
判
決
理
由
す
べ
て
で
は
な
く
、
「
『
主
文
』
で
述
べ
ら
れ
た
結
論
を
導
く
上
で
意

味
の
あ
る
法
的
根
拠
・
理
由
づ
け
」
の
部
分
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
現
在

多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
制
度
上

は
判
例
は
絶
対
の
も
の
で
は
な
く
、
裁
判
所
は
判
例
を
変
更
す
る
権
限
を
有
す
る
。

し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
裁
判
所
が
事
件
に
対
す
る
判
断
を
下
し
た
場
合
、
裁
判

所
に
は
後
の
同
様
の
事
件
に
対
し
て
同
様
の
判
断
を
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と

い
う
意
味
で
、
先
例
は
拘
束
力
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。 

 

判
例
が
拘
束
力
を
有
す
る
こ
と
の
根
拠
は
、
法
的
安
定
性
や
予
測
可
能
性
、
そ

し
て
、
平
等
あ
る
い
は
公
正
の
要
請
に
あ
る
と
さ
れ
る
。「
裁
判
所
が
法
律
問
題
に

つ
い
て
判
断
を
示
す
の
は
、
あ
る
具
体
的
事
件
の
解
決
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、

い
っ
た
ん
判
決
が
な
さ
れ
る
と
、（
…
）
後
に
同
種
の
事
件
が
生
じ
た
場
合
に
は
裁

判
所
は
同
じ
解
決
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
の
「
平
等
の
要
請
」
が
生
ず
る
。

そ
の
要
請
に
従
う
こ
と
で
、「
法
体
系
に
『
安
定
性
』
や
『
確
実
性
と
予
見
可
能
性
』

７ 

８ 

９ 
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三 



な
い
し
『
信
頼
性
』
を
与
え
、
人
に
対
し
て
『
処
遇
の
平
等
と
統
一
性
』
を
保
障

し
、
あ
る
い
は
司
法
的
な
便
宜
と
効
率
性
、
経
験
の
活
用
」
と
い
っ
た
こ
と
が
実

現
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
判
例
の
拘
束
力
と
は
、
同
様
の
（
同
種
の
、
類
似
の
）
事
件
に

は
同
様
の
解
決
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
請
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し

て
、
こ
の
こ
と
は
、
何
が
「
判
例
」
な
の
か
と
い
う
理
解
に
も
関
わ
る
こ
と
と
な

る
。 

２ 

何
が
「
判
例
」
か 

（
一
）
具
体
的
事
件
の
解
決
の
た
め
に
必
要
十
分
な
範
囲
の
裁
判
所
の
判
断 

 

判
決
あ
る
い
は
決
定
を
下
す
際
に
裁
判
所
が
示
し
た
判
断
の
す
べ
て
が
「
判
例
」

と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
『
判
例
』
の
名
に
値
す
る
の
は
、
具
体
的
な
事
件
の

解
決
に
『
必
要
か
つ
十
分
』
な
範
囲
で
の
、
法
律
問
題
の
判
断
で
あ
る
」
と
さ
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
、「
レ
イ
シ
オ
・
デ
シ
デ
ン
ダ
イ
」
と
「
傍
論
」
の
区
別
を
前
提

と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。「
先
例
的
拘
束
力
を
も
つ
の
は
個
別
具
体
的
事
件

の
裁
定
に
必
要
か
つ
十
分
な
範
囲
内
で
法
的
問
題
に
つ
い
て
の
判
断
を
示
す
一
般

的
基
準
で
あ
る
レ
イ
シ
オ
・
デ
シ
デ
ン
ダ
イ
の
部
分
で
あ
り
、
事
件
の
裁
定
に
直

接
関
係
の
な
い
裁
判
官
の
一
般
的
な
説
示
で
あ
る
傍
論
に
は
こ
の
よ
う
な
拘
束
力

は
な
い
」
、
と
。 

以
上
の
よ
う
な
か
た
ち
で
「
判
例
」
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ

れ
は
、
次
の
よ
う
な
か
た
ち
で
説
明
さ
れ
る
。「
判
例
は
、
裁
判
官
が
具
体
的
な
事

件
に
即
し
て
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
努
力
し
た
成
果
を
示
し
て
い
る
と
い
う
点
に
、

意
味
が
あ
る
」
。
そ
し
て
、
「
判
例
が
尊
重
さ
れ
る
の
は
、
具
体
的
な
事
件
の
解
決

に
必
要
な
法
律
問
題
に
つ
い
て
裁
判
官
が
判
断
を
示
し
た
場
合
、
別
の
同
種
の
事

件
に
も
同
じ
解
決
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
請
に
由
来
す
る
と
い
う

意
味
か
ら
い
っ
て
、
具
体
的
な
事
件
の
解
決
に
関
係
の
な
い
事
柄
は
、『
判
例
』
で

は
な
い
」
。
あ
る
い
は
、
「
先
例
性
をratio decidendi

に
限
定
す
る
の
は
、
司
法

が
抽
象
的
規
範
の
定
立
で
は
な
く
事
件
の
処
理
を
本
来
的
任
務
と
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
、
事
件
の
真
の
争
点
に
即
し
た
法
準
則
が
最
も
信
頼
に
足
る
も
の
で
あ
る

こ
と
、
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
裁
判
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
可
能
と
な
る
こ
と
、

に
基
づ
く
」
。 

（
二
）
必
要
十
分
な
範
囲
と
は 

そ
れ
で
は
、
具
体
的
事
件
の
解
決
に
必
要
十
分
な
範
囲
の
裁
判
所
の
判
断
と
は
、

ど
の
よ
う
な
部
分
な
の
だ
ろ
う
か
。 

（
１
）
田
中
英
夫
の
見
解 

田
中
英
夫
は
、
判
例
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
部
分
が
判
決
中
の
ど
の
部
分
か

は
、
後
の
事
件
を
「
同
種
の
事
件
」
と
み
な
す
た
め
の
「
重
要
な
事
実
」
が
何
か

を
基
準
と
し
て
判
断
す
る
と
し
て
い
る
。 

法
律
問
題
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
常
に
一
定
の
事
実
関
係
を
背
景
に
し
て
い
る

が
、
事
実
の
す
べ
て
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
法
律
問
題
と
の
関
連
で
意

味
の
あ
る
事
実
だ
け
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
う
い
う
「
意
味
あ
る
事
実
」
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四 



が
「
重
要
な
事
実
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
何
が
「
重
要
な
事
実
」
で
あ
る
か
の
判

断
が
判
例
を
扱
う
に
当
た
っ
て
の
大
き
な
問
題
と
な
る
。「
重
要
な
事
実
」
を
大
き

く
限
定
す
る
と
、「
同
種
の
事
件
」
は
少
な
く
な
る
。
し
か
し
、
当
事
者
の
人
名
な

ど
細
か
い
事
実
以
外
は
全
く
同
じ
事
実
関
係
の
事
件
に
別
の
解
決
を
与
え
る
こ
と

は
、
平
等
の
要
請
を
害
す
る
こ
と
と
な
る
。
逆
に
、
具
体
的
事
実
関
係
を
捨
象
し

す
ぎ
る
と
、
具
体
的
事
件
に
対
し
て
裁
判
所
が
解
決
を
与
え
た
点
に
判
例
の
重
要

性
が
あ
る
と
い
う
原
則
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
。
先
例
か
ら
「
狭
す
ぎ
る
命
題
」
を

抽
出
す
る
こ
と
も
「
広
す
ぎ
る
命
題
」
を
抽
出
す
る
こ
と
も
誤
り
な
の
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
「
何
が
『
重
要
な
事
実
』
か
は
、
制
定
法
の
場
合
と
異
な
り
、

一
見
し
て
明
瞭
だ
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
。
様
々
な
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ん
で
も
、

裁
判
所
が
ど
の
事
実
を
重
要
視
し
た
か
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。「
こ
う
い

う
場
合
に
は
、『
判
例
』
は
、
可
能
な
範
囲
で
最
も
狭
い
準
則
で
あ
る
と
み
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
判
例
は
具
体
的
事
件
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
か
ら
い
っ
て
、
疑
問
の
あ
る
と
き
は
、
な
る
べ
く
事
件
の
具
体
性
に
即
し
た

狭
い
ル
ー
ル
が
樹
て
ら
れ
た
と
み
る
の
が
よ
い
か
ら
で
あ
る
」
。 

（
２
）
中
野
次
雄
の
見
解 

 

中
野
次
雄
も
、
ど
の
部
分
が
「
判
例
」
か
に
つ
い
て
、
田
中
英
夫
と
ほ
ぼ
同
趣

旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
説
明
の
仕
方
は
若
干
異
な
る
。
彼
は
、「
結

論
命
題
」
と
「
理
由
づ
け
命
題
」
と
い
う
区
別
を
前
提
と
し
て
説
明
を
行
っ
て
い

る
。 

 

「
結
論
命
題
」
と
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
裁
判
の
論
点
に
関
す
る
判
断
の
中
の

結
論
部
分
で
あ
り
、
例
と
し
て
「
本
件
の
具
体
的
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
の
契

約
は
公
序
良
俗
に
反
し
て
無
効
で
あ
る
」
と
い
っ
た
命
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
、

こ
の
命
題
は
、
他
の
同
種
の
事
件
に
適
用
で
き
る
よ
う
、
あ
る
程
度
の
抽
象
化
が

可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
抽
象
化
の
際
、
問
題
と
な
る
の
が
「
重
要
な
事
実
」

で
あ
る
。
上
記
の
例
で
い
え
ば
、「
○
○
の
場
合
、
契
約
は
公
序
良
俗
に
反
し
て
無

効
で
あ
る
」
と
い
う
か
た
ち
で
命
題
は
一
定
程
度
の
抽
象
化
が
可
能
で
あ
り
、
結

果
と
し
て
こ
の
命
題
は
別
の
同
種
の
事
件
に
適
用
が
可
能
な
「
結
論
命
題
」
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
る
判
決
が
他
の
「
同
種
の
事
件
」
を
拘
束
す
る
の
は
、

「
重
要
な
事
実
」
が
同
じ
だ
か
ら
で
あ
り
、
「
重
要
な
事
実
」
が
同
じ
事
件
に
は
、

同
じ
結
論
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

一
方
「
理
由
づ
け
命
題
」
と
は
、
や
は
り
そ
の
名
の
通
り
、
結
論
を
理
由
づ
け

る
命
題
で
あ
る
。
た
だ
し
、
理
由
づ
け
命
題
に
は
、
よ
り
具
体
的
な
も
の
か
ら
抽

象
的
・
一
般
的
な
も
の
が
存
在
す
る
。
中
野
は
、
理
由
づ
け
命
題
に
は
大
き
く
分

け
て
二
種
類
の
も
の
が
あ
る
と
す
る
。「
そ
の
一
つ
は
、
そ
の
事
件
の
結
論
を
抽
象

化
し
た
結
論
命
題
と
内
容
に
お
い
て
一
致
す
る
理
由
づ
け
命
題
で
あ
り
、
い
ま
一

つ
は
、
そ
れ
よ
り
も
内
容
の
広
い
よ
り
一
般
化
さ
れ
た
法
命
題
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、

後
者
の
命
題
は
「
一
般
的
理
由
づ
け
法
命
題
」
と
呼
ば
れ
、「
判
例
」
と
み
る
べ
き

で
は
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。 

抽
象
化
さ
れ
た
結
論
命
題
は
、「
抽
象
化
に
限
度
が
あ
る
た
め
、
当
該
事
案
と
同
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五 



種
の
類
型
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
適
用
範
囲
が
狭
い
の

に
対
し
、
こ
の
種
の
一
般
的
法
命
題
は
、
よ
り
抽
象
化
・
一
般
化
さ
れ
て
い
る
た

め
、
適
用
範
囲
が
は
る
か
に
広
く
、
そ
の
問
題
に
関
す
る
限
り
、
い
わ
ば
す
べ
て

の
場
合
を
網
羅
し
た
包
括
性
・
簡
潔
性
を
具
え
て
い
る
」
。
そ
し
て
、
一
般
的
法
命

題
は
「
当
該
事
件
と
類
型
を
異
に
す
る
事
案
に
ま
で
広
く
適
用
さ
れ
う
る
特
質
を

も
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。 

「
判
例
」
と
呼
べ
る
の
は
、
①
他
の
事
件
の
事
実
に
そ
れ
を
適
用
し
て
論
点
に

つ
い
て
の
結
論
を
直
接
に
導
き
出
せ
る
と
い
う
直
接
性
を
有
し
、
②
当
該
裁
判
に

お
け
る
結
論
を
理
由
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
裁
判
で
示
さ
れ
た
判
断
の
う
ち
「
結

論
命
題
」
は
こ
の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
理
由
づ
け
命

題
の
う
ち
、
一
般
的
理
由
づ
け
法
命
題
は
、「
判
例
」
性
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が

で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
「
判
例
」
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
。 

「
裁
判
の
使
命
は
あ
く
ま
で
個
々
の
具
体
的
事
件
の
解
決
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
一
般
的

な
法
原
則
を
宣
明
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
法
律
的
な
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、

そ
の
事
件
の
論
点
に
つ
い
て
ど
う
い
う
結
論
を
下
し
た
か
が
最
も
大
事
な
こ
と
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
裁
判
に
お
け
る
法
的
判
断
の
本
質
的
な
部
分
な
の
で
あ
り
、
こ
の
結
論
判
断

こ
そ
裁
判
官
の
固
有
の
活
動
だ
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
（
…
）
結
論
命
題
の
判
例

性
を
否
定
し
て
理
由
づ
け
の
中
の
一
般
的
法
命
題
だ
け
を
判
例
だ
と
す
る
の
は
明
ら
か
に

本
末
転
倒
で
、
判
例
す
な
わ
ち
裁
判
上
の
先
例
と
な
る
の
は
、
ま
ず
第
一
に
裁
判
に
と
っ

て
本
質
的
な
こ
の
結
論
命
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
結
論
命
題
は
、（
…
）

そ
の
具
体
的
事
実
中
の
重
要
な
ら
ざ
る
も
の
を
捨
象
し
あ
る
程
度
抽
象
的
な
内
容
の
も
の

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
派
に
先
例
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
」 

（
三
）
日
本
の
裁
判
所
の
傾
向 

 

た
だ
し
、
日
本
の
裁
判
所
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
見
解
の
よ
う
に
「
判
例
」

を
理
解
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。「
最
高
裁
判
所
は
、
結
論
命
題
と
一
般
的
（
理

由
づ
け
）
法
命
題
の
両
方
を
判
例
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
言
い
方
も
さ
れ
る
。
「
（
…
）
概
し
て
い
え
ば
、
わ

が
国
の
裁
判
所
が
、
具
体
的
事
実
の
解
釈
だ
け
で
な
く
、
そ
の
機
会
に
か
な
り
一

般
的
な
法
解
釈
の
命
題
を
打
ち
た
て
、
広
い
範
囲
の
事
件
に
対
し
て
先
例
的
な
効

果
を
及
ぼ
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
。 

（
四
）
そ
の
他 

本
稿
の
目
的
と
関
連
す
る
そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
、
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
。 

ま
ず
、
判
例
を
議
論
す
る
に
は
、
下
級
審
判
決
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る

け
れ
ど
も
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
最
高
裁
の
判
断
で
あ
る
。
こ
れ
は
制
度
上
の
問

題
で
、
裁
判
の
最
終
的
判
断
を
行
う
の
が
最
高
裁
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
。

「
最
高
裁
判
所
の
判
断
が
国
の
判
断
・
意
思
表
示
と
し
て
最
終
的
・
確
定
的
な
も

の
で
あ
り
、
法
律
解
釈
に
つ
い
て
い
え
ば
国
と
し
て
の
有
権
的
解
釈
」
な
の
で
あ

る
。 

 

次
に
、
裁
判
所
が
あ
る
事
件
に
つ
い
て
判
断
を
下
し
た
場
合
、
そ
れ
が
一
回
の
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六 



判
断
で
も
「
判
例
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
判
例
が
確
立
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
一

回
の
裁
判
所
の
判
断
を
見
て
明
ら
か
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。「
あ
ら
か
じ
め
明
確

な
内
容
を
も
つ
先
例
が
存
在
し
、
そ
の
内
容
に
の
ち
に
裁
判
所
が
『
拘
束
』
さ
れ

る
と
い
う
理
解
は
一
面
的
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
の
ち
の
裁
判
所
に
よ
る

解
釈
を
つ
う
じ
て
先
例
が
明
確
化
さ
れ
、
内
部
矛
盾
の
な
い
先
例
の
『
物
語
』
が

形
成
さ
れ
る
と
い
う
側
面
も
ま
た
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
。 

（
五
）
ま
と
め 

 

以
上
見
て
き
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。 

（
１
）
裁
判
所
に
よ
る
具
体
的
事
件
に
対
す
る
判
断
は
、
判
例
と
し
て
後
の
裁

判
に
対
し
て
拘
束
力
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
裁
判
所
が
示
し
た
判
断
の
す
べ
て
が

拘
束
力
を
も
つ
「
判
例
」
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
何
が
「
判
例
」
か
に
つ
い

て
考
え
る
に
は
、
裁
判
所
が
示
し
た
一
般
論
で
は
な
く
、
具
体
的
事
件
に
対
す
る

結
論
部
分
が
基
本
と
な
る
。
そ
し
て
、「
判
例
」
と
言
え
る
の
は
、
具
体
的
事
件
の

解
決
に
必
要
か
つ
十
分
な
範
囲
の
裁
判
所
の
判
断
で
あ
る
。
具
体
的
事
件
に
対
す

る
結
論
は
一
定
程
度
抽
象
化
さ
れ
、「
同
種
の
事
件
」
に
適
用
さ
れ
る
命
題
と
な
る

が
、
こ
の
命
題
は
結
論
を
直
接
導
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
判
例
の
拘
束

力
の
根
拠
は
同
様
の
事
件
を
同
様
に
扱
う
と
い
う
平
等
あ
る
い
は
公
正
の
要
請
に

求
め
ら
れ
る
こ
と
、
裁
判
所
の
判
断
は
具
体
的
事
件
の
解
決
に
対
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
等
か
ら
、
異
な
る
類
型
の
事
件
に
適
用
可
能
な
一
般
的
な
法
命
題
を
「
判

例
」
と
し
て
扱
う
こ
と
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。 

 

