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「
生
か
、
死
か
、
そ
れ
が
疑
問
だ
」（
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
福
田
恆
存
訳
）『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
八
二
頁
（
新
潮
文
庫
、
一
九
六
七
年
））

序

　

憲
法
は
生
き
て
い
る
の
か
、
死
ん
で
い
る
の
か
、
は
た
ま
た
生
け
る
屍
な
の
か）（
（

。
今
、
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
の
問
い
を
め
ぐ
る
議
論
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が
盛
ん
で
あ
る）2
（

。
と
り
わ
け
、
憲
法
典
を
崇
敬
す
る
原
意
主
義
（originalism

）
と
現
況
に
合
っ
た
対
応
を
試
み
る
生
け
る
憲
法

（living constitution

）
と
の
対
立
が
あ
り
、
こ
れ
に
保
守
と
リ
ベ
ラ
ル
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
立
が
入
り
混
じ
る
形
で
論
争
が
起
き

て
い
る
。

　

も
と
よ
り
論
者
に
よ
っ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
は
異
な
る
が
、
そ
の
典
型
的
対
立
構
造
と
し
て
は
原
意
主
義
者
が
憲
法
典
を
軸
と
し
た
憲

法
実
践
─
─
制
憲
者
に
よ
る
拘
束
を
前
提
─
─
を
提
唱
す
る
の
に
対
し
、
生
け
る
憲
法
は
コ
モ
ン
ロ
ー
に
よ
る
憲
法
の
発
展
─
─
司

法
に
よ
る
憲
法
形
成
─
─
を
提
示
す
る
。
さ
ら
に
は
近
時
、
生
け
る
原
意
主
義
が
両
者
の
調
和
を
は
か
ろ
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ
が

一
層
議
論
を
誘
発
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

　

か
か
る
状
況
は
特
殊
ア
メ
リ
カ
的
で
あ
り
、
他
の
国
で
は
こ
こ
ま
で
論
争
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い）3
（

。
そ
の
原
因
は

い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
が
、
原
意
主
義
が
盛
ん
な
理
由
と
し
て
は
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
が
建
国
期
か
ら
憲
法
と
と
も
に
あ
っ
た
こ
と
や

判
決
に
お
い
て
も
頻
繁
に
歴
史
や
原
意
が
登
場
し
て
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
他
方
で
、
生
け
る
憲
法
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
理
由

と
し
て
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
思
考
が
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
か
っ
た
こ
と
や
す
で
に
原
意
主
義
が
存
在
し
て

い
た
た
め
そ
の
好
敵
手
と
し
て
登
場
す
る
素
地
が
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　

つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
実
務
や
憲
法
理
論
に
お
い
て
は
、
憲
法
制
定
時
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
憲
法
を
語
る
と
い
う
ノ
ス
タ

ル
ジ
ッ
ク
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
用
さ
れ
て
き
た
と
同
時
に
、
そ
れ
と
は
異
な
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
ま
た
顔
を
覗

か
せ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
状
況
が
原
意
主
義
と
生
け
る
憲
法
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
正
当
化
さ
れ
る
余
地
を

残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
議
論
は
ア
メ
リ
カ
に
限
ら
ず
立
憲
主
義
諸
国
に
共
通
す
る
課
題
で
あ
る
。
静
態
的
憲
法
か
動
態
的
憲
法
か
を
め

ぐ
る
憲
法
変
遷
の
問
題
、
憲
法
典
に
拘
束
さ
れ
る
か
否
か
を
め
ぐ
る
憲
法
解
釈
の
問
題
、
合
憲
性
の
判
断
に
お
い
て
社
会
変
化
を
ど

の
よ
う
に
用
い
る
べ
き
か
を
め
ぐ
る
憲
法
訴
訟
の
問
題
な
ど
、
こ
れ
ら
は
憲
法
学
の
永
遠
の
テ
ー
マ
の
一
つ
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
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う
。

　

実
際
、
日
本
で
も
こ
う
し
た
議
論
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
日
本
国
憲
法
の
解
釈
へ
の
応
用
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
も
あ

る
）
（
（

。
興
味
深
い
の
は
、
日
本
の
基
本
書
レ
ベ
ル
で
は
従
来
か
ら
生
け
る
憲
法
が
推
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
で
あ
る）5
（

。
基
本
書
に
お

い
て
、
原
意
主
義
が
姿
を
現
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
生
け
る
憲
法
に
つ
い
て
は
そ
の
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
登
場
す
る
生
け
る
憲
法
は
憲
法
現
実
や
憲
法
変
遷
の
場
面
が
多
く
、
憲
法
解
釈
や
憲
法
訴
訟
な
ど
の
裁
判
実