（
２
）
判
例
と
し
て
重
要
な
の
は
最
高
裁
判
決
で
あ
る
。
一
回
の
判
決
で
も
判

例
た
る
資
格
を
有
す
る
が
、
ど
の
部
分
が
「
判
例
」
と
呼
べ
る
か
は
明
確
で
な
い

こ
と
が
多
い
。
ま
た
、「
判
例
」
が
何
か
に
つ
い
て
は
、
後
の
裁
判
所
の
解
釈
に
よ

っ
て
明
確
化
さ
れ
て
い
く
と
い
う
側
面
も
あ
る
。 

 

（
３
）
以
上
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
し
て
、
以
下
、
最
高
裁
が
憲
法
一
三
条

解
釈
を
行
っ
た
代
表
例
と
さ
れ
る
、
京
都
府
学
連
事
件
判
決
の
検
討
を
行
う
。
後

の
裁
判
に
よ
っ
て
「
判
例
」
が
明
確
化
さ
れ
る
側
面
が
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、

こ
の
判
決
の
ど
の
部
分
が
「
判
例
」
と
し
て
拘
束
力
を
持
つ
の
か
を
考
え
る
た
め

に
は
、
後
の
判
決
に
も
検
討
の
範
囲
を
広
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

本
稿
で
は
、
京
都
府
学
連
事
件
上
告
審
判
決
が
直
接
に
引
用
さ
れ
て
い
る
二
つ
の

最
高
裁
判
決
も
検
討
の
対
象
と
し
、
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。 

 二 

三
つ
の
判
決 

 

ま
ず
、
京
都
府
学
連
事
件
判
決
と
、
こ
れ
が
直
接
引
用
さ
れ
た
そ
の
後
の
二
つ

の
判
決
の
内
容
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
次
に
行
う
検
討
の
た
め
に
、
や
や
詳
細
な

記
述
を
行
い
、
最
高
裁
判
決
は
な
る
べ
く
原
文
を
引
用
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 
と
こ
ろ
で
、
憲
法
一
三
条
に
よ
っ
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
が
保
護
さ
れ
る
と
解
し
、

そ
の
例
と
し
て
、「
宴
の
あ
と
」
事
件
判
決
や
前
科
照
会
事
件
判
決
が
引
用
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。
た
だ
、
両
判
決
は
憲
法
一
三
条
を
根
拠
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
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八 

裁
判
所
の
結
論
に
直
接
関
わ
っ
て
い
る
の
は
、
民
法
七
〇
九
条
、
国
家
賠
償
法
一

条
一
項
と
い
っ
た
条
文
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
裁
判
所
は
、
事
件
の
解
決
に
は
憲

法
一
三
条
を
持
ち
出
す
必
要
が
な
か
っ
た
と
判
断
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
言
う
言
わ
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
終
極
の
根
拠
を
も
と
め
る
と
す
れ
ば
憲
法
一

三
条
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
外
か
ら
見
た
判
決
文
の
一

つ
の
解
釈
で
あ
る
。
判
例
理
論
を
模
索
・
構
築
す
る
と
い
う
作
業
に
、
十
分
な
意

義
が
あ
る
こ
と
は
認
め
る
。
し
か
し
、
判
決
文
が
憲
法
一
三
条
に
直
接
言
及
し
て

い
な
い
以
上
、
裁
判
所
は
憲
法
一
三
条
解
釈
を
行
わ
な
か
っ
た
も
の
と
、
本
稿
で

は
理
解
す
る
こ
と
と
す
る
。 

１ 

京
都
府
学
連
事
件
判
決
（
最
大
判
昭
和
四
四
年
一
二
月
二
四
日
刑
集
二
三
巻

一
二
号
一
六
二
五
頁
） 

（
一
）
事
実
の
概
要 

 

本
件
は
、
立
命
館
大
学
法
学
部
学
生
が
公
務
執
行
妨
害
及
び
傷
害
の
罪
に
問
わ

れ
た
刑
事
事
件
で
あ
っ
た
。
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
主
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
、

刑
法
九
五
条
一
項
（
公
務
執
行
妨
害
）
、
刑
法
二
〇
四
条
（
傷
害
）
で
あ
る
。
そ
し

て
、
憲
法
一
三
条
違
反
は
、
公
務
執
行
妨
害
の
構
成
要
件
で
あ
る
職
務
の
適
法
性

を
否
定
す
る
た
め
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。 

 

事
件
は
、
昭
和
三
七
年
六
月
二
一
日
京
都
府
学
生
自
治
会
連
合
主
催
の
大
学
管

理
制
度
改
悪
反
対
、
憲
法
改
悪
反
対
を
訴
え
る
デ
モ
行
進
の
現
場
で
起
こ
っ
た
。

公
務
執
行
の
妨
害
を
受
け
た
と
さ
れ
る
の
は
、
デ
モ
行
進
の
許
可
に
際
し
京
都
府

公
安
委
員
会
が
附
し
た
条
件
の
違
反
状
況
の
視
察
採
証
を
行
う
職
務
に
従
事
し
て

い
た
京
都
府
山
科
警
察
署
勤
務
秋
月
巡
査
。
彼
は
、
デ
モ
行
進
に
許
可
条
件
の
違

反
が
あ
る
と
認
識
し
、
デ
モ
集
団
先
頭
の
行
進
状
況
を
写
真
に
撮
影
し
た
。
こ
れ

を
見
た
本
件
被
告
人
が
「
ど
こ
の
カ
メ
ラ
マ
ン
か
」
と
難
詰
抗
議
。
し
か
し
、
巡

査
は
殊
更
に
こ
れ
を
無
視
す
る
挙
動
を
と
っ
た
。
こ
れ
に
被
告
人
が
憤
慨
、
持
っ

て
い
た
旗
竿
で
同
巡
査
の
下
顎
部
を
一
突
き
し
、
全
治
一
週
間
の
傷
害
を
負
わ
せ

た
。 

（
二
）
憲
法
一
三
条
違
反
の
主
張 

 

刑
法
九
五
条
の
文
言
に
は
な
い
が
、
職
務
の
適
法
性
は
公
務
執
行
妨
害
罪
の
構

成
要
件
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
公
務
員
の
明
ら
か
に
違
法
な
活
動
に

対
し
て
抵
抗
す
る
行
為
は
公
務
執
行
妨
害
罪
を
構
成
し
な
い
」
。
被
告
側
の
主
張
の

一
つ
は
、
本
人
の
承
諾
な
し
に
写
真
撮
影
を
行
う
こ
と
は
憲
法
一
三
条
（
及
び
警

察
法
第
二
条
二
項
）
に
違
反
す
る
こ
と
か
ら
、
本
件
撮
影
行
為
は
違
法
な
も
の
で

あ
る
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
被
告
人
が
巡
査
に
対
し
て
行
っ
た
傷
害
行
為
は
、

警
察
官
の
違
法
な
活
動
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
り
、
公
務
執
行
妨
害
罪
を
構
成
し
な

い
、
と
。 

（
三
）
最
高
裁
の
判
断 

 

こ
れ
に
対
し
、
一
審
（
京
都
地
裁
）
、
二
審
（
大
阪
高
裁
）
、
最
高
裁
す
べ
て
の

判
決
で
、
こ
の
主
張
は
斥
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
秋
月
巡
査
の
本
件
写
真

撮
影
行
為
は
憲
法
一
三
条
（
及
び
三
五
条
）
に
違
反
せ
ず
、
刑
法
九
五
条
一
項
に

36 
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よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
適
法
な
職
務
行
為
で
あ
っ
た
と
の
判
断
が
下
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
最
高
裁
の
判
断
を
見
て
み
よ
う
。
長
く
な
る
が
、
次

に
行
う
分
析
の
た
め
に
、
憲
法
一
三
条
に
関
わ
る
判
断
を
ほ
ぼ
原
文
の
ま
ま
引
用

す
る
。 「

と
こ
ろ
で
、
憲
法
一
三
条
は
、
『
す
べ
て
国
民
は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。
生

命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な

い
限
り
、
立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
、
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
。
』
と
規
定
し
て

い
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
、
国
民
の
私
生
活
上
の
自
由
が
、
警
察
権
等
の
国
家
権
力
の

行
使
に
対
し
て
も
保
護
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
個
人
の
私
生
活
上
の
自
由
の
一
つ
と
し
て
、
何
人
も
、
そ
の
承
諾
な
し
に
、
み

だ
り
に
そ
の
容
ぼ
う
・
姿
態
（
以
下
「
容
ぼ
う
等
」
と
い
う
。
）
を
撮
影
さ
れ
な
い
自
由

を
有
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
肖
像
権
と
称
す
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、

少
な
く
と
も
、
警
察
官
が
、
正
当
な
理
由
も
な
い
の
に
、
個
人
の
容
ぼ
う
等
を
撮
影
す
る

こ
と
は
、
憲
法
一
三
条
の
趣
旨
に
反
し
、
許
さ
れ
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
個
人
の
有
す
る
右
自
由
も
、
国
家
権
力
の
行
使
か
ら
無
制
限
に
保
護
さ

れ
る
わ
け
で
な
く
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
必
要
の
あ
る
場
合
に
は
相
当
の
制
限
を
受
け
る

こ
と
は
同
条
の
規
定
に
照
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
犯
罪
を
捜
査
す
る
こ
と
は
、

公
共
の
福
祉
の
た
め
警
察
に
与
え
ら
れ
た
国
家
作
用
の
一
つ
で
あ
り
、
警
察
に
は
こ
れ
を

遂
行
す
べ
き
責
務
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
（
警
察
法
二
条
一
項
参
照
）
、
警
察
官
が
犯
罪

捜
査
の
必
要
上
写
真
を
撮
影
す
る
際
、
そ
の
対
象
の
中
に
犯
人
の
み
な
ら
ず
第
三
者
で
あ

る
個
人
の
容
ぼ
う
等
が
含
ま
れ
て
も
、
こ
れ
が
許
容
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
も
の
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

そ
こ
で
、
そ
の
許
容
さ
れ
る
限
度
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
身
体
の
拘
束
を
受
け
て
い

る
被
疑
者
の
写
真
撮
影
を
規
定
し
た
刑
訴
法
二
一
八
条
二
項
の
よ
う
な
場
合
の
ほ
か
、
次

の
よ
う
な
場
合
に
は
、
撮
影
さ
れ
る
本
人
の
同
意
が
な
く
、
ま
た
裁
判
官
の
令
状
が
な
く

て
も
、
警
察
官
に
よ
る
個
人
の
容
ぼ
う
等
の
撮
影
が
許
容
さ
れ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
現
に
犯
罪
が
行
な
わ
れ
も
し
く
は
行
な
わ
れ
た
の
ち
間
が
な
い
と
認
め

ら
れ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
し
か
も
証
拠
保
全
の
必
要
性
お
よ
び
緊
急
性
が
あ
り
、
か
つ
そ

の
撮
影
が
一
般
的
に
許
容
さ
れ
る
限
度
を
こ
え
な
い
相
当
な
方
法
を
も
つ
て
行
な
わ
れ
る

と
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
行
な
わ
れ
る
警
察
官
に
よ
る
写
真
撮
影
は
、
そ
の
対

象
の
中
に
、
犯
人
の
容
ぼ
う
等
の
ほ
か
、
犯
人
の
身
辺
ま
た
は
被
写
体
と
さ
れ
た
物
件
の

近
く
に
い
た
た
め
こ
れ
を
除
外
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
第
三
者
で
あ
る
個
人
の
容
ぼ
う
等

を
含
む
こ
と
に
な
つ
て
も
、
憲
法
一
三
条
、
三
五
条
に
違
反
し
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で

あ
る
。
」 

 

以
上
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
し
て
、
次
に
本
件
の
事
実
が
確
認
さ
れ
、
以
下

の
よ
う
な
結
論
が
導
か
れ
て
い
る
。 

 

「
右
事
実
に
よ
れ
ば
、
秋
月
巡
査
の
右
写
真
撮
影
は
、
現
に
犯
罪
が
行
な
わ
れ
て
い
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
し
か
も
多
数
の
者
が
参
加
し
刻
々
と

状
況
が
変
化
す
る
集
団
行
動
の
性
質
か
ら
い
つ
て
、
証
拠
保
全
の
必
要
性
お
よ
び
緊
急
性

が
認
め
ら
れ
、
そ
の
方
法
も
一
般
的
に
許
容
さ
れ
る
限
度
を
こ
え
な
い
相
当
な
も
の
で
あ
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一
〇 

つ
た
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
た
と
え
そ
れ
が
被
告
人
ら
集
団
行
進
者
の
同
意
も
な
く
、
そ

の
意
思
に
反
し
て
行
な
わ
れ
た
と
し
て
も
、
適
法
な
職
務
執
行
行
為
で
あ
つ
た
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

そ
う
す
る
と
、
こ
れ
を
刑
法
九
五
条
一
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
職
務
行
為
に
あ

た
る
と
し
た
第
一
審
判
決
お
よ
び
こ
れ
を
是
認
し
た
原
判
決
の
判
断
に
は
、
所
論
の
よ
う

に
、
憲
法
一
三
条
、
三
五
条
に
違
反
す
る
点
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
論
旨
は
理
由
が
な

い
。
」 

２ 

自
動
速
度
監
視
装
置
事
件
判
決
（
最
二
判
昭
和
六
一
年
二
月
一
四
日
刑
集
四

〇
巻
一
号
四
八
頁
） 

 

本
件
被
告
人
は
、
普
通
乗
用
車
を
運
転
し
三
回
の
ス
ピ
ー
ド
違
反
を
犯
し
た
と

し
て
道
路
交
通
法
違
反
に
問
わ
れ
た
。
こ
の
運
転
行
為
は
い
ず
れ
も
自
動
速
度
監

視
装
置
（R

V
S

）
で
認
知
、
写
真
撮
影
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
覚
し
て
い
る
。 

被
告
側
が
第
一
審
か
ら
一
貫
し
て
争
っ
た
こ
と
の
一
つ
は
、
こ
の
機
械
に
よ
っ

て
撮
影
さ
れ
た
写
真
の
証
拠
能
力
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
、
最
高
裁
昭
和
四
四
年

一
二
月
二
四
日
判
決
（
京
都
府
学
連
事
件
上
告
審
判
決
）
を
前
提
と
す
る
。
本
件

取
締
機
で
の
写
真
撮
影
は
、
判
決
で
示
さ
れ
た
三
要
件
の
い
ず
れ
も
満
た
さ
な
い

か
ら
、
憲
法
一
三
条
に
違
反
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
撮
影
に
よ
っ
て
得
ら
れ

た
写
真
を
有
罪
認
定
の
証
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
。 

し
か
し
、
こ
の
主
張
は
、
一
審
（
東
京
地
裁
）
、
二
審
（
東
京
高
裁
）
、
最
高
裁

す
べ
て
の
判
決
で
斥
け
ら
れ
て
い
る
。
判
決
文
に
表
さ
れ
た
最
高
裁
の
判
断
は
以

下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。 

「
（
…
）
憲
法
一
三
条
、
二
一
条
違
反
を
い
う
点
は
、
速
度
違
反
車
両
の
自
動
撮
影
を

行
う
本
件
自
動
速
度
監
視
装
置
に
よ
る
運
転
者
の
容
ぼ
う
の
写
真
撮
影
は
、
現
に
犯
罪
が

行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
な
さ
れ
、
犯
罪
の
性
質
、
態
様
か
ら
い
つ
て
緊
急
に
証
拠
保
全
を

す
る
必
要
性
が
あ
り
、
そ
の
方
法
も
一
般
的
に
許
容
さ
れ
る
限
度
を
超
え
な
い
相
当
な
も

の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
一
三
条
に
違
反
せ
ず
、
ま
た
、
右
写
真
撮
影
の
際
、
運
転
者
の
近

く
に
い
る
た
め
除
外
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
同
乗
者
の
容
ぼ
う
を
撮
影
す
る
こ
と
に
な
つ

て
も
、
憲
法
一
三
条
、
二
一
条
に
違
反
し
な
い
こ
と
は
、
当
裁
判
所
昭
和
四
四
年
一
二
月

二
四
日
大
法
廷
判
決
（
刑
集
二
三
巻
一
二
号
一
六
二
五
頁
）
の
趣
旨
に
徴
し
て
明
ら
か
で

あ
る
か
ら
、
所
論
は
理
由
が
」
な
い
。 

判
決
の
結
論
は
上
告
棄
却
で
あ
り
、
結
果
被
告
は
有
罪
と
な
っ
た
。
こ
の
結
論

の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
本
件
装
置
に
よ
る
写
真
撮
影
は
憲
法
一
三
条
に
違
反
せ

ず
、
撮
影
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
写
真
を
有
罪
認
定
の
証
拠
と
し
て
利
用
す
る
こ
と

は
で
き
る
と
い
う
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

３ 

外
国
人
指
紋
押
な
つ
拒
否
事
件
判
決
（
最
三
判
平
成
七
年
一
二
月
一
五
日
刑

集
四
九
巻
一
〇
号
八
四
二
頁
） 

 

本
件
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
籍
を
有
す
る
被
告
人
が
、
昭
和
五
六
年
一
一
月
九

日
、
当
時
来
日
し
居
住
し
て
い
た
神
戸
市
灘
区
に
お
い
て
新
規
の
外
国
人
登
録
の

申
請
を
し
た
際
、
外
国
人
登
録
原
票
、
登
録
証
明
書
及
び
指
紋
原
紙
二
葉
に
指
紋

の
押
な
つ
を
し
な
か
っ
た
た
め
、
外
国
人
登
録
法
違
反
で
起
訴
さ
れ
た
事
案
で
あ
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る
。 

 

憲
法
一
三
条
と
の
関
連
で
は
、
被
告
側
は
、
指
紋
押
な
つ
制
度
が
憲
法
一
三
条

（
及
び
国
際
人
権
規
約
Ｂ
規
約
七
条
）
に
違
反
す
る
と
し
て
争
っ
た
。
外
国
人
登

録
法
の
指
紋
の
押
な
つ
義
務
を
定
め
た
部
分
は
違
憲
で
あ
る
か
ら
、
押
な
つ
義
務

は
存
在
せ
ず
被
告
人
は
無
罪
で
あ
る
、
と
。 

 

被
告
側
の
主
張
は
、
一
審
（
神
戸
地
裁
）
、
二
審
（
大
阪
高
裁
）
、
最
高
裁
す
べ

て
の
裁
判
所
で
斥
け
ら
れ
た
。
最
高
裁
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。 

「
指
紋
は
、
指
先
の
紋
様
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
で
は
個
人
の
私
生
活
や
人
格
、
思
想
、

信
条
、
良
心
等
個
人
の
内
心
に
関
す
る
情
報
と
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
性
質
上
万
人
不

同
性
、
終
生
不
変
性
を
も
つ
の
で
、
採
取
さ
れ
た
指
紋
の
利
用
方
法
次
第
で
は
個
人
の
私

生
活
あ
る
い
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
侵
害
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、

指
紋
の
押
な
つ
制
度
は
、
国
民
の
私
生
活
上
の
自
由
と
密
接
な
関
連
を
も
つ
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。 

 

憲
法
一
三
条
は
、
国
民
の
私
生
活
上
の
自
由
が
国
家
権
力
の
行
使
に
対
し
て
保
護
さ
れ

る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
、
個
人
の
私
生
活
上
の
自
由
の
一
つ
と

し
て
、
何
人
も
み
だ
り
に
指
紋
の
押
な
つ
を
強
制
さ
れ
な
い
自
由
を
有
す
る
も
の
と
い
う

べ
き
で
あ
り
、
国
家
機
関
が
正
当
な
理
由
も
な
く
指
紋
の
押
な
つ
を
強
制
す
る
こ
と
は
、

同
条
の
趣
旨
に
反
し
て
許
さ
れ
ず
、
ま
た
、
右
の
自
由
の
保
障
は
我
が
国
に
在
留
す
る
外

国
人
に
も
等
し
く
及
ぶ
と
解
さ
れ
る
（
最
高
裁
昭
和
四
〇
年
（
あ
）
第
一
一
八
七
号
同
四

四
年
一
二
月
二
四
日
大
法
廷
判
決
・
刑
集
二
三
巻
一
二
号
一
六
二
五
頁
、
最
高
裁
昭
和
五

〇
年
（
行
ツ
）
第
一
二
〇
号
同
五
三
年
一
〇
月
四
日
大
法
廷
判
決
・
民
集
三
二
巻
七
号
一

二
二
三
頁
参
照
）
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
右
の
自
由
も
、
国
家
権
力
の
行
使
に
対
し
て
無
制
限
に
保
護
さ
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
相
当
の
制
限
を
受
け
る
こ

と
は
、
憲
法
一
三
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
、
外
国
人
登
録
法
が
定
め
る
在
留
外
国
人
の
指
紋
押
な
つ
制
度
に
つ
い

て
は
、「
そ
の
立
法
目
的
に
は
十
分
な
合
理
性
が
あ
り
、
か
つ
、
必
要
性
も
肯
定
で

き
る
も
の
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、「
方
法
と
し
て
も
、
一
般
的
に
許
容
さ
れ
る
限
度

を
超
え
な
い
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
」
。
以
上
か
ら
、
次
の
よ
う
な
結
論
が
提
出
さ

れ
る
。 

「
指
紋
押
な
つ
制
度
を
定
め
た
外
国
人
登
録
法
一
四
条
一
項
、
一
八
条
一
項
八
号
が
憲
法

一
三
条
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
当
裁
判
所
の
判
例
（
前
記
最
高
裁
昭
和
四
四
年

一
二
月
二
四
日
大
法
廷
判
決
、
最
高
裁
昭
和
二
九
年
（
あ
）
第
二
七
七
七
号
同
三
一
年
一
二

月
二
六
日
大
法
廷
判
決
・
刑
集
一
〇
巻
一
二
号
一
七
六
九
頁
）
の
趣
旨
に
微
し
明
ら
か
で
あ

り
、
所
論
は
理
由
が
な
い
。
」 

 

三 

「
判
例
」
と
し
て
の
京
都
府
学
連
事
件
判
決 

 
さ
て
、
本
題
で
あ
る
。
京
都
府
学
連
事
件
判
決
は
ど
の
よ
う
な
「
判
例
」
な
の

だ
ろ
う
か
。
以
下
、
先
ほ
ど
の
三
つ
の
判
決
に
つ
い
て
順
に
見
な
が
ら
、
考
え
て

い
く
こ
と
と
す
る
。 
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一
二 

１ 

京
都
府
学
連
事
件
判
決
の
論
理
構
造 

京
都
府
学
連
事
件
判
決
に
お
い
て
最
高
裁
が
示
し
た
憲
法
一
三
条
解
釈
か
ら
結

論
に
至
る
ま
で
の
判
断
の
論
理
構
造
は
、
次
の
図
の
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
具
体
的
事
件
の
結
論
に
と
っ
て
重
要
な
命
題
は
何

か
と
い
う
点
で
あ
る
。 

 

学
説
に
よ
る
憲
法
一
三
条
解
釈
上
重
要
視
さ
れ
、
体
系
書
等
で
も
紹
介
さ
れ
て

い
る
の
が
、
以
下
の
部
分
で
あ
る
。
憲
法
一
三
条
の
規
定
は
、
「
国
民
の
私
生
活

上
の
自
由
が
、
警
察
権
等
の
国
家
権
力
の
行
使
に
対
し
て
も
保
護
さ
れ
る
べ
き
こ

と
を
規
定
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
個
人
の
私
生
活
上

の
自
由
の
一
つ
と
し
て
、
何
人
も
、
そ
の
承
諾
な
し
に
、
み
だ
り
に
そ
の
容
ぼ
う
・

姿
態
（
…
）
を
撮
影
さ
れ
な
い
自
由
を
有
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ

を
肖
像
権
と
称
す
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
少
な
く
と
も
、
警
察
官
が
、
正
当

な
理
由
も
な
い
の
に
、
個
人
の
容
ぼ
う
等
を
撮
影
す
る
こ
と
は
、
憲
法
一
三
条
の

趣
旨
に
反
し
、
許
さ
れ
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」 

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
命
題
は
、
ど
れ
も
直
接
的
に
は
本
件
の
結
論
を
導
か
な
い
。

本
件
の
具
体
的
事
実
を
当
て
は
め
れ
ば
結
論
を
直
接
導
く
よ
う
な
命
題
で
は
な
い

の
で
あ
る
。 

「
警
察
官
が
、
正
当
な
理
由
も
な
い
の
に
、
個
人
の
容
ぼ
う
等
を
撮
影
す
る
こ

と
は
、
憲
法
一
三
条
の
趣
旨
に
反
し
、
許
さ
れ
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
い
う
命
題
は
、
裏
返
せ
ば
、
「
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
警
察
官

が
個
人
の
容
ぼ
う
等
を
撮
影
す
る
こ
と
は
憲
法
一
三
条
の
趣
旨
に
反
し
な
い
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
本
件
に
は
ま
さ
に
そ
の
「
正
当
な
理
由
」
が
存
在

し
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
本
件
写
真
撮
影
は
憲
法
一
三
条
に
違
反
し
な
い

適
法
な
職
務
行
為
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

そ
れ
で
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
と
は
ど
の
よ
う
な
場
合
か
。
判
決
は
「
警

察
官
が
犯
罪
捜
査
の
必
要
上
写
真
を
撮
影
す
る
際
、
そ
の
対
象
の
中
に
犯
人
の
み

な
ら
ず
第
三
者
で
あ
る
個
人
の
容
ぼ
う
等
が
含
ま
れ
て
も
、
こ
れ
が
許
容
さ
れ
る

場
合
」
を
、
以
下
の
三
要
件
を
満
た
す
場
合
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
（
１
）

現
に
犯
罪
が
行
わ
れ
ま
た
は
行
わ
れ
た
の
ち
間
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
、（
２
）

証
拠
保
全
の
必
要
性
お
よ
び
緊
急
性
が
あ
る
こ
と
、(

３)

そ
の
撮
影
が
、
一
般
に

許
容
さ
れ
る
限
度
を
こ
え
な
い
相
当
な
方
法
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
、
と
い
う

三
要
件
を
満
た
す
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る

も
の
と
し
て
、
憲
法
一
三
条
違
反
と
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
本
件
は
上
記
の
写

真
撮
影
が
許
容
さ
れ
る
場
合
に
当
た
り
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
た
め
、
憲
法
一
三

条
違
反
で
は
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

本
件
に
お
け
る
憲
法
一
三
条
違
反
に
関
わ
る
判
断
の
結
論
部
分
は
、
「
本
件
写

真
撮
影
行
為
は
憲
法
一
三
条
に
違
反
し
な
い
適
法
な
職
務
行
為
で
あ
る
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
結
論
を
直
接
に
根
拠
づ
け
る
の
は
、
上
記
の
三
要

件
と
、
そ
の
要
件
を
満
た
す
と
さ
れ
る
本
件
の
諸
事
実
で
あ
る
。 

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
「
警
察
官
が
、
正
当
な
理
由
も
な
い
の
に
、
個
人
の
容 



警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影す
る際、その対象の中に犯人のみならず第三
者である個人の容ぼう等が含まれても、こ
れが許容される場合とは以下のような場合
である。 

現に犯罪が行なわれもしくは行なわれた
のち間がないと認められる場合であって、
しかも証拠保全の必要性および緊急性があ
り、かつその撮影が一般的に許容される限
度をこえない相当な方法をもって行なわれ
るとき。 

以上の要件を満たす場合は、撮影される
本人の同意がなくても、また裁判官の令状
がなくても、正当な理由があると言えるか
ら、憲法一三条、三五条に違反しない。 

犯罪を捜査

することは、
公共の福祉

のため警察

に与えられ
た国家作用

の一つであ

り、警察に
はこれを遂

行すべき責

務がある。

個人の有する容ぼう等

を承諾なしに撮影され
ない自由も、国家権力

の行使から無制限に保

護されるわけでなく、
公共の福祉のため必要

のある場合には相当の

制限を受けることは憲
法一三条の規定に照ら

して明らかである。 

肖像権と称するかどうかは
別として、少なくとも、警

察官が、正当な理由もない

のに、個人の容ぼう等を撮
影することは、憲法一三条

の趣旨に反し、許されない。

個 人 の 私 生

活 上 の 自 由
の 一 つ と し

て、何人も、

その承諾なし
に、みだりに

その容ぼう・

姿態（容ぼう
等）を撮影さ

れない自由を

有する。 

憲 法 一 三 条

は、国民の私
生 活 上 の 自

由が、警察権

等 の 国 家 権
力 の 行 使 に

対しても保護

されるべきこ
とを規定して

いる。 

本件警察官による
写真撮影行為は、右
の三要件を満たす。

警察官が犯罪捜査の必要上
写真を撮影する際、その対象

の中に犯人のみならず第三

者である個人の容ぼう等が
含まれても、これが許容され

る場合がありうる。 

 

本件諸事実 

本件巡査の写真撮影行為は、憲法一三条、三五条に違
反せず、適法であり、刑法九五条一項によって保護され
るべき職務行為である。 

＜京都府学連事件判決の論理構造＞ 
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一
四 

ぼ
う
等
を
撮
影
す
る
こ
と
は
、
憲
法
一
三
条
の
趣
旨
に
反
し
、
許
さ
れ
な
い
」
と

の
命
題
は
、
直
接
的
に
は
本
件
結
論
を
導
か
な
い
。
結
論
に
と
っ
て
重
要
な
一
三

条
解
釈
は
、
む
し
ろ
、
「
し
か
し
な
が
ら
、
個
人
の
有
す
る
右
自
由
も
、
国
家
権

力
の
行
使
か
ら
無
制
限
に
保
護
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
必
要

の
あ
る
場
合
に
は
相
当
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
は
同
条
の
規
定
に
照
ら
し
て
明
ら

か
で
あ
る
」
と
い
う
部
分
で
あ
ろ
う
。 

個
人
の
容
ぼ
う
等
を
本
人
の
意
に
反
し
て
撮
影
さ
れ
な
い
自
由
が
保
障
あ
る
い

は
尊
重
さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
自
由
は
公
共
の
福
祉
の
た
め
必
要
の
あ
る

場
合
に
は
相
当
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
、
そ
の
両
方
が
憲
法
一
三
条
を
根
拠
と
し

て
導
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
結
論
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
の
は
、
後
者
の
方
な

の
で
あ
る
。 

２ 

自
動
速
度
監
視
装
置
事
件
判
決
を
結
論
づ
け
た
命
題 

次
に
、
自
動
速
度
監
視
装
置
事
件
判
決
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
判
決
文
に
お

け
る
引
用
の
さ
れ
方
か
ら
見
て
、
本
件
に
お
い
て
、
京
都
府
学
連
事
件
判
決
が
拘

束
力
を
有
す
る
先
例
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
そ
れ
で
は
、

京
都
府
学
連
事
件
判
決
の
ど
の
部
分
が
「
判
例
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
。

同
様
の
事
件
を
同
様
に
扱
う
と
い
う
の
が
判
例
の
拘
束
力
の
中
心
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
京
都
府
学
連
事
件
と
本
件
が
何
を
も
っ
て
同
様
の
事
件
と
さ
れ
た
の
か
が
重

要
と
な
る
。
こ
の
二
件
は
、
何
が
同
じ
で
何
が
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

異
な
る
点
か
ら
見
て
い
こ
う
（
異
な
る
点
を
つ
ぶ
さ
に
見
て
い
く
と
す
れ
ば
、
被
告

人
の
年
齢
や
職
業
等
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
作
業
を
す
る
つ
も
り
は
な

い
）
。
ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
被
告
人
が
行
っ
た
行
為
が
異
な
る
。
京
都
府
学
連
事
件

の
被
告
人
が
行
っ
た
の
は
旗
竿
を
用
い
た
暴
行
で
あ
り
、
本
件
は
法
定
速
度
を
超

過
す
る
速
度
で
の
自
動
車
の
運
転
行
為
で
あ
る
。
行
為
が
異
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、

当
然
、
適
用
が
争
わ
れ
た
法
条
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
。
一
方
は
、
刑
法
（
九
五

条
一
項
、
二
〇
四
条
）
の
適
用
が
争
わ
れ
た
事
例
で
あ
っ
た
が
、
も
う
一
方
は
道

路
交
通
法
の
適
用
（
一
一
八
条
二
号
、
二
二
条
一
項
、
四
条
一
項
お
よ
び
同
法
施

行
令
一
条
の
第
一
項
）
が
争
わ
れ
た
。
ま
た
、
適
用
に
つ
い
て
は
被
告
人
の
行
為

そ
の
も
の
の
違
法
性
が
争
わ
れ
た
京
都
府
学
連
事
件
と
、
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と

を
示
す
写
真
の
証
拠
能
力
が
争
わ
れ
た
本
件
と
の
違
い
も
あ
る
。
そ
し
て
、
写
真

撮
影
を
行
っ
た
の
は
、
一
方
は
警
察
官
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
自
動
速
度
監
視
装

置
と
い
う
機
械
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
違
い
が
あ
っ
て
も
、
自
動
速
度
監
視
装
置
事
件
に
お
い
て
京
都
府

学
連
事
件
で
示
さ
れ
た
基
準
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
両
者
に
共
通
の
事
実
が
あ
る

か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
ま
ず
、
警
察
が
、
犯
罪
行
為
に
関
わ
る
採
証

の
た
め
に
、
個
人
の
容
ぼ
う
・
姿
態
を
、
本
人
の
同
意
な
く
、
写
真
に
撮
影
し
た

と
い
う
点
。
そ
し
て
、「
現
に
犯
罪
が
行
な
わ
れ
も
し
く
は
行
な
わ
れ
た
の
ち
間
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
し
か
も
証
拠
保
全
の
必
要
性
お
よ
び
緊
急

性
が
あ
り
、
か
つ
そ
の
撮
影
が
一
般
的
に
許
容
さ
れ
る
限
度
を
こ
え
な
い
相
当
な

方
法
を
も
っ
て
行
な
わ
れ
」
た
と
の
事
実
認
定
が
行
わ
れ
た
点
で
あ
る
。
以
上
の



点
で
京
都
府
学
連
事
件
と
同
様
の
事
例
と
し
て
本
件
は
扱
わ
れ
、
同
様
の
判
断
が

下
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
事
実
状
況
の
下
で
、
被
告
人
お
よ
び
近
く
に

い
た
第
三
者
の
容
ぼ
う
等
を
撮
影
す
る
こ
と
は
、
憲
法
一
三
条
に
違
反
し
な
い
、

と
。 

 

し
た
が
っ
て
、
本
判
決
に
お
い
て
京
都
府
学
連
事
件
判
決
が
「
判
例
」
と
し
て

機
能
し
て
い
る
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
命
題
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
「
警
察
権
の
行
使
と
し
て
、
犯
罪
行
為
に
関
わ
る
採
証
の
た
め
に
、
個
人

の
容
ぼ
う
・
姿
態
を
、
本
人
の
同
意
な
く
、
写
真
を
撮
影
し
た
と
し
て
も
、
現
に

犯
罪
が
行
な
わ
れ
も
し
く
は
行
な
わ
れ
た
の
ち
間
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で

あ
っ
て
、
し
か
も
証
拠
保
全
の
必
要
性
お
よ
び
緊
急
性
が
あ
り
、
か
つ
そ
の
撮
影

が
一
般
的
に
許
容
さ
れ
る
限
度
を
こ
え
な
い
相
当
な
方
法
を
も
っ
て
行
な
わ
れ
た

と
き
は
、
憲
法
一
三
条
違
反
で
は
な
い
」
。 

 

同
様
の
事
件
を
同
様
に
判
断
す
る
よ
う
裁
判
所
を
規
律
す
る
と
い
う
判
例
の
拘

束
力
を
前
提
と
す
れ
ば
、
判
例
を
変
更
し
な
い
限
り
、
同
じ
よ
う
な
事
件
が
起
こ

れ
ば
、
同
じ
よ
う
な
判
断
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
自
動
速
度
監
視
装
置
事
件

判
決
で
は
、
一
定
の
事
実
状
況
の
下
で
警
察
が
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
写
真
撮
影
を

本
人
の
承
諾
な
く
行
っ
た
点
で
、
京
都
府
学
連
事
件
と
同
様
の
事
件
と
し
て
処
理

さ
れ
、
同
様
に
一
三
条
違
反
で
は
な
い
と
の
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。 

３ 

外
国
人
指
紋
押
な
つ
拒
否
事
件
判
決
の
結
論
に
影
響
を
与
え
た
命
題 

そ
れ
で
は
、
同
じ
く
京
都
府
学
連
事
件
判
決
が
直
接
引
用
さ
れ
て
い
る
外
国
人

指
紋
押
な
つ
拒
否
事
件
判
決
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
本
件
は
、
前
に
見
た
二
件
と
は