務
ま
で
架
橋
さ
れ
て
は
い
な
い
。

　

そ
う
し
た
中
、
か
つ
て
憲
法
訴
訟
の
文
脈
で
生
け
る
憲
法
の
主
題
化
を
試
み
た
の
が
芦
部
信
喜
で
あ
っ
た
。
芦
部
は
、『
憲
法
訴

訟
の
理
論
』
の
中
で
、「
司
法
審
査
と
『
生
き
た
憲
法
』
の
観
念
」
と
い
う
項
目
を
設
け
、
そ
の
素
材
と
し
て
立
法
事
実
論
を
検
討

し
た
の
で
あ
る）6
（

。
こ
の
立
法
事
実
論
の
研
究
は
憲
法
訴
訟
の
実
務
に
影
響
を
与
え
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
論
文
で
あ
る
が
、
当
時

は
一
部
の
判
決
を
除
き
立
法
事
実
に
踏
み
込
ん
だ
判
決
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た）7
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
近
時
、
最
高
裁
が
社
会
状
況
の
変
化
を
理
由
に
憲
法
適
合
性
を
判
断
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

あ
ら
た
め
て
立
法
事
実
論
に
光
を
当
て
る
必
要
が
生
じ
て
い
る）8
（

。
と
り
わ
け
、
判
例
の
中
に
は
立
法
事
実
の
変
化
が
違
憲
判
断
の
中

で
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
判
断
手
法
自
体
多
く
の
学
問
的
関
心
を
集
め
て
い
る）9
（

。

　

こ
の
こ
と
は
生
け
る
憲
法
に
も
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
生
け
る
憲
法
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
憲
法
の
意
味
変
化
に
は
触
れ
ず
に

社
会
状
況
の
変
化
を
理
由
に
憲
法
判
断
を
行
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
生
け
る
憲
法
が
ど
の

よ
う
に
憲
法
訴
訟
に
影
響
す
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
の
下
、
立
法
事
実
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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Ⅰ　

生
け
る
憲
法
の
観
念

　

ま
ず
は
生
け
る
憲
法
の
内
容
を
確
認
し
て
お
く
。
自
然
法
的
影
響
を
受
け
な
が
ら
高
次
法
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
合
衆
国
憲
法

は
普
遍
的
（
と
考
え
ら
れ
る
）
価
値
を
実
体
化
し
た
国
の
最
高
法
規
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
憲
法
起
草
者
は
憲
法
を
不
変
の
も
の
と

想
定
し）（（
（

、
修
正
要
件
も
厳
格
化
し
た
。
ゆ
え
に
憲
法
が
時
代
状
況
に
合
わ
せ
て
変
化
す
る
と
い
う
発
想
は
な
く
、
生
け
る
憲
法
の
観

念
は
む
し
ろ
本
来
的
な
憲
法
の
趣
旨
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
に
南
北
戦
争
を
経
て
産
業
革
命
を
迎

え
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
状
況
は
大
き
く
変
化
し
、
こ
の
頃
か
ら
生
け
る
憲
法
の
発
想
が
さ
さ
や
か
れ
始
め
た
。

　

１　

生
け
る
憲
法
と
は
何
か

　

ド
ッ
ド
ソ
ン
（Scott D

odson
）
に
よ
れ
ば
、
生
け
る
憲
法
は
一
九
世
紀
末
～
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
比
喩
的
に
用
い
ら
れ
始
め
た

と
い
う）（（
（

。
そ
の
理
論
的
素
地
は
、
一
九
世
紀
末
の
セ
イ
ヤ
ー
（Jam

es B. T
hayer

）
論
文
に
そ
の
片
鱗
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る

と
す
る）（（
（

。
セ
イ
ヤ
ー
は
、
司
法
審
査
の
成
り
立
ち
に
関
す
る
論
文
に
お
い
て
、
明
文
規
定
の
な
い
司
法
審
査
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ

た
経
緯
や
背
景
を
分
析
し
て
お
り
、
そ
れ
が
憲
法
を
有
機
的
な
も
の
と
捉
え
て
い
た
と
み
な
す
の
で
あ
る）（（
（

。

　