か
な
り
事
実
状
況
が
異
な
る
。
警
察
が
写
真
撮
影
を
行
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま

た
、
そ
も
そ
も
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
警
察
が
動
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、

本
判
決
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
容
ぼ
う
等
を
撮
影
さ
れ
な
い
自
由
で
は
な
く
、

指
紋
の
押
な
つ
を
強
制
さ
れ
な
い
自
由
で
あ
る
。
前
二
件
の
間
に
あ
る
相
違
よ
り

も
、
さ
ら
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

し
た
が
っ
て
、
結
論
を
直
接
導
く
具
体
的
な
命
題
に
限
定
す
る
「
判
例
」
理
解

か
ら
す
れ
ば
、
本
判
決
は
京
都
府
学
連
事
件
判
決
の
先
例
に
従
っ
た
も
の
と
い
う

よ
り
は
、
別
個
の
判
例
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
少

な
く
と
も
、
自
動
速
度
監
視
装
置
事
件
判
決
で
「
判
例
」
と
し
て
機
能
し
た
命
題

が
適
用
さ
れ
た
事
件
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
判
決
は
、
指
紋
押
な
つ

義
務
を
定
め
た
外
国
人
登
録
法
の
規
定
の
合
憲
性
に
つ
い
て
、
立
法
目
的
の
合
理

性
と
規
定
の
必
要
性
、
そ
し
て
方
法
の
相
当
性
を
吟
味
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ

て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
判
断
基
準
は
京
都
府
学
連
事
件
判
決
で
示
さ
れ
た
も
の

で
は
な
い
。 

 

と
は
い
え
、
本
判
決
は
「
指
紋
押
な
つ
制
度
を
定
め
た
外
国
人
登
録
法
（
…
）

が
憲
法
一
三
条
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
の
結
論
を
、
京
都
府
学
連
事
件

判
決
を
一
つ
の
根
拠
と
し
て
、
提
示
し
て
い
る
。
一
体
、
京
都
府
学
連
事
件
判
決

の
ど
の
部
分
を
根
拠
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

京
都
府
学
連
事
件
判
決
の
読
み
方
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一
六 

そ
れ
は
、
第
一
に
、
憲
法
一
三
条
は
「
国
民
の
私
生
活
上
の
自
由
が
国
家
権
力

の
行
使
に
対
し
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
」
と
い
う
命
題
で
あ

る
。
そ
し
て
、
指
紋
の
押
な
つ
は
国
民
の
私
生
活
上
の
自
由
と
密
接
な
関
連
を
持

つ
こ
と
か
ら
、
「
個
人
の
私
生
活
上
の
自
由
の
一
つ
と
し
て
、
何
人
も
み
だ
り
に

指
紋
の
押
な
つ
を
強
制
さ
れ
な
い
自
由
を
有
す
る
も
の
」
と
さ
れ
、
「
国
家
機
関

が
正
当
な
理
由
も
な
く
指
紋
の
押
な
つ
を
強
制
す
る
こ
と
は
、
同
条
の
趣
旨
に
反

し
て
許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
命
題
が
導
か
れ
て
い
る
（
そ
し
て
、
こ
の
「
自
由
の

保
障
は
我
が
国
に
在
留
す
る
外
国
人
に
も
等
し
く
及
ぶ
」
）
。 

第
二
は
、
「
し
か
し
な
が
ら
、
個
人
の
有
す
る
右
自
由
も
、
国
家
権
力
の
行
使

か
ら
無
制
限
に
保
護
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
必
要
の
あ
る
場

合
に
は
相
当
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
は
同
条
の
規
定
に
照
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
」

と
い
う
命
題
で
あ
る
。
指
紋
押
な
つ
を
強
制
さ
れ
な
い
自
由
は
、
容
ぼ
う
等
を
承

諾
な
し
に
撮
影
さ
れ
な
い
自
由
と
同
様
、
私
生
活
上
の
自
由
と
し
て
憲
法
一
三
条

に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
。
「
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
自
由
も
、
国
家
権
力
の
行
使

に
対
し
て
無
制
限
に
保
護
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
必
要
が

あ
る
場
合
に
は
相
当
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
は
、
憲
法
一
三
条
に
定
め
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
。 

 

そ
し
て
、
結
論
に
よ
り
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
第
二
、
す
な
わ
ち
「
個

人
の
有
す
る
右
自
由
も
、
国
家
権
力
の
行
使
か
ら
無
制
限
に
保
護
さ
れ
る
わ
け
で

な
く
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
必
要
の
あ
る
場
合
に
は
相
当
の
制
限
を
受
け
る
こ
と

は
同
条
〔
憲
法
一
三
条
〕
の
規
定
に
照
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
で
あ

る
。 

４ 

「
判
例
」
と
し
て
の
京
都
府
学
連
事
件
判
決 

（
一
）
結
論
に
影
響
を
与
え
た
命
題
は
何
か 

具
体
的
事
件
の
結
論
を
直
接
導
く
命
題
を
「
判
例
」
と
解
す
る
立
場
か
ら
す
れ

ば
、
京
都
府
学
連
事
件
判
決
の
中
で
「
判
例
」
と
言
え
る
の
は
、
「
現
に
犯
罪
が

行
な
わ
れ
も
し
く
は
行
な
わ
れ
た
の
ち
間
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、

し
か
も
証
拠
保
全
の
必
要
性
お
よ
び
緊
急
性
が
あ
り
、
か
つ
そ
の
撮
影
が
一
般
的

に
許
容
さ
れ
る
限
度
を
こ
え
な
い
相
当
な
方
法
を
も
っ
て
行
な
わ
れ
る
と
き
は
、

警
察
官
に
よ
る
個
人
の
容
ぼ
う
等
の
撮
影
は
憲
法
一
三
条
違
反
で
は
な
く
、
撮
影

は
許
容
さ
れ
る
」
と
い
う
命
題
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
自
動
速

度
監
視
装
置
事
件
で
は
、
こ
の
命
題
が
「
判
例
」
と
し
て
働
き
、
右
の
三
要
件
が

満
た
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
憲
法
一
三
条
に
違
反
し
な
い
と
い
う
結
論
が
下
さ
れ

て
い
る
。 

憲
法
一
三
条
が
「
国
民
の
私
生
活
上
の
自
由
が
、
警
察
権
等
の
国
家
権
力
の
行

使
に
対
し
て
も
保
護
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
」
、
「
警
察
官
が
、
正

当
な
理
由
も
な
い
の
に
、
個
人
の
容
ぼ
う
等
を
撮
影
す
る
こ
と
は
、
憲
法
一
三
条

の
趣
旨
に
反
し
、
許
さ
れ
な
い
」
と
い
っ
た
命
題
は
、
自
動
速
度
監
視
装
置
事
件

の
事
実
に
当
て
は
め
て
も
、
直
接
的
に
結
論
を
導
か
な
い
。
そ
も
そ
も
京
都
府
学

連
事
件
判
決
で
も
、
こ
れ
ら
の
命
題
は
結
論
を
直
接
に
導
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。



し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
、
具
体
的
事
件
に
対
す
る
結
論
あ
る
い
は
結
論
命
題

を
「
判
例
」
と
し
て
考
え
る
立
場
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
右
の
命
題
を
「
判
例
」

と
呼
ぶ
こ
と
は
疑
問
視
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
外
国
人
指
紋
押
な
つ
拒
否
事
件
に
お
い
て
は
、
右
の
命
題
が

役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
最
高
裁
が
一
般
的
理
由
づ
け
法
命
題
を
「
判

例
」
と
し
て
扱
っ
た
一
つ
の
例
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
現
に
最
高
裁
は
、
本

件
結
論
を
導
く
た
め
に
、
京
都
府
学
連
事
件
判
決
を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
判
決
が
京
都
府
学
連
事
件
判
決
を
先
例
と
し
て
引
用
し
て
い
る
こ
と
の
妥
当
性

は
別
個
の
理
論
的
な
問
題
と
し
て
残
る
だ
ろ
う
が
、
現
実
に
は
、
「
最
高
裁
判
所

が
判
例
だ
と
考
え
て
い
る
も
の
が
判
例
だ
」
と
い
う
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。 

た
だ
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
京
都
府
学
連
事
件
判
決
が
指
紋
押
な
つ
拒
否
事
件

の
結
論
に
対
し
て
影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
、
明
文
に
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
権
利

を
憲
法
一
三
条
を
根
拠
に
認
め
た
部
分
だ
け
で
は
な
い
。
結
論
に
と
っ
て
よ
り
重

要
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
権
利
が
憲
法
一
三
条
を
根
拠
に
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も

「
公
共
の
福
祉
の
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
相
当
の
制
限
を
受
け
る
」
と
い
う

部
分
で
あ
る
。 

（
二
）
ル
ー
ル
と
原
理 

 

刑
事
事
件
の
被
告
が
、
憲
法
一
三
条
違
反
の
主
張
を
行
い
、
公
共
の
福
祉
を
理

由
と
し
て
主
張
は
斥
け
ら
れ
、
有
罪
と
な
る
。
こ
の
こ
と
に
着
目
し
た
場
合
、
京

都
府
学
連
事
件
は
、
以
前
の
判
決
、
例
え
ば
、
賭
博
開
帳
図
利
行
為
や
覚
醒
剤
の

販
売
・
譲
渡
の
処
罰
を
合
憲
と
し
た
判
決
と
大
し
た
違
い
は
な
い
、
と
い
う
見
方

も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

し
か
し
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
外
国
人
指
紋
押
な
つ
事
件
判
決
を
見
る
限
り

で
は
、
最
高
裁
は
京
都
府
学
連
事
件
と
同
じ
類
型
の
事
件
に
の
み
適
用
可
能
な
結

論
命
題
だ
け
で
は
な
く
、
異
な
る
類
型
に
も
適
用
可
能
な
一
般
的
法
命
題
を
「
判

例
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
裁
判
所
の
扱
い
を
前
提
と
す
る

な
ら
ば
、
私
生
活
上
の
自
由
が
国
家
権
力
に
対
し
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
憲

法
一
三
条
が
規
定
し
て
い
る
と
の
命
題
を
示
し
た
京
都
府
学
連
事
件
判
決
に
は
、

賭
博
開
帳
図
利
罪
判
決
等
と
は
異
な
る
、
重
要
な
意
義
が
あ
る
と
の
見
方
も
ま
た
、

可
能
か
も
し
れ
な
い
。 

 

こ
こ
で
は
、
ド
ゥ
ウ
ォ
ー
キ
ン
が
示
す
「
ル
ー
ル
」
と
「
原
理
」
の
区
別
を
基

に
し
て
、
考
え
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
ル
ー
ル
は
、
一
定
の
結
論
を
白
か
黒
か

の
か
た
ち
で
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
ル
ー
ル
に
当
て
は
ま
る
事
実
が
存
在
す

れ
ば
、
ル
ー
ル
が
無
効
な
も
の
で
な
い
限
り
、
そ
れ
が
示
す
結
論
が
下
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
一
つ
の
事
件
の
解
決
を
導
く
際
、
抵
触
す
る
複
数
の
ル
ー
ル
が
存

在
し
て
い
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
原
理
は
、
議
論
を
一
定
の
方
向
に
導
く
根
拠
を
示
す
も
の
で

あ
り
、
ル
ー
ル
と
異
な
り
、
特
定
の
決
定
を
必
然
的
に
生
み
出
す
よ
う
な
も
の
で

は
な
い
。
そ
し
て
、
一
つ
の
事
件
の
解
決
に
際
し
て
、
複
数
の
原
理
が
衝
突
す
る

こ
と
が
あ
り
、
こ
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
対
的
な
重
み
あ
る
い
は
重
要
性
を
考
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一
八 

慮
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
異
な
る
結
論
に
向
か
う
複
数
の
原
理
が
存
在

し
う
る
の
で
あ
り
、
一
つ
の
事
件
の
解
決
に
際
し
て
は
、
ど
の
原
理
が
優
先
さ
れ

る
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。 

 

先
に
見
た
「
判
例
」
理
解
と
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
ル
ー
ル
と
原
理
の
区
別
は
、

結
論
づ
け
命
題
と
一
般
的
法
命
題
と
の
区
別
と
重
な
り
合
う
部
分
が
大
き
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
後
者
が
一
般
的
法
命
題
の
「
判
例
」
性
を
否
定
的
に
見
る

た
め
の
区
別
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ル
ー
ル
と
原
理
の
区
別
か
ら
は
、
原
理
も
ま

た
「
法
」
で
あ
り
、
後
の
裁
判
に
お
い
て
重
要
な
働
き
を
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

て
い
る
。 

さ
て
、
ル
ー
ル
と
原
理
の
区
別
を
前
提
と
す
れ
ば
、
京
都
府
学
連
事
件
判
決
は
、

犯
罪
捜
査
の
た
め
の
写
真
撮
影
が
許
さ
れ
る
限
度
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
示
し
た
だ

け
で
は
な
く
、
「
憲
法
上
の
明
文
に
は
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
国
民
の
私
生
活

上
の
自
由
は
、
憲
法
一
三
条
を
根
拠
に
、
国
家
権
力
に
対
し
て
保
護
さ
れ
る
」
と

い
う
原
理
を
示
し
た
の
だ
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
が

原
理
と
し
て
一
定
の
働
き
を
し
た
か
ら
こ
そ
、
警
察
に
よ
る
写
真
撮
影
の
許
容
限

度
を
示
す
要
件
や
、
指
紋
押
な
つ
制
度
の
必
要
性
、
立
法
目
的
、
手
段
の
相
当
性

の
審
査
基
準
が
示
さ
れ
、
私
生
活
上
の
自
由
の
規
制
が
許
さ
れ
る
範
囲
が
一
定
程

度
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
起
こ
る
事
案
に
よ
っ
て
は
、
京
都
府
学
連
事
件

判
決
が
示
し
た
原
理
の
重
要
性
が
異
な
る
か
た
ち
で
解
さ
れ
、
憲
法
一
三
条
に
よ

る
実
際
上
の
保
護
が
実
現
す
る
可
能
性
は
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
や
は
り
、
京
都

府
学
連
事
件
判
決
は
画
期
的
判
決
な
の
だ
、
と
。 

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
も
、
先
に
見
た
よ
う
な
帰
結
が
変
わ
る
わ
け
で
は

な
い
。
少
な
く
と
も
、
先
に
見
た
三
つ
の
判
決
に
お
い
て
、
結
論
を
導
く
際
に
よ

り
重
要
視
さ
れ
、
優
先
さ
れ
た
の
は
、
私
生
活
上
の
自
由
と
し
て
保
護
さ
れ
る
自

由
も
無
制
限
で
は
な
く
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
相
当
な
制
限
を
受
け
る
、
と
い
う

原
理
で
あ
る
。 

も
ち
ろ
ん
、
私
生
活
上
の
自
由
の
規
制
を
違
憲
と
す
る
結
論
の
方
を
よ
り
強
く

導
く
よ
う
な
原
理
が
優
先
さ
れ
る
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の

可
能
性
を
従
来
よ
り
強
く
示
し
た
点
を
重
視
し
て
京
都
府
学
連
事
件
判
決
を
重
要

な
判
決
と
見
る
こ
と
自
体
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
は
思
う
。
た
だ
、

現
実
に
は
、
国
家
権
力
の
行
使
が
憲
法
一
三
条
を
直
接
の
根
拠
と
し
て
違
憲
と
さ

れ
た
実
例
は
、
二
〇
〇
六
年
三
月
現
在
、
存
在
し
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
現
在
の

と
こ
ろ
、
判
例
に
お
い
て
原
理
と
し
て
重
要
性
を
有
し
て
い
る
の
は
、
「
私
生
活

上
の
自
由
と
し
て
保
護
さ
れ
る
自
由
も
無
制
限
で
は
な
く
、
公
共
の
福
祉
の
た
め

相
当
な
制
限
を
受
け
る
」
と
い
う
命
題
な
の
で
あ
る
。 

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
次
の
よ
う
な
疑
問
を
生
じ
る
。
す
な
わ

ち
、
一
方
で
京
都
府
学
連
事
件
判
決
を
重
要
な
判
決
と
し
て
肯
定
し
、
も
う
一
方

で
は
憲
法
一
三
条
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
べ
き
権
利
に
つ
い
て
語
る
。
こ
う
い
う

議
論
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 



四 
「
保
障
範
囲
」
で
は
な
い
問
題 

 

少
な
く
と
も
憲
法
一
三
条
を
論
じ
る
憲
法
学
説
は
、
京
都
府
学
連
事
件
判
決
を

肯
定
的
に
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
京

都
府
学
連
事
件
判
決
が
肯
定
的
に
受
け
と
ら
れ
て
い
る
の
か
を
見
る
。
そ
の
上
で
、

「
判
例
」
と
し
て
の
京
都
府
学
連
事
件
判
決
を
基
点
と
し
、
「
保
障
範
囲
」
を
中

心
と
す
る
議
論
の
枠
組
み
の
有
用
性
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。 

１ 

学
説
の
理
解 

（
一
）
憲
法
一
三
条
の
具
体
的
権
利
性 

憲
法
学
説
上
、
京
都
府
学
連
事
件
判
決
が
持
ち
出
さ
れ
る
の
は
、
主
に
次
の
論

点
に
お
い
て
で
あ
る
。「
憲
法
一
三
条
は
憲
法
典
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
権
利
・
自

由
で
具
体
的
権
利
（
法
律
等
に
よ
る
具
体
化
が
な
く
と
も
憲
法
の
条
文
を
た
て
に

と
っ
て
そ
の
裁
判
的
実
現
を
得
る
こ
と
の
で
き
る
権
利
）
と
し
て
の
性
質
を
も
つ

も
の
を
導
出
す
る
根
拠
規
定
た
り
う
る
か
」
。
そ
し
て
、
こ
の
視
点
か
ら
、
本
判
決

は
以
下
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
「
一
九
六
九
年
の
本
判
決
（
京
都
府
学
連
事
件
）

は
、
憲
法
一
三
条
を
根
拠
に
『
私
生
活
上
の
自
由
』
の
一
内
容
と
し
て
『
承
諾
な

し
に
、
み
だ
り
に
そ
の
容
ぼ
う
・
姿
態
…
を
撮
影
さ
れ
な
い
自
由
』
を
導
出
し
、

肯
定
説
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
初
め
て
明
示
し
た
も
の
で
あ
る
」
、
と
。 

学
説
上
、
憲
法
一
三
条
解
釈
に
関
わ
る
議
論
に
は
、
大
き
く
分
け
て
、
次
の
二

つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
が
あ
る
と
さ
れ
る
。「
①
憲
法
第
一
三
条
に
よ
っ
て
憲
法
に
個
別
的

に
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
権
利
が
法
的
権
利
あ
る
い
は
具
体
的
権
利
と
し
て
保
障
さ

れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
、
憲
法
一
三
条
の
法
的
性
格
や
幸
福
追
求
権
の
権

利
性
そ
の
も
の
を
問
題
と
す
る
議
論
と
、
②
憲
法
第
一
三
条
の
と
く
に
幸
福
追
求

権
を
保
障
す
る
後
段
の
規
定
に
よ
っ
て
憲
法
に
個
別
的
に
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
権

利
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
権
利
が
そ
こ
で
保
障
さ

れ
て
い
る
の
か
を
問
題
と
す
る
幸
福
追
求
権
の
具
体
的
内
容
に
関
す
る
議
論
で
あ

る
」
。
そ
し
て
、
①
に
つ
い
て
は
、「
憲
法
一
三
条
後
段
を
、『
幸
福
追
求
権
』
の
名

の
も
と
で
一
体
と
し
て
と
ら
え
、
憲
法
の
明
文
根
拠
が
な
い
権
利
の
保
障
根
拠
と

す
る
の
が
、
現
在
の
通
説
的
見
解
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。 

京
都
府
学
連
事
件
判
決
は
、
こ
の
「
通
説
的
見
解
」
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な

意
義
を
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

芦
部
信
喜
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。 

 

「
〔
憲
法
一
三
条
の
〕
幸
福
追
求
権
は
、
は
じ
め
は
、
一
四
条
以
下
に
列
挙
さ
れ
た
個

別
の
人
権
を
総
称
し
た
も
の
で
、
そ
こ
か
ら
具
体
的
な
法
的
権
利
を
引
き
だ
す
こ
と
は
で

き
な
い
、
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
六
〇
代
以
降
の
激
し
い
社
会
・
経

済
の
変
動
に
生
じ
た
諸
問
題
に
対
し
て
法
的
に
対
応
す
る
必
要
性
が
増
大
し
た
た
め
、
そ

の
意
義
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
個
人
尊
重
の
原
理
に
基
づ
く
幸
福

追
求
権
は
、
憲
法
に
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
新
し
い
人
権
の
根
拠
と
な
る
一
般
的
か
つ
包
括

的
な
権
利
で
あ
り
、
こ
の
幸
福
追
求
権
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
個
々
の
権
利
は
、
裁．

判
上
の
救
済
を
受
け

．
．
．
．
．
．
．
．

る
こ
と
が
で
き
る
具
体
的
権
利

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

で
あ
る
、
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
判
例
も
、
具
体
的
権
利
性
を
肯
定
し
て
い
る
。
」
（
傍
点
原
文
） 
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二
〇 

そ
し
て
、
こ
こ
で
言
う
「
判
例
」
の
代
表
が
京
都
府
学
連
事
件
判
決
で
あ
る
。

た
だ
し
、
判
例
が
憲
法
一
三
条
か
ら
様
々
な
新
し
い
権
利
・
自
由
を
認
め
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。 

「
も
っ
と
も
、
幸
福
追
求
権
か
ら
ど
の
よ
う
な
具
体
的
権
利
が
実
際
に
導
き
出
さ
れ
る

か
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
新
し
い
人
権
の
一
つ
と
し
て
承
認
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
ど
の
よ
う

な
基
準
で
判
断
す
る
か
は
、
な
か
な
か
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
新
し
い
人
権

と
し
て
主
張
さ
れ
た
も
の
は
、
（
…
）
多
数
に
の
ぼ
る
が
、
最
高
裁
が
正
面
か
ら
認
め
た

も
の
は
、
前
述
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
し
て
の
肖
像
権
く
ら
い
で
あ
る
。
」 

こ
こ
で
注
意
が
必
要
な
の
は
、「
具
体
的
権
利
」
と
い
う
用
語
の
使
用
法
で
あ
る
。

芦
部
の
論
に
お
い
て
は
、
裁
判
上
の
救
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
個
々
の
権
利

が
「
具
体
的
権
利
」
と
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
権
利
の
根
拠
と
な
る
憲
法
一
三
条
の

「
幸
福
追
求
権
」
に
「
具
体
的
権
利
性
」
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

憲
法
一
三
条
の
「
幸
福
追
求
権
」
そ
れ
自
体
が
「
具
体
的
権
利
」
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

以
上
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
学
説
上
の
判
例
理
解
は
、
以
下

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
日
本
国
憲
法
上
明
文
で
列
挙
さ
れ
て
い
な

い
権
利
が
、「
具
体
的
権
利
」
と
し
て
、
一
三
条
を
根
拠
に
保
障
さ
れ
る
か
ど
う
か

に
つ
い
て
は
、
判
例
上
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
文
で
列
挙
さ
れ

て
い
な
い
権
利
の
う
ち
、
ど
の
よ
う
な
権
利
が
憲
法
一
三
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ

る
か
に
つ
い
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
別
と
し
て
、
判
例
が
認
め
て
い
る
も
の

は
な
い
。 

（
二
）
権
利
の
内
容
ま
た
は
範
囲 

そ
し
て
、
学
説
上
の
憲
法
一
三
条
解
釈
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、「
京
都
府
学
連

事
件
判
決
で
認
め
ら
れ
た
肖
像
権
」
以
外
に
、
ど
の
よ
う
な
権
利
が
具
体
的
権
利

と
し
て
憲
法
一
三
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
の
か
と
い
う
、
権
利
の
内
容
の
問
題

で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
人
格
的
利
益
説
と
一
般
的
自
由
説
、
あ
る
い
は

質
的
限
定
論
と
量
的
拡
張
論
と
い
う
学
説
上
の
対
立
が
あ
る
。 

法
律
の
制
定
を
待
た
ず
と
も
、
憲
法
一
三
条
を
直
接
の
根
拠
と
し
て
、
明
文
に

列
挙
さ
れ
て
い
な
い
権
利
が
裁
判
上
の
救
済
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
示
し
た
点
で
京
都
府
学
連
事
件
判
決
は
「
歴
史
的
意
義
を
も
つ
判
例
」
と
言

わ
れ
る
。
先
に
見
た
「
具
体
的
権
利
性
」
と
「
権
利
の
内
容
・
範
囲
」
の
二
つ
の

論
点
理
解
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
京
都
府
学
連
事
件
判
決
は
、
前
者
の
問
題
に

一
定
の
解
決
を
与
え
た
。
そ
し
て
、
学
説
は
、
憲
法
一
三
条
が
保
障
す
る
権
利
が

何
か
に
関
す
る
議
論
を
行
う
こ
と
に
な
る
。 

２ 

「
服
装
の
自
由
」
の
現
実
的
救
済
は
可
能
か 

（
一
）
「
裁
判
で
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
「
実
際
に
裁
判
で
救
済
さ
れ
る
」 

 

憲
法
一
三
条
で
保
障
さ
れ
る
権
利
の
内
容
・
範
囲
の
問
題
は
、
一
三
条
に
よ
っ

て
明
文
に
な
い
権
利
の
保
障
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
議
論
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
権
利
の
内
容
・
範
囲
の
問
題
は
、
憲
法
一
三
条
を
根
拠
と

し
て
裁
判
所
で
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
・
自
由
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
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関
す
る
議
論
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。 

た
だ
し
、「
裁
判
で
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
と
「
実
際
に
裁
判
で
救
済

さ
れ
る
」
こ
と
は
異
な
る
。
芦
部
信
喜
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、「
幸
福
追
求
権
に

よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
個
々
の
権
利
は
、
裁
判
上
の
救
済
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
具
体
的
権
利
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
憲

法
一
三
条
を
直
接
の
根
拠
と
し
て
裁
判
上
の
救
済
が
な
さ
れ
た
最
高
裁
判
例
は
、

管
見
の
限
り
、
見
あ
た
ら
な
い
。 

先
に
見
た
三
つ
の
事
件
は
、
い
ず
れ
も
憲
法
一
三
条
違
反
の
主
張
が
な
さ
れ
、

そ
し
て
主
張
は
斥
け
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
裁
判
所
は
、
憲
法
一
三
条
に
よ
っ

て
明
文
に
な
い
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
等
の
判
断
を
し
て
い
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
い
わ
ゆ
る
憲
法
一
三
条
の
「
具
体
的
権
利
性
」
は
、
裁
判
所
に
よ

っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
三
つ
の
事
件
の
被
告
人
に
対
し
て
は
、

す
べ
て
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
。
誰
一
人
と
し
て
、
憲
法
一
三
条
を
根
拠
と

し
た
現
実
的
救
済
を
勝
ち
取
っ
た
人
は
い
な
い
の
で
あ
る
。「
判
例
」
を
扱
う
に
当

た
っ
て
結
論
を
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
点
は
留
意
す
べ
き
こ
と
だ
と
思
わ

れ
る
。 

（
二
）
「
服
装
の
自
由
」
の
現
実
的
救
済
は
可
能
か 

（
１
）
学
説
上
議
論
さ
れ
る
憲
法
一
三
条
の
保
障
内
容
あ
る
い
は
範
囲
の
問
題

に
お
い
て
、
実
際
上
の
違
い
が
現
れ
る
こ
と
の
一
つ
に
、
髪
型
や
服
装
の
自
由
な

ど
を
保
障
の
対
象
と
す
る
か
否
か
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
一
般
的
自
由
説
あ
る
い
は

量
的
拡
張
論
は
こ
れ
ら
の
自
由
を
憲
法
一
三
条
の
保
障
範
囲
に
含
ま
れ
る
も
の
と

解
し
、
人
格
的
利
益
説
あ
る
い
は
質
的
限
定
論
は
こ
れ
ら
の
自
由
を
直
接
憲
法
一

三
条
の
保
障
範
囲
に
含
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
解
し
て
い
る
、
と
。 

「
人
格
的
利
益
説
」
に
分
類
さ
れ
る
学
説
を
採
用
し
た
場
合
、
理
論
上
髪
型
や

服
装
の
自
由
を
認
め
る
こ
と
が
本
当
に
で
き
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
、
後
に
検
討

し
よ
う
と
思
う
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
一
般
的
自
由
説
の
代
表
的
論
者
と
さ
れ
て

い
る
戸
波
江
二
の
見
解
を
例
に
、
判
例
が
変
更
さ
れ
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
た
場

合
、
裁
判
上
「
服
装
の
自
由
」
の
現
実
的
な
救
済
は
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。
問
題
を
限
定
す
る
た
め
に
、
公
立
高
校
の
校
則
に
よ
っ
て
制
服
の

着
用
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
生
徒
の
服
装
の
自
由
が
規
制
さ
れ

て
い
る
場
合
を
想
定
す
る
。 

（
２
）
戸
波
は
、
校
則
に
よ
る
生
徒
の
自
由
の
規
制
を
問
題
と
し
、
髪
型
や
服

装
、
バ
イ
ク
に
乗
る
自
由
を
憲
法
上
の
自
己
決
定
権
に
含
ま
れ
る
と
主
張
す
る
。

彼
は
、
人
格
的
利
益
説
と
一
般
的
自
由
説
を
対
置
し
、
人
格
的
利
益
説
を
批
判
し

た
上
で
、
自
ら
は
一
般
的
自
由
説
を
採
る
。 

戸
波
の
論
に
お
い
て
は
、
憲
法
一
三
条
を
根
拠
と
し
た
自
己
決
定
権
の
問
題
は
、

「
保
障
範
囲
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
格
的
利
益
説
を

採
る
か
一
般
的
自
由
説
を
採
る
か
は
、
保
障
範
囲
を
限
定
す
る
か
し
な
い
か
の
選

択
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
は
こ
れ
を
前
提
と
し
た
上
で
、「
憲
法
規
範
の
レ
ベ

ル
で
の
自
己
決
定
権
の
範
囲
を
、
人
格
的
生
存
に
関
す
る
事
項
を
超
え
て
、
広
く
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二
二 

自
由
な
自
己
決
定
一
般
に
広
げ
る
必
要
が
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。 

た
だ
し
、
戸
波
は
、「
人
格
的
利
益
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
破
棄
さ
れ
る
べ

き
だ
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、「
人
格
的
生
存
に
関
わ
ら
な
い
権

利
・
自
由
に
つ
い
て
は
、
そ
の
制
限
の
必
要
性
・
合
理
性
を
ゆ
る
や
か
に
審
査
す

る
こ
と
と
し
、
人
格
的
生
存
に
不
可
欠
な
権
利
の
制
限
の
合
憲
性
審
査
と
は
一
線

を
画
す
」
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
採
用
を
提
案
し
て
い
る
。 

 

以
上
か
ら
す
れ
ば
、
戸
波
説
を
採
用
し
た
場
合
、（
１
）
服
装
の
自
由
は
憲
法
一

三
条
を
根
拠
と
し
て
保
障
さ
れ
る
、（
２
）
服
装
の
自
由
は
人
格
的
生
存
に
不
可
欠

の
権
利
と
は
言
え
な
い
か
ら
、
そ
の
制
限
の
合
憲
性
審
査
は
厳
格
な
も
の
で
は
な

く
ゆ
る
や
か
な
審
査
が
行
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
、

判
例
を
前
提
と
し
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
理
解
で
、
現
実
に
、
服
装
の
自
由
の
裁

判
上
の
救
済
が
可
能
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

（
３
）「
判
例
」
と
し
て
の
京
都
府
学
連
事
件
を
狭
く
解
し
た
場
合
、
判
例
は
警

察
に
よ
る
写
真
撮
影
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
服
装
の
自
由
と

は
直
接
の
関
わ
り
が
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
一
方
、
「
判
例
」
を
広
く
解
し
た
場
合
、

（
Ａ
）
憲
法
一
三
条
に
よ
っ
て
個
人
の
私
生
活
上
の
自
由
が
国
家
権
力
の
行
使
に

対
し
て
保
護
さ
れ
る
、（
Ｂ
）
私
生
活
上
の
自
由
と
し
て
保
護
さ
れ
る
自
由
も
国
家

権
力
の
行
使
か
ら
無
制
限
に
保
護
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
公
共
の
福
祉
の
た
め

必
要
の
あ
る
場
合
に
は
、
相
当
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
は
憲
法
一
三
条
に
よ
っ
て

定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
命
題
を
、
京
都
府
学
連
事
件
判
決
が
示
し
た
「
判
例
」

と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
る
。 

と
こ
ろ
で
、
外
国
人
指
紋
押
な
つ
拒
否
事
件
判
決
で
は
、
以
上
二
つ
の
命
題
を

前
提
と
し
て
、「
ゆ
る
や
か
な
審
査
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
少
な
く
と
も
現

在
の
と
こ
ろ
、
一
三
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
権
利
の
制
限
に
対
し
て
厳
格
な
合

憲
性
審
査
が
行
わ
れ
た
例
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
判
例
を
前
提
と

し
た
場
合
、
以
下
の
よ
う
な
論
理
で
、
結
局
、
裁
判
に
よ
る
服
装
の
自
由
の
救
済

は
実
現
し
な
い
可
能
性
が
あ
る
。 

「
憲
法
一
三
条
は
、
国
民
の
私
生
活
上
の
自
由
が
国
家
権
力
の
行
使
に
対
し
て

保
護
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
個
人
の
私
生
活
上
の
自
由

と
し
て
、
何
人
も
み
だ
り
に
一
定
の
服
装
を
強
制
さ
れ
な
い
自
由
を
有
す
る
も
の

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
公
立
高
校
が
、
正
当
な
理
由
も
な
い
の
に
、

一
定
の
服
装
を
強
制
す
る
こ
と
は
、
憲
法
一
三
条
の
趣
旨
に
反
し
、
許
さ
れ
な
い

も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

し
か
し
な
が
ら
、
個
人
の
有
す
る
右
自
由
も
国
家
権
力
の
行
使
に
対
し
て
無
制

限
に
保
護
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に

は
相
当
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
も
ま
た
、
憲
法
一
三
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
」 

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
規
制
の
合
憲
性
審
査
が
行
わ
れ
る
。
校
則

に
よ
る
制
服
着
用
義
務
づ
け
は
憲
法
一
三
条
違
反
だ
と
し
て
生
徒
が
裁
判
に
訴
え

た
と
し
た
ら
、
被
告
と
な
る
学
校
側
は
、
服
装
規
制
の
必
要
性
や
目
的
の
合
理
性
、
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手
段
の
相
当
性
を
主
張
す
る
だ
ろ
う
。
審
査
が
「
ゆ
る
や
か
な
審
査
」
で
あ
っ
た

場
合
、
学
校
側
の
主
張
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
斥
け
ら
れ
る
可
能
性
は
ど
れ
ほ
ど
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。「
制
服
着
用
の
義
務
づ
け
に
は
、
目
的
の
合
理
性
や
規
制
の
必
要

性
、
手
段
の
相
当
性
な
ど
が
認
め
ら
れ
、
憲
法
一
三
条
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な

い
」
。
こ
の
よ
う
な
結
論
が
下
さ
れ
る
可
能
性
の
方
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
の
だ

ろ
う
か
。 

戸
波
は
、「
重
要
な
こ
と
は
、
と
も
か
く
も
一
般
的
自
由
に
対
し
て
も
憲
法
上
の

保
護
を
及
ぼ
す
こ
と
、
そ
れ
を
『
人
権
』
の
保
障
と
構
成
し
、
そ
の
制
限
の
違
憲

性
を
裁
判
で
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
論
理
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
。
彼
の
主
張
す
る
「
一
般
的
自
由
説
」
を
前
提
と
す
れ
ば
、
服
装
の

自
由
の
「
制
限
の
違
憲
性
を
裁
判
で
主
張
す
る
こ
と
」
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
、
そ
の
制
限
が
違
憲
と
さ
れ
実
際
に
救
済
が
な
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、

ま
た
別
の
話
で
あ
る
。 

も
ち
ろ
ん
、
ゆ
る
や
か
な
審
査
が
行
わ
れ
た
場
合
は
す
べ
て
合
憲
と
な
る
と
い

う
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
規
制
の
必
要
性
、
目
的
の
合
理
性
、
手
段
の
相
当

性
の
い
ず
れ
か
が
欠
け
る
た
め
に
、
校
則
に
よ
る
制
服
着
用
の
義
務
付
け
は
憲
法

一
三
条
に
違
反
す
る
と
の
判
断
が
、
裁
判
所
に
お
い
て
な
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。

し
か
し
、
憲
法
一
三
条
違
反
の
判
断
が
明
示
的
に
な
さ
れ
て
い
な
い
現
状
を
考
え

る
と
、「
服
装
の
自
由
は
憲
法
一
三
条
の
保
障
範
囲
に
含
ま
れ
る
」
と
い
う
だ
け
で

は
、
違
憲
判
決
に
よ
っ
て
服
装
の
自
由
が
現
実
の
救
済
を
得
る
可
能
性
は
そ
う
高

く
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

（
４
）
そ
も
そ
も
、
憲
法
一
三
条
を
根
拠
と
し
て
明
文
に
な
い
権
利
を
裁
判
上

主
張
す
る
だ
け
な
ら
、
京
都
府
学
連
事
件
判
決
で
示
さ
れ
た
「
憲
法
一
三
条
に
よ

っ
て
個
人
の
私
生
活
上
の
自
由
が
国
家
権
力
の
行
使
に
対
し
て
保
護
さ
れ
る
」
と

い
う
命
題
を
使
え
ば
良
い
。
こ
の
命
題
を
前
提
と
す
れ
ば
、
大
抵
の
私
生
活
上
の

自
由
は
、
憲
法
一
三
条
を
根
拠
と
し
て
裁
判
上
主
張
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
私
生
活
上
の
自
由
」
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
の
で

き
る
権
利
に
対
す
る
制
限
に
つ
い
て
、「
と
も
か
く
も
」
制
限
の
違
憲
性
を
裁
判
で

主
張
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
論
理
構
成
す
る
こ
と
は
、「
判
例
に
従
う
」
だ
け
で

十
分
可
能
な
の
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
一
般
的
自
由
説
を
採
用
す
る
必
要
は
な
い
。 

 

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
次
の
よ
う
な
素
朴
な
疑
問
が
生
ず
る
。
裁
判
に
よ

る
現
実
的
救
済
を
考
え
る
場
面
に
お
い
て
、
「
保
障
範
囲
を
限
定
す
べ
き
で
な
い
」

と
い
う
主
張
は
一
体
何
の
役
に
立
つ
の
か
。
何
の
た
め
に
主
張
さ
れ
る
の
か
。
そ

も
そ
も
、
こ
の
主
張
が
前
提
と
し
て
い
る
「
保
障
範
囲
」
の
問
題
は
真
剣
に
論
じ

る
だ
け
の
重
要
性
を
有
す
る
も
の
な
の
か
。 

 

私
は
、
憲
法
一
三
条
を
根
拠
と
し
た
明
文
に
な
い
権
利
の
問
題
が
、
保
障
範
囲

の
広
狭
を
中
心
的
論
点
と
し
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
の
合
理
性
、
有
用
性
に
懐
疑
的

な
立
場
を
採
る
。
た
だ
、
別
稿
で
扱
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
繰
り
返
さ
な
い
。

以
下
で
は
、
別
稿
と
は
視
点
を
変
え
て
、「
判
例
」
と
し
て
の
京
都
府
学
連
事
件
判

決
を
前
提
と
し
て
、
憲
法
一
三
条
を
根
拠
と
し
た
明
文
に
な
い
権
利
の
裁
判
に
よ
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二
三 



る
現
実
的
救
済
を
目
指
し
た
場
合
に
、
重
要
な
問
題
は
何
か
と
い
う
視
点
か
ら
考

察
を
し
て
み
よ
う
と
思
う
。 

３ 

「
判
例
」
と
「
保
障
範
囲
」 

 

保
障
範
囲
に
か
か
わ
る
議
論
は
、
判
例
と
の
関
わ
り
で
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持

つ
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
裁
判
所
は
、
人
格
的
利
益
説

と
一
般
的
自
由
説
、
あ
る
い
は
質
的
限
定
論
と
量
的
拡
張
論
、
そ
の
ど
ち
ら
か
を

選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
学
説
が
制

度
上
の
法
源
で
は
な
い
以
上
、
裁
判
所
は
独
自
の
憲
法
一
三
条
解
釈
を
行
え
ば
よ

い
の
で
あ
っ
て
、
学
説
の
枠
組
み
に
従
う
必
要
は
な
い
し
、
学
界
の
権
威
に
気
を

遣
う
必
要
も
な
い
（
こ
の
こ
と
は
本
来
研
究
者
も
同
じ
は
ず
な
の
で
あ
る
が
）
。
実

際
、
京
都
府
学
連
事
件
判
決
を
は
じ
め
と
す
る
本
稿
で
扱
っ
た
判
決
に
は
、
保
障

範
囲
の
問
題
に
対
す
る
興
味
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
疑
問
に
対
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
応
答
も
考
え
ら
れ
る
。「
私
生

活
上
」
の
自
由
と
言
っ
て
も
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
「
私
生
活
上
の
自
由
」
が
憲

法
一
三
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
か
は
、
未
だ
不
明
確
で
あ
る
。
憲
法
一
三
条
の

保
障
範
囲
に
か
か
わ
る
議
論
は
、
判
例
の
言
う
「
私
生
活
上
の
自
由
」
の
範
囲
を

ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
の
議
論
で
あ
る
、
と
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
、
保
障
範
囲

を
限
定
す
る
立
場
か
ら
は
、
む
や
み
に
保
障
範
囲
を
広
げ
す
ぎ
て
し
ま
う
と
不
都

合
が
起
こ
る
と
の
主
張
が
、
広
く
解
す
る
立
場
か
ら
は
、
む
や
み
に
保
障
範
囲
を

限
定
し
て
し
ま
う
と
、
公
共
の
福
祉
に
対
抗
す
る
論
理
構
成
す
ら
で
き
な
く
な
り
、

権
利
保
障
が
弱
ま
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
主
張
が
、
そ
れ
ぞ
れ
な
さ
れ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。 

 

た
だ
し
、
こ
れ
は
、「
人
格
的
生
存
に
不
可
欠
」
と
か
「
一
般
的
自
由
」
と
い
っ

た
概
念
が
、
判
例
の
言
う
「
私
生
活
上
の
自
由
」
よ
り
も
明
確
な
概
念
で
あ
っ
て

初
め
て
成
立
す
る
議
論
で
あ
る
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
は
、
「
明
確
だ
」
と
の
答
え
が
返
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。
「
人
格

的
利
益
」
あ
る
い
は
「
人
格
的
生
存
に
不
可
欠
」
と
い
う
概
念
は
、「
一
般
的
自
由
」

よ
り
も
狭
い
の
だ
、
と
。
し
か
し
、
そ
れ
は
本
当
な
の
だ
ろ
う
か
。 

「
人
格
的
利
益
」
に
保
障
範
囲
を
限
定
す
べ
き
で
な
い
と
主
張
す
る
論
者
が
、

「
人
格
的
利
益
」
の
概
念
が
不
明
確
で
あ
る
と
の
指
摘
を
し
て
い
る
が
、
だ
と
す

れ
ば
、
人
格
的
生
存
に
不
可
欠
の
権
利
の
「
範
囲
」
は
、
実
際
に
は
広
い
可
能
性

も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
保
障
範
囲
の
広
狭
の
議
論
に
参
加
す

る
研
究
者
の
頭
の
中
で
は
、
と
り
あ
え
ず
「
人
格
的
利
益
」
の
方
が
狭
い
と
い
う

こ
と
だ
け
は
、
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

海
外
の
判
例
・
学
説
を
前
提
と
し
て
考
え
れ
ば
、
人
格
的
利
益
よ
り
も
一
般
的

自
由
の
方
が
広
い
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
日
本
の
裁
判
所
が

そ
の
よ
う
な
議
論
の
枠
組
み
に
従
う
必
要
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
本
稿
で
見
た

判
決
に
お
い
て
、
保
障
範
囲
を
ど
う
解
す
る
か
と
い
っ
た
議
論
は
な
さ
れ
て
い
な

い
。 た

だ
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
私
の
指
摘
は
、
た
だ
の
粗
探
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二
四 



し
で
あ
り
意
味
の
な
い
も
の
と
仮
定
し
よ
う
。
そ
し
て
、
憲
法
一
三
条
の
保
障
範

囲
の
問
題
は
、
裁
判
所
の
言
う
「
私
生
活
上
の
自
由
」
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る

試
み
で
あ
り
、
そ
の
議
論
に
は
十
分
な
意
義
が
あ
る
、
と
し
て
お
こ
う
。 

し
か
し
な
が
ら
、
憲
法
一
三
条
を
根
拠
と
し
た
裁
判
に
よ
る
現
実
的
救
済
の
た

め
に
は
、
判
例
が
示
す
「
公
共
の
福
祉
」
の
論
理
に
対
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
保
障
範
囲
が
広
い
か
狭
い
か
と
い
う
議
論
だ
け
で
は
足
り
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
「
服
装
の
自
由
」
を
例
に
し
て
見
た
と
お
り
で
あ
る
。 

４ 

服
装
や
髪
型
の
自
由
は
「
一
般
的
自
由
説
」
を
採
用
し
な
い
と
主
張
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
か 

 

（
１
）
判
例
を
前
提
と
す
れ
ば
、
現
実
的
救
済
を
目
指
す
た
め
に
は
、
判
例
の

示
す
「
公
共
の
福
祉
」
の
論
理
に
対
抗
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
意
味
で
も
、

保
障
範
囲
の
広
狭
の
問
題
は
重
要
で
あ
る
、
と
の
応
答
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
保
障
範
囲
を
限
定
し
た
場
合
、
範
囲
外
と
さ
れ
る
権
利
・
自
由
は
、
公
共
の

福
祉
へ
の
対
抗
以
前
に
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
現
実

的
救
済
の
可
能
性
は
よ
り
低
く
な
る
の
だ
、
と
。 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
と
同
じ
く
「
服
装
の
自
由
」
を
例
に
考
え
て
み
よ

う
。
考
え
て
み
た
い
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。「
限
定
説
」
に
分
類
さ
れ
る
説
を
採

用
す
れ
ば
、「
服
装
の
自
由
」
を
憲
法
一
三
条
を
根
拠
と
し
て
憲
法
上
の
権
利
と
解

す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
の
か
。
こ
れ
に
対
す
る
私
の
回
答
は
、
可
能
で
あ
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
当
該
理
論
の
提
唱
者
が
一
定
の
個
別
的
な
権
利
・
自
由
を

否
定
し
て
い
る
と
い
う
理
由
の
み
で
、
当
該
理
論
か
ら
導
か
れ
る
具
体
的
な
帰
結

を
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

 

確
か
に
、
「
限
定
説
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
佐
藤
幸
治
は
、
「
服
装
・
身
な
り
」

等
に
つ
い
て
、「
こ
う
し
た
事
柄
は
、
人
に
よ
っ
て
は
大
事
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
自
体
が
正
面
き
っ
て
人
権
か
と
問
わ
れ
る
と
、
肯
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
」

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
議
論
の
論
理
構
造
か
ら
考
え
る
と
、
本

人
の
意
図
に
は
関
わ
り
な
く
、
一
般
論
レ
ベ
ル
で
佐
藤
理
論
を
採
用
し
た
上
で
、

服
装
の
自
由
を
憲
法
一
三
条
を
根
拠
に
し
て
主
張
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。 

元
々
佐
藤
説
は
、
保
障
範
囲
を
限
定
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
議
論
に
参
加
す

る
た
め
に
「
人
格
的
自
律
権
」
の
概
念
を
持
ち
だ
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
議

論
は
、
人
権
を
い
か
に
基
礎
づ
け
る
か
、
憲
法
上
の
権
利
を
い
か
に
体
系
的
に
捉

え
る
の
か
、
と
い
う
問
題
関
心
か
ら
行
わ
れ
、
そ
こ
で
「
人
格
的
自
律
権
」
の
概

念
が
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
彼
の
議
論
は
、
人
権
価
値
を
所
与
の
前

提
と
せ
ず
、
い
か
に
正
当
化
す
る
か
と
い
う
人
権
の
基
礎
づ
け
論
に
遡
る
。
そ
こ

で
道
徳
理
論
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
道
徳
的
権
利
と
し
て
の
「
人
権
」
が
、

「
人
格
的
自
律
権
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
憲
法
一
三
条
に
よ
っ
て
憲
法
典

に
導
入
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
理
論
体
系
に
お
い
て
は
、「
人
権
」
及

び
憲
法
上
の
権
利
と
は
「
人
格
的
自
律
権
」
で
あ
り
、
明
文
に
は
な
い
が
憲
法
一

三
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
新
し
い
憲
法
上
の
権
利
は
、「
新
し
い
人
格
的
自
律
権
」
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二
六 

に
な
る
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
彼
は
、
権
利
に
つ
い
て
、
背
景
的
権
利
／
法
的
権
利
／
具
体
的
権
利
と

い
う
権
利
の
重
層
的
理
解
を
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
「
人
格
的
自
律
権
」

と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
る
権
利
で
あ
っ
て
も
、
理
念
的
な
人
権
レ
ベ
ル
で
の
権
利

と
実
定
法
上
の
権
利
、
及
び
裁
判
レ
ベ
ル
で
主
張
す
る
こ
と
の
で
き
る
権
利
は
同

一
で
は
な
い
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
佐
藤
は
服
装
の
自
由
の
保
護
を
否
定
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
、
裁
判
レ
ベ
ル
で
主
張
さ
れ
る
具
体
的
権
利
と
し

て
は
服
装
の
自
由
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
意
図
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

一
三
条
「
後
段
の
『
幸
福
追
求
権
』
は
、
前
段
の
『
個
人
の
尊
重
』
原
理
と
結

び
つ
い
て
、
人
格
的
自
律
の
存
在
と
し
て
自
己
を
主
張
し
、
そ
の
よ
う
な
存
在
で

あ
り
続
け
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
権
利
・
自
由
を
包
摂
す
る
包
括
的
な
主
観
的
権

利
」
で
あ
り
、
「
法
的
権
利
性
」
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
「
法
的
権
利
と
し
て

の
人
格
的
自
律
権
」
と
「
具
体
的
権
利
と
し
て
の
人
格
的
自
律
権
」
が
同
一
の
も

の
と
は
限
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
服
装
の
自
由
を
具
体
的
権
利
と
し
て
把
握
し
、
法

的
権
利
と
し
て
の
人
格
的
自
律
権
の
論
理
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
佐
藤
自
身
、
憲
法
一
三
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
権
利
・

自
由
の
類
型
は
固
定
的
な
も
の
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
将
来
新
た
な
類
型
が
形
成

さ
れ
る
可
能
性
は
否
定
し
て
い
な
い
。 

こ
こ
で
仮
定
の
話
と
し
て
、
肌
の
露
出
の
多
い
服
装
を
す
る
人
を
「
裸
同
然
の

格
好
で
街
を
歩
い
て
い
る
」
と
し
て
、
公
然
わ
い
せ
つ
罪
（
刑
法
一
七
四
条
）
で

逮
捕
す
る
よ
う
な
警
察
権
の
行
使
が
な
さ
れ
る
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
事
案
に

よ
っ
て
判
断
は
異
な
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
例
え
ば
、
ノ
ー
ス
リ
ー
ブ
の
よ

う
な
現
在
特
に
問
題
な
く
人
々
が
着
て
い
る
服
装
が
権
力
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
、

し
か
も
そ
れ
が
単
に
権
力
者
が
保
守
的
な
考
え
の
持
ち
主
だ
っ
た
と
い
う
事
情
に

基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
場
合
、
佐
藤
説
を
採
用
し
て
い
て
は
、
憲
法
一
三
条
違
反

の
主
張
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
警
察
権
に
よ
る
服
装
の
自
由
の

規
制
と
い
う
よ
う
な
問
題
が
起
こ
っ
た
場
合
、「
服
装
の
自
由
」
は
、
保
障
範
囲
が

広
い
と
か
狭
い
と
い
っ
た
議
論
で
は
捉
え
き
れ
な
い
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

「
服
装
の
自
由
」
は
、
中
学
校
、
高
校
の
校
則
に
よ
る
生
徒
の
自
由
の
制
限
の

問
題
に
限
定
し
て
考
え
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
大
学
が
制

服
着
用
を
義
務
づ
け
た
場
合
や
、
警
察
権
に
よ
る
服
装
の
規
制
の
例
の
よ
う
な
場

合
で
は
、
問
題
そ
の
も
の
の
性
質
が
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
。「
服
装
の
自
由
」
を

校
則
問
題
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
。 

「
人
格
的
自
律
の
存
在
と
し
て
自
己
を
主
張
し
、
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
続

け
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
権
利
・
自
由
」
を
一
つ
の
基
準
と
し
て
考
え
た
と
し
て

も
、
こ
れ
を
採
用
す
れ
ば
保
障
さ
れ
る
べ
き
具
体
的
か
つ
個
別
の
権
利
が
な
に
か

の
問
題
が
確
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
中
学
校
、
高
校
の
校
則
の
問
題
に
服
装
の

自
由
に
議
論
を
限
定
し
た
場
合
で
も
、
制
服
着
用
に
何
の
疑
問
も
な
く
従
っ
て
き

た
人
と
集
団
に
対
す
る
同
化
の
圧
力
を
感
じ
て
き
た
人
と
で
は
考
え
方
が
異
な
る
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だ
ろ
う
し
、
世
代
に
よ
っ
て
も
そ
の
違
い
は
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
集
団
に
対
す
る

同
化
の
た
め
に
制
服
着
用
の
義
務
づ
け
が
行
わ
れ
て
い
る
と
の
論
理
構
成
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
服
装
の
自
由
を
「
人
格
的
自
律
の
存
在
と
し
て
自

己
を
主
張
し
、
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
続
け
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
権
利
・
自

由
」
の
一
つ
と
し
て
正
当
化
す
る
こ
と
は
、
十
分
に
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。 こ

の
こ
と
は
、「
限
定
説
」
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
松
井
茂
記
の
論
に
も
当

て
は
ま
る
。
確
か
に
彼
は
、「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
か
か
わ
る
自
己
決
定
権
」
は
民

主
プ
ロ
セ
ス
へ
の
参
加
に
不
可
欠
の
権
利
と
は
言
え
な
い
と
し
て
、
憲
法
一
三
条

に
よ
る
保
護
を
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
民
主
主
義
」
の
観
念
は
一
義

的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
故
に
「
民
主
プ
ロ
セ
ス
の
参
加
に
不
可
欠
の
権
利
」

が
何
か
は
一
義
的
に
決
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、「
服
装
の
自
由
」
は

松
井
説
を
採
用
す
れ
ば
自
動
的
に
否
定
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
、
権
力

者
が
個
人
の
服
装
に
ま
で
干
渉
す
る
よ
う
な
体
制
が
多
元
主
義
的
な
民
主
主
義
の

実
現
を
阻
害
し
な
い
と
確
実
に
言
い
切
れ
る
だ
ろ
う
か
。 

（
２
）
理
論
の
提
唱
者
が
否
定
し
て
い
る
と
い
う
理
由
の
み
で
、
当
該
理
論
か

ら
導
か
れ
る
具
体
的
な
帰
結
を
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
人
格
的
自
律
」
や
「
民

主
的
プ
ロ
セ
ス
」
と
い
う
概
念
は
、
元
々
「
保
障
範
囲
を
限
定
す
る
」
た
め
の
も

の
で
は
な
い
（
後
の
学
説
が
そ
の
よ
う
に
誤
解
し
た
だ
け
で
あ
る
）
こ
れ
ら
の
概
念
は
、

人
権
の
基
礎
づ
け
論
や
司
法
の
役
割
論
な
ど
の
一
般
理
論
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
一
般
理
論
が
個
別
の
条
文
解
釈
を
支
え
正
当
化
す
る
と
い
う
論
理
構
造
を
、

彼
ら
の
説
は
有
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
一
般
理
論
は
個
別
具
体

的
な
結
論
を
自
動
的
に
導
く
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
一
定
の
正
当
化
理
論
を

採
用
す
れ
ば
個
別
の
問
題
が
一
義
的
に
決
ま
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
憲
法
一
三
条
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
権
利
が
保
障

さ
れ
る
か
の
議
論
は
、
そ
の
権
利
が
一
三
条
の
保
障
範
囲
に
含
ま
れ
る
か
否
か
の

問
題
で
は
な
く
、
明
文
に
な
い
権
利
の
保
障
を
い
か
に
し
て
正
当
化
す
る
か
の
問

題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

佐
藤
説
に
お
い
て
は
、
あ
る
明
文
に
な
い
権
利
が
憲
法
一
三
条
に
よ
っ
て
保
障

さ
れ
る
の
は
、
憲
法
一
三
条
が
導
入
し
て
い
る
「
基
幹
的
自
律
権
」
の
実
現
の
た

め
に
は
明
文
の
個
別
的
自
律
権
で
は
対
応
で
き
な
い
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
自
律
権
の
実
現
」
の
た
め
の
明
文
に
な
い
権
利
の
保
障
と
い
う
論
理
的
正
当
化

が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
例
え
ば
「
服
装
の
自
由
」
が
憲
法
一
三
条

に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
か
否
か
は
、「
自
律
権
の
実
現
」
に
必
要
か
否
か
と
い
う
視

点
か
ら
議
論
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
松
井
説
に
お
い
て
は
、

明
文
に
な
い
権
利
が
保
障
さ
れ
る
の
は
、
民
主
プ
ロ
セ
ス
の
維
持
の
た
め
に
必
要

だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、「
服
装
の
自
由
」
が
憲
法
一
三
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る

か
否
か
は
、
そ
れ
を
保
護
す
る
こ
と
が
民
主
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
・
維
持
と
い
う
裁

判
所
の
役
割
に
合
致
す
る
か
否
か
と
い
う
視
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
。 

そ
し
て
、
仮
に
佐
藤
説
を
採
用
す
る
か
松
井
説
の
選
択
を
行
う
と
す
れ
ば
、
そ
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二
八 

れ
は
明
文
に
な
い
権
利
の
保
障
を
ど
の
よ
う
な
理
論
で
正
当
化
す
る
か
の
選
択
で

あ
っ
て
、
保
障
範
囲
が
広
い
か
狭
い
か
の
問
題
で
は
な
い
。 

５ 

「
保
障
範
囲
」
で
は
な
い
問
題 

判
例
を
前
提
と
す
る
限
り
、
あ
る
自
由
が
保
障
範
囲
に
含
ま
れ
る
と
解
し
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
は
現
実
的
救
済
は
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
現
実
の
問
題
と
し
て
、

判
例
に
お
い
て
は
、「
私
生
活
上
の
自
由
と
し
て
保
護
さ
れ
る
自
由
も
無
制
限
で
は

な
く
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
相
当
な
制
限
を
受
け
る
」
と
い
う
命
題
が
、
結
論
に

強
く
影
響
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
憲
法
一
三
条
を
根
拠
と
し
て
裁
判
上
の
現
実
的
救
済
を
目
指
す

の
で
あ
れ
ば
、
公
共
の
福
祉
の
福
祉
の
た
め
の
相
当
の
制
限
と
は
言
え
な
い
こ
と

を
論
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ま
ず
、
規
制
の
不
合
理
性
の
論

証
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
審
査
は
厳
格
な
基
準
な
の
か
緩
や
か
な
基

準
な
の
か
に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

そ
し
て
、「
規
制
が
不
合
理
で
あ
る
」「
審
査
基
準
は
厳
格
に
解
す
べ
き
で
あ
る
」

と
い
っ
た
主
張
を
行
う
に
際
し
て
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
権
利
に
つ
い
て
、
そ

の
保
護
の
重
要
性
や
必
要
性
を
論
じ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
議
論

は
、
「
保
障
範
囲
」
に
含
ま
れ
る
か
否
か
の
議
論
で
は
な
い
。
「
な
ぜ
そ
の
権
利
が

重
要
な
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
「
憲
法
一
三
条
の
保
障
範
囲
に
含
ま
れ
る

か
ら
」
と
応
じ
て
も
、
答
え
に
は
な
ら
な
い
。
す
べ
き
こ
と
は
、
当
該
権
利
・
自

由
の
保
護
の
重
要
性
を
い
か
に
論
理
的
に
正
当
化
す
る
か
で
あ
る
だ
ろ
う
。 

ま
た
、「
限
定
説
」
に
分
類
さ
れ
る
学
説
の
中
に
は
、
本
人
の
意
図
や
主
張
に
関

わ
り
な
く
、
そ
の
提
示
す
る
一
般
理
論
を
用
い
て
個
別
の
権
利
に
つ
い
て
正
当
化

す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。 

も
う
一
つ
。
以
上
の
よ
う
な
議
論
を
行
う
際
に
は
、
例
え
ば
「
自
己
決
定
権
」

の
問
題
と
い
う
か
た
ち
で
一
括
り
に
す
る
の
で
は
な
く
、「
○
○
に
対
す
る
自
己
決

定
権
」
あ
る
い
は
「
○
○
の
自
由
」
と
し
て
、
個
別
化
し
て
検
討
を
行
う
こ
と
が

好
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。
規
制
が
合
理
的
で
あ
る
か
否
か
、
如
何
な
る
基
準
で
審

査
す
べ
き
か
、
な
ぜ
当
該
権
利
の
保
護
が
必
要
な
の
か
と
い
っ
た
問
題
は
、
個
別

の
権
利
・
自
由
に
応
じ
て
考
慮
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
最
高
裁
判
決
に
あ
ら
わ
れ

た
「
私
生
活
上
の
自
由
」
も
、「
み
だ
り
に
容
ぼ
う
等
を
写
真
に
撮
影
さ
れ
な
い
自

由
」
と
「
指
紋
押
な
つ
を
強
制
さ
れ
な
い
自
由
」
で
は
考
慮
す
べ
き
事
項
が
異
な

っ
て
い
た
し
、
そ
も
そ
も
両
者
は
異
な
る
類
型
の
問
題
と
し
て
捉
え
た
方
が
自
然

で
あ
る
。
例
え
ば
、
末
期
患
者
が
死
を
選
ぶ
自
由
と
一
定
の
服
装
を
強
制
さ
れ
な

い
自
由
で
は
考
慮
す
べ
き
事
柄
が
異
な
る
。
現
実
的
な
救
済
を
目
指
す
の
で
あ
れ

ば
、
個
別
の
自
由
の
相
違
に
応
じ
た
よ
り
具
体
的
な
議
論
が
必
要
と
な
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。 

 

結 

従
来
の
学
説
は
、
京
都
府
学
連
事
件
判
決
を
憲
法
一
三
条
の
具
体
的
権
利
性
を

認
め
た
部
分
だ
け
を
取
り
出
し
肯
定
的
に
見
た
上
で
、
保
障
範
囲
な
い
し
内
容
の



議
論
を
行
う
傾
向
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
以
上
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
少
な
く
と
も
、
本
稿

で
扱
っ
て
い
る
三
つ
の
判
決
を
前
提
と
す
る
限
り
、
憲
法
一
三
条
に
よ
っ
て
保
護

さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
保
障
範
囲
の
問
題
の
み
を
論
じ
て
も
、
裁
判
に
よ
る
実
際

上
の
救
済
を
可
能
に
す
る
論
理
と
し
て
は
弱
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
京
都
府
学
連

事
件
判
決
を
肯
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
憲
法
一
三
条
に
よ
っ
て
個
人
の
私
生
活
上

の
自
由
が
国
家
権
力
の
行
使
に
対
し
て
保
護
さ
れ
る
」
と
い
う
命
題
と
セ
ッ
ト
で
、

「
私
生
活
上
の
自
由
と
し
て
保
護
さ
れ
る
自
由
も
国
家
権
力
の
行
使
か
ら
無
制
限

に
保
護
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
必
要
の
あ
る
場
合
に
は
、

相
当
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
は
憲
法
一
三
条
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
」
と
い

う
命
題
が
つ
い
て
く
る
。
そ
し
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
裁
判
所
の
結
論
に
強
く
働

い
て
い
る
の
は
、
後
者
の
方
で
あ
る
。 

京
都
府
学
連
事
件
判
決
を
肯
定
し
な
が
ら
、
憲
法
一
三
条
に
よ
る
明
文
に
な
い

権
利
の
保
護
を
訴
え
る
。
こ
の
議
論
が
、
裁
判
に
よ
る
権
利
の
現
実
的
救
済
を
目

指
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
権
利
・
自
由
の
制
限
が
公

共
の
福
祉
の
た
め
の
も
の
と
し
て
正
当
化
で
き
な
い
こ
と
を
論
証
す
る
必
要
が
あ

る
。
少
な
く
と
も
、
保
障
範
囲
の
広
狭
ば
か
り
を
論
じ
て
、
公
共
の
福
祉
に
よ
る

制
限
に
い
か
に
対
抗
す
る
か
と
い
う
議
論
を
行
わ
な
い
場
合
、「
保
障
範
囲
に
含
ま

れ
る
」
権
利
・
自
由
が
現
実
に
救
済
さ
れ
る
か
は
疑
わ
し
い
。 

「
保
障
範
囲
」
が
広
い
か
狭
い
か
の
問
題
よ
り
重
要
な
の
は
、
個
別
の
権
利
・

自
由
に
応
じ
て
、
規
制
の
不
合
理
性
や
審
査
基
準
、
権
利
の
重
要
性
に
つ
い
て
具

体
的
な
議
論
を
行
う
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
従
来
「
限
定
説
」
に
分
類
さ

れ
て
き
た
学
説
に
つ
い
て
も
、
理
論
の
提
唱
者
本
人
が
否
定
し
て
い
る
と
い
う
理

由
だ
け
で
は
、
当
該
理
論
の
具
体
的
な
帰
結
が
一
義
的
に
決
定
す
る
わ
け
で
は
な

く
、
非
限
定
説
が
主
張
す
る
権
利
・
自
由
を
も
正
当
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
。 

さ
て
、「
保
障
範
囲
」
の
問
題
は
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
の
紹
介
と
い
う
以
外

に
、
日
本
に
お
い
て
、
ど
れ
程
の
意
義
を
有
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
結

論
は
こ
う
で
あ
る
。
本
稿
が
見
て
き
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、「
保
障
範
囲
」
の
広

狭
は
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
ほ
ど
に
は
、
重
要
な
問
題
で
は
な
い
。
少
な
く
と

も
、
日
本
の
「
判
例
」
を
前
提
と
し
、
日
本
の
裁
判
所
に
よ
る
現
実
的
な
救
済
を

考
え
る
場
合
に
は
。 

   

１ 

平
野
竜
一
「
法
学
に
お
け
る
理
論
の
役
割
」
碧
海
純
一
編
『
現
代
法
学
の
方
法
』
（
岩
波

講
座
・
現
代
法
15
、
一
九
九
六
）
五
七
頁
、
六
九
頁
。 

２ 

田
宮
裕
・「
刑
法
解
釈
の
方
法
と
限
界
」
同
『
変
革
の
な
か
の
刑
事
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇

〇
〇
）
二
五
頁
、
三
八
ー
三
九
頁
。 

３ 

中
野
次
雄
編
『
判
例
と
そ
の
読
み
方
（
改
訂
版
）
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
）
二
〇
頁
〔
中

野
執
筆
〕
。 

４ 
ま
た
、
次
の
よ
う
な
見
解
も
、
本
稿
の
姿
勢
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
「
い
つ
の
世
も
学

界
で
流
行
る
の
は
、
外
国
産
の
ニ
ュ
ー
モ
ー
ド
を
追
い
か
け
る
こ
と
で
、
自
分
や
こ
の
国
の

人
々
が
そ
れ
を
ど
う
着
こ
な
す
か
な
ど
二
の
次
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
『
こ
ん
な
事

73
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三
〇 

件
は
、
ア
メ
リ
カ
な
ら
原
告
の
勝
ち
に
決
ま
っ
て
い
る
』
と
か
、
『
ド
イ
ツ
な
ら
、
裁
判
所

が
ち
ゃ
ん
と
面
倒
を
み
て
く
れ
る
』
と
か
が
学
者
の
決
ま
り
文
句
に
な
る
の
だ
が
、
そ
ん
な

こ
と
を
日
本
の
裁
判
所
に
言
い
に
い
っ
て
も
、
ヘ
ソ
を
曲
げ
ら
れ
る
だ
け
だ
。
裁
判
で
勝
ち

た
け
れ
ば
、
当
た
り
前
だ
が
そ
れ
な
り
の
作
法
が
要
る
の
で
あ
る
。
」
棟
居
快
行
『
憲
法
フ

ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
（
第
二
版
）
』
（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
八
）
一
頁
。 

５ 

佐
藤
幸
治
「
憲
法
と
人
格
権
」
有
倉
遼
還
暦
『
体
系
・
憲
法
判
例
研
究
Ⅲ
』
（
日
本
評
論

社
、
一
九
七
五
）
一
九
九
頁
、
二
一
五
頁
。 

６ 

例
え
ば
、
明
文
に
な
い
権
利
を
実
現
し
た
も
の
と
し
て
ア
メ
リ
カ
のR

oe

判
決
（R

oe v. 
W

ade, 410 U
. S. 1

1
3
 (1

9
7
3
)

）
が
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
が
、
こ
の
判
決
は
、
女

性
の
妊
娠
中
絶
選
択
の
自
由
を
認
め
た
違
憲
判
決
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
京
都
府
学
連
事
件

判
決
は
違
憲
の
判
断
を
行
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
結
論
と
し
て
は
、
警
察
権
の
行
使
が
合
憲

と
判
断
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
が
同
様
の
意
義
を
有
す
る
と
は
限
ら
な

い
の
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
・
学
説
を
日
本
に
当
て
は
め
る
際
に
、
こ
の
点
を
意
識

し
て
い
る
議
論
は
ど
れ
ほ
ど
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

７ 

佐
藤
幸
治
『
憲
法
訴
訟
と
司
法
権
』
（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
四
）
二
七
八
頁
。 

８ 

例
え
ば
、
田
中
英
夫
『
実
定
法
学
入
門
（
第
三
版
）
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
四
）

一
九
七
ー
一
九
八
頁
、
田
中
成
明
『
法
理
学
講
義
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
）
六
二
頁
、
佐

藤
・
前
掲
注
７
、
二
七
一
頁
。
こ
の
「
拘
束
力
」
が
法
的
拘
束
力
な
の
か
事
実
上
の
拘
束
力

な
の
か
と
い
っ
た
議
論
に
は
、
本
稿
の
興
味
は
な
い
。 

９ 

田
中
英
夫
・
前
掲
注
８
、
一
九
七
頁
、
田
中
成
明
・
前
掲
注
８
、
六
二
頁
、
佐
藤
・
前
掲

注
７
、
二
七
一
、
二
七
七
頁
。Ronald D

w
orkin, Taking R

ights Seriously
 (H

arvard 
U

niv. Press, 1
9
7
7
, 1

9
7
8
) 

（
木
下
毅
、
小
林
公
、
野
坂
泰
共
訳
『
権
利
論
』（
木
鐸
社
、

1
9
8
6

）
）, 1

1
3

（
邦
訳
・
一
四
〇
―
一
四
一
頁
）. 

田
中
英
夫
「
判
例
に
よ
る
法
形
成
」
法
学
協
会
雑
誌
九
四
巻
六
号
一
頁
（
一
九
七
七
）
、

五
頁
。 

佐
藤
・
前
掲
注
７
、
二
七
一
頁
。「
先
例
法
理
を
支
え
る
最
も
重
要
な
基
礎
は
、（
…
）
類

似
の
事
件
は
同
じ
よ
う
に
扱
う
べ
し
と
い
う
公
正
の
観
念
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ

れ
を
日
本
国
憲
法
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
直
接
に
は
一
四
条
の
『
法
の
下
に
平
等
』
の
要
請

す
る
と
こ
ろ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、
『
法
の
下
に
平
等
』
に
含
ま
れ
る
一
局
面

と
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
法
適
用
の
平
等
面
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

が
、『
行
政
』
の
場
合
と
違
っ
て
、『
司
法
』
に
つ
い
て
は
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
で
は
な
く
、
類
似

の
事
件
に
は
同
じ
よ
う
な
解
決
を
与
え
る
べ
し
と
い
う
公
正
の
観
念
が
特
に
強
く
働
い
て
い

る
点
は
看
過
し
え
な
い
。
」
（
同
二
七
七
頁
） 

田
中
英
夫
・
前
掲
注
８
、
二
〇
二
頁
。 

田
中
成
明
・
前
掲
注
８
、
六
三
頁
。 

田
中
英
夫
・
前
掲
注
８
、
二
〇
二
頁
。 

同
二
〇
八
頁
。 

佐
藤
・
前
掲
注
７
、
二
七
九
頁
。 

田
中
英
夫
・
前
掲
注
８
、
二
〇
二
頁
―
二
一
五
頁
。 

同
二
〇
九
頁
、
田
中
英
夫
・
前
掲
注
１
０
、
四
三
―
四
四
頁
。 

田
中
英
夫
・
前
掲
注
８
、
二
一
三
―
二
一
四
頁
。 

中
野
・
前
掲
注
３
、
三
九
頁
。 

同
四
六
頁
。 

同
五
五
―
六
六
頁
。 

同
四
八
頁
。 

同
五
〇
頁
。
そ
し
て
、
「
こ
の
種
の
一
般
的
法
命
題
の
い
ま
一
つ
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
結

論
の
理
由
づ
け
と
し
て
唯
一
無
二
の
も
の
だ
と
い
う
必
然
性
を
欠
く
場
合
が
少
な
く
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
」 

同
四
四
―
四
五
頁
。 

同
五
二
頁 

同
一
四
六
頁
［
佐
藤
文
哉
・
宍
戸
達
德
執
筆
］
、
同
六
七
頁
［
中
野
次
雄
執
筆
］
。 

平
野
・
前
掲
注
１
、
六
九
頁
。 

中
野
・
前
掲
注
３
、
二
〇
頁
。
田
中
英
夫
・
前
掲
注
８
、
一
九
八
―
一
九
九
頁
も
参
照
。 

中
野
・
前
掲
注
３
、
八
頁
。 

藤
井
樹
也
『
権
利
の
発
想
転
換
』（
成
文
堂
、
一
九
九
八
）
、
九
九
―
一
〇
〇
頁
。
中
野
・

前
掲
注
３
、
四
三
頁
も
参
照
。 

田
中
成
明
・
前
掲
注
８
、
六
三
頁
も
参
照
。 

東
京
地
判
昭
和
三
九
年
九
月
二
日
下
民
集
一
五
巻
九
号
二
三
一
七
頁
。 

最
三
判
昭
和
五
六
年
四
月
一
四
日
民
集
三
五
巻
三
号
六
二
〇
頁
。 

例
え
ば
、
芦
部
信
喜
（
高
橋
和
之
補
訂
）『
憲
法
（
第
３
版
）
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
）
、

一
一
七
、
一
一
八
頁
。 

奥
平
康
弘
『
憲
法
Ⅲ
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
）
、
一
〇
七
頁
。
こ
の
点
は
、
「
石
に
泳
ぐ

魚
」
事
件
（
最
三
判
平
成
一
四
年
九
月
二
四
日
判
時
一
八
〇
二
号
六
〇
頁
）
も
同
じ
で
あ
る
。 

ま
た
、
権
利
の
救
済
の
た
め
に
は
、
現
に
あ
る
法
律
や
憲
法
の
他
の
条
文
で
は
対
応
で
き

10 11 
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な
い
か
ら
こ
そ
、
憲
法
一
三
条
が
重
要
な
意
義
を
持
つ
の
だ
と
す
れ
ば
、
憲
法
一
三
条
を
根

拠
と
し
な
く
て
も
救
済
が
可
能
な
事
案
に
お
い
て
は
、
憲
法
一
三
条
の
重
要
性
は
相
対
的
に

低
い
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。 

前
田
雅
英
『
刑
法
各
論
講
義
（
第
三
版
）
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
）
四
三
六
頁
、

木
村
光
江
『
刑
法
（
第
二
版
）
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
）
四
三
八
頁
。 

京
都
地
判
昭
和
三
九
年
七
月
四
日
刑
集
二
三
巻
一
二
号
一
六
五
五
頁
。 

大
阪
高
判
昭
和
四
〇
年
四
月
二
七
日
刑
集
二
三
巻
一
二
号
一
六
〇
〇
頁
。 

東
京
地
判
昭
和
五
九
年
一
月
一
二
日
刑
集
四
〇
巻
一
号
八
四
頁
。 

東
京
高
判
昭
和
五
九
年
七
月
一
七
日
刑
集
四
〇
巻
一
号
八
九
頁
。 

神
戸
地
判
昭
和
六
一
年
四
月
二
四
日
刑
集
四
九
巻
一
〇
号
一
〇
八
〇
頁
。 

大
阪
高
判
平
成
二
年
六
月
一
九
日
刑
集
四
九
巻
一
〇
号
一
〇
九
六
頁
。 

中
野
・
前
掲
注
３
、
六
六
―
六
七
頁
。 

最
大
判
一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
一
一
月
二
二
日
刑
集
四
巻
一
一
号
二
三
八
〇
頁
（
賭

博
開
帳
図
利
）
、
最
大
判
一
九
五
六
年
（
昭
和
三
一
）
年
六
月
一
三
日
刑
集
一
〇
巻
六
号
八

三
〇
頁
（
覚
醒
剤
の
販
売
・
譲
渡
）
。 

D
w

rokin, supra note
 9

, a
t 2

2
-2

8

（
邦
訳
一
四
―
二
三
頁
）. 

竹
中
勲
「
憲
法
一
三
条
と
『
容
ぼ
う
・
姿
態
を
撮
影
さ
れ
な
い
自
由
』
」
樋
口
陽
一
、
野

中
俊
彦
編
『
憲
法
の
基
本
判
例
（
第
二
版
）
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
）
四
二
頁
、
四
三
頁
。 

藤
井
・
前
掲
注
31
、
三
一
五
―
三
一
六
頁
。 

芦
部
・
前
掲
注
35
、
一
一
四
―
一
一
五
頁
。
ま
た
、
戸
波
江
二
『
憲
法
（
新
版
）
』
（
ぎ

ょ
う
せ
い
、
一
九
九
八
）
一
七
四
頁 

芦
部
・
前
掲
注
35
、
一
一
六
頁
。 

学
説
の
対
立
に
つ
い
て
、
藤
井
・
前
掲
注
31
、
三
二
六
頁
以
下
な
ど
参
照
。
た
だ
し
、

藤
井
は
、
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
憲
法
一
三
条
が
具
体
的
権
利
の
根
拠
規
定
と
な
る
か
否
か

の
問
題
と
具
体
的
権
利
の
内
容
の
問
題
と
は
、
「
か
な
ら
ず
し
も
完
全
に
分
離
で
き
る
も
の

で
は
な
く
、
相
互
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
」

（
同
三
一
六
頁
） 

佐
藤
・
前
掲
注
５
、
二
一
五
頁
。 

た
だ
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、
先
の
三
つ
の
判
決
で
示
さ
れ
た
命
題
が
、
い
か
な
る
場
合
も

被
告
を
有
罪
と
す
る
た
め
の
論
理
と
し
て
働
く
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
結
論
を
直
接
導
く

命
題
を
前
提
と
す
れ
ば
、
警
察
に
よ
る
同
意
の
な
い
写
真
撮
影
に
つ
い
て
は
、
京
都
府
学
連

事
件
判
決
で
示
さ
れ
た
三
要
件
を
満
た
さ
な
い
撮
影
は
違
法
と
な
る
。
ま
た
、
外
国
人
の
指

紋
の
押
な
つ
制
度
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
必
要
性
、
立
法
目
的
の
合
理
性
、
手
段
の
相
当
性

が
満
た
さ
れ
な
い
場
合
は
違
法
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

戸
波
江
二
「
自
己
決
定
権
の
意
義
と
範
囲
」
法
学
教
室
一
五
八
号
三
九
頁
（
一
九
九
三
） 

同
三
九
頁
。 

同
四
〇
頁
。 

根
森
健
「
指
紋
押
捺
制
度
の
合
憲
性
」
芦
部
信
喜
ほ
か
編
『
憲
法
判
例
百
選
Ⅰ
（
第
四
版
）
』

（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
）
一
〇
頁
、
一
一
頁
参
照
。 

戸
波
・
前
掲
注
55
、
四
二
頁
。 

拙
稿
「
憲
法
一
三
条
解
釈
に
お
け
る
『
憲
法
理
論
』
の
役
割
」
阪
大
法
学
五
〇
巻
六
号
一

四
五
頁
（
二
〇
〇
一
）
。 

憲
法
一
三
条
解
釈
に
関
わ
る
学
説
の
理
論
構
造
を
分
析
し
、
憲
法
一
三
条
を
根
拠
と
し
た

権
利
の
内
容
の
問
題
を
範
囲
の
問
題
と
し
て
の
み
捉
え
る
こ
と
の
不
合
理
性
に
つ
い
て
、
大

要
以
下
の
よ
う
な
主
張
を
行
っ
た
。
学
説
の
中
に
は
、
具
体
的
条
文
で
あ
る
憲
法
一
三
条
解

釈
の
背
景
に
、
人
権
の
基
礎
づ
け
論
や
司
法
の
役
割
論
等
の
一
般
理
論
が
存
在
し
、
そ
の
一

般
理
論
を
採
用
す
る
以
上
、
一
三
条
解
釈
だ
け
別
の
理
論
を
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

と
い
う
論
理
構
造
を
有
す
る
も
の
が
あ
る
。
彼
ら
の
理
論
に
対
し
批
判
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、

少
な
く
と
も
、
背
景
に
あ
る
一
般
理
論
の
存
在
は
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
憲
法
一
三

条
解
釈
を
支
え
正
当
化
す
る
背
景
的
理
論
の
存
在
を
無
視
し
、「
保
障
範
囲
を
限
定
す
る
説
」

「
限
定
し
な
い
説
」
と
し
て
扱
う
議
論
は
、
合
理
的
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。 

拙
稿
・
前
掲
注
60
、
拙
稿
「
憲
法
一
三
条
解
釈
と
裁
判
所
の
権
限
」
阪
大
法
学
五
二
巻

二
号
一
九
九
頁
（
二
〇
〇
二
）
。 

田
中
英
夫
・
前
掲
注
８
、
二
二
四
―
二
二
五
頁
。 

戸
波
・
前
掲
注
55
、
三
八
頁
。
こ
の
点
、
「
人
格
的
利
益
と
そ
う
で
な
い
も
の
の
区
別
が

明
確
で
は
な
い
」
の
に
、
な
ぜ
「
人
権
保
障
を
狭
め
る
」
と
か
、
人
格
的
利
益
と
そ
う
で
な

い
も
の
と
で
合
憲
性
審
査
の
厳
格
さ
を
区
別
す
れ
ば
よ
い
、
等
の
主
張
が
で
き
る
の
か
に
対

す
る
疑
問
が
生
じ
る
。
松
井
茂
記
「
自
己
決
定
権
に
つ
い
て
（
二
・
完
）
」
阪
大
法
学
四
五

巻
五
号
一
頁
（
一
九
九
五
）
、
四
七
頁
参
照
。 

例
え
ば
、
戸
波
江
二
「
自
己
決
定
権
の
意
義
と
射
程
」
芦
部
信
喜
古
稀
『
現
代
立
憲
主
義

の
展
開 

上
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
）
三
二
五
頁
。 

佐
藤
幸
治
『
憲
法
（
第
三
版
）
』
（
青
林
書
院
、
一
九
九
五
）
四
六
一
頁
。 

佐
藤
幸
治
「
人
権
の
観
念
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
八
四
号
一
四
五
頁
（
一
九
八
七
） 

佐
藤
幸
治
「
個
人
の
尊
厳
と
国
民
主
権
」
佐
藤
幸
治
、
中
村
睦
男
、
野
中
俊
彦
『
フ
ァ
ン

3839 404142 
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ダ
メ
ン
タ
ル
憲
法
』
（
一
九
九
四
）
三
頁
、
一
〇
頁
。 

佐
藤
・
前
掲
注
65
、
三
九
三
―
三
九
四
頁
。 

同
四
四
五
頁
。 

同
四
六
一
頁
。 

松
井
茂
記
「
自
己
決
定
権
」
長
谷
部
恭
男
編
著
『
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ズ
現
代
の
憲
法
』
（
日

本
評
論
社
、
一
九
九
五
）
五
七
頁
、
七
五
頁
。
松
井
・
前
掲
注
63
。 

R
onald D

w
orkin, A M

atter of Principle
 (H

arvard U
niv. Press, 1

9
8
5
), 

5
9
-6

5
. 

公
共
の
福
祉
理
解
を
基
点
と
し
て
、
憲
法
一
三
条
の
意
味
を
考
え
る
長
谷
部
恭
男
の
議
論

（
長
谷
部
恭
男
『
憲
法
（
第
三
版
）
』（
新
世
社
、
二
〇
〇
四
）
一
五
五
頁
）
は
、
こ
の
点
で
、

判
例
に
正
面
か
ら
対
応
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
長
谷
部
は
、
憲

法
一
三
条
の
保
障
範
囲
が
広
い
か
狭
い
か
と
い
う
議
論
に
は
参
加
し
て
い
な
い
。
彼
は
、
憲

法
上
保
障
さ
れ
た
権
利
に
は
、
「
公
共
の
福
祉
」
の
観
点
か
ら
の
判
断
を
く
つ
が
え
す
「
切

り
札
」
と
し
て
の
人
権
と
公
共
の
福
祉
に
基
づ
く
権
利
の
二
種
類
が
あ
る
（
同
一
二
三
頁
）

こ
と
を
前
提
に
、
以
下
の
よ
う
な
憲
法
一
三
条
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
一
三
条
後
段
の
「
生

命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
」
を
一
般
的
な
行
動
の
自
由
で
あ
る
と
解

釈
し
、
そ
の
意
義
を
「
国
家
権
力
の
活
動
範
囲
を
公
共
の
福
祉
と
適
合
す
る
範
囲
内
に
抑
え

る
こ
と
に
あ
る
」
。
そ
し
て
、「
憲
法
一
三
条
後
段
は
、
国
家
権
力
が
公
共
の
福
祉
の
許
す
範

囲
内
で
の
み
行
使
さ
れ
る
よ
う
、
国
民
に
対
し
て
一
般
的
自
由
を
与
え
、
国
家
権
力
の
側
に

こ
の
自
由
の
制
約
を
正
当
化
す
べ
き
責
任
を
課
し
て
、
司
法
部
に
こ
の
限
定
を
監
視
す
る
任

務
を
与
え
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
。「
こ
れ
に
対
し
て
、
個
人
の
自
律
の
核
心
に

か
か
わ
る
、
公
共
の
福
祉
に
よ
る
制
限
を
受
け
な
い
権
利
は
、
個
人
の
尊
重
を
規
定
す
る
憲

法
一
三
条
前
段
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
」
。 

長
谷
部
は
「
公
共
の
福
祉
」
に
関
し
て
、
い
わ
ゆ
る
一
元
的
内
在
的
制
約
説
を
採
用
し
て

お
ら
ず
、
国
家
権
力
の
正
当
性
の
限
界
と
個
人
の
人
権
の
限
界
と
を
区
別
す
る
（
同
一
一
〇

―
一
二
三
頁
、
長
谷
部
恭
男
「
国
家
権
力
の
限
界
と
人
権
」
樋
口
陽
一
編
『
講
座
憲
法
学
３
』

（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
四
）
四
三
頁
）。
彼
の
議
論
か
ら
判
例
を
ど
の
よ
う
に
見
る
か
に

つ
い
て
は
、ま
た
別
個
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。た
だ
、少
な
く
と
も
一
般
論
と
し
て
は
、

一
三
条
に
か
か
わ
る
判
例
に
正
面
か
ら
対
応
す
る
こ
と
の
で
き
る
議
論
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
公
共
の
福
祉
の
許
す
範
囲
内
で
の
権
力
の
行
使
で
あ
る
と
の
理
解
は
誤
っ
て
い
る
、
あ

る
い
は
、問
題
と
な
っ
て
い
る
権
利
は
公
共
の
福
祉
に
よ
る
制
限
を
受
け
な
い
権
利
で
あ
る
、

と
い
っ
た
論
理
で
議
論
を
行
う
こ
と
の
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
あ
く
ま
で
一
般
論
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
が
、
憲
法
一
三
条
と

公
共
の
福
祉
と
い
う
制
約
原
理
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
一
般
論
レ
ベ
ル
で
す
ら
議
論
が
活

発
と
は
言
い
難
く
、
そ
の
意
味
で
、
長
谷
部
の
議
論
は
、
憲
法
一
三
条
解
釈
論
に
と
っ
て
有

益
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。 
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Do scholars understand that judgment exactly? 
 

Katsuaki HAYASE 
(Faculty of Literature and Social Sciences) 

 
There is not a scholar's opinion ahead of a judicial precedent. The significance of 

existence of a scholar's opinion is accepted only after there is activity of the court 
which produces a judicial precedent. If a constitutional interpretation bears in mind 
the interpretation and application in a court, this relation nature cannot be denied. 
And, the influence to the actual society of a judicial precedent is far larger than a 
scholar's opinion. Moreover, the court does not have duty in which the authority and 
accepted theory of academic circles should be considered. 

If premised on the above ideas, what priority should be given to when carrying out 
a constitution interpretation is not examination of a scholar's opinion but 
examination of a judicial precedent. This paper examines the Kyotohu-Gakuren case. 

When the proposition which draws the conclusion of a concrete incident directly is 
understood as a "judicial precedent", it is the following proposition that it can be said 
to be a "judicial precedent" in Kyotohu-Gakuren case: When it is admitted that a 
crime is performed now or there is not an interval after it was performed, and there 
are the necessity and urgency of perpetuation of evidence, and when the photography 
is performed by the reasonable method which does not surpass the limit generally 
permitted, photography of the appearance of the individual by the policeman is not 
Article 13 violation of the constitution. 

When a "judicial precedent" is understood widely, the following propositions will be 
treated as  "judicial precedent" shown by Kyotohu-Gakuren case: (A) The freedom 
on an individual private life is protected to use of national power by Article 13 of the 
constitution, and (B) That freedom is not necessarily protected without any 
restriction. When there is necessity for public welfare, receiving considerable 
restriction is defined by Article 13 of the constitution. And the (B) is more important 
for conclusions of judgments. 

Scholars should argue about how is the logic of (B) refuted. According to each right 
and freedom, scholars should discuss concrete problems about the irrational nature 
of regulation, or an examination standard and the importance of a right. 

I think that the problem of the "security range" is not the theme about which it 
should argue earnestly. 
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