二
〇
世
紀
に
入
る
と
、
大
統
領
や
裁
判
官
が
こ
う
し
た
発
想
を
提
示
す
る
よ
う
に
な
っ
た）（（
（

。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（W

oodrow
 W

ilson

）

（
後
の
大
統
領
）
は
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
学
長
時
代
に
、「
政
府
は
た
だ
の
機
械
で
は
な
く
有
機
体
で
あ
る
」
と
説
い
た）（（
（

。
ウ
ィ
ル
ソ

ン
に
よ
れ
ば
、
政
府
は
様
々
な
人
の
集
合
体
な
の
で
あ
っ
て
、
発
展
す
る
継
続
的
組
織
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
り
、「
生
け
る
政

治
的
憲
法
は
構
造
上
も
実
際
上
も
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
で
あ
る
」）（（
（

と
い
う
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
裁
判
官
で
は
、
ホ
ー
ム
ズ
（O

liver W
endell H

olm
es Jr.

）
裁
判
官
が
憲
法
を
有
機
体
と
し
て
捉
え
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス

（Louis D
. Brandeis

）
裁
判
官
も
「
何
か
し
ら
の
害
悪
に
対
応
す
る
た
め
に
法
律
や
憲
法
が
制
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
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そ
の
一
般
的
文
言
の
対
象
は
当
時
存
在
し
た
害
悪
に
必
ず
し
も
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
時
代
は
変
化
し
、
新
し
い
条
件
や
目

的
を
持
ち
込
む
。
し
た
が
っ
て
、
生
き
生
き
と
し
た
原
理
こ
そ
が
制
定
す
る
契
機
と
な
っ
た
害
悪
以
外
に
も
法
を
広
く
適
用
す
る
こ

と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
」）（（
（

と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
憲
法
を
有
機
体
あ
る
い
は
生
き
物
と
し
て
捉
え
る
発
想
は
、
必
ず
し
も
そ
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
が
同
じ
わ
け
で

は
な
か
っ
た
も
の
の
、
憲
法
は
条
文
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
く
む
し
ろ
そ
の
実
践
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
点
で
お
お
よ
そ
一
致
し

て
い
る
と
い
え
る
。

　

そ
の
後
、
こ
う
し
た
発
想
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
が）（（
（

、
生
け
る
憲
法
は
憲
法
訴
訟
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ

る
の
か
、
換
言
す
れ
ば
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
判
断
を
す
れ
ば
生
け
る
憲
法
と
な
る
の
か
、
ま
た
生
け
る
憲
法
は
い
か
な
る
憲
法
理

論
と
し
て
構
築
さ
れ
う
る
の
か
な
ど
、
重
要
な
課
題
が
残
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
二
〇
世
紀
後
半
か
ら
二
一
世
紀
に
か
け
て
原
意
主

義
と
生
け
る
憲
法
の
対
立
が
激
し
く
な
る
と）（（
（

、
生
け
る
憲
法
は
理
論
武
装
を
は
か
る
必
要
が
出
て
き
た
。

　

そ
の
結
果
、
生
け
る
憲
法
を
構
成
す
る
二
つ
の
要
素
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
一
つ
は
、
生
け
る
憲
法
が
要
請
す
る
内
容
で
あ
る
。

裁
判
に
お
い
て
、
社
会
状
況
の
変
化
を
考
慮
す
れ
ば
生
け
る
憲
法
の
実
践
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
生
け

る
憲
法
と
は
い
え
ず
、
他
に
何
か
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
き
、
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
（M

orton J. H
orw

itz

）
は
、「
憲
法
は

ア
メ
リ
カ
社
会
の
最
も
中
心
的
価
値
を
媒
介
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
持
続
的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
価
値
は
社

会
の
変
化
に
応
じ
て
不
可
避
的
に
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
」）（（
（

と
し
た
上
で
、
社
会
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
憲
法
の
意
味
を
変
え
る
ア

プ
ロ
ー
チ
が
生
け
る
憲
法
で
あ
る
と
し
て
い
る）（（
（

。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
社
会
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
判
断
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
憲
法
の
意
味
を
変
え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

社
会
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
た
憲
法
解
釈
を
行
う
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
原
意
主
義
と
異
な
る
憲
法
解
釈
を

行
っ
て
こ
そ
、
原
意
主
義
と
対
抗
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
単
に
社
会
状
況
を
踏
ま
え
た
判
断
を
す
る
だ
け
で
は
足
り
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な
い
。
社
会
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
た
憲
法
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
憲
法
論
と
し
て
の
生
け
る
憲
法
が
立
ち
現
れ

る
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
司
法
中
心
の
憲
法
実
践
で
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
に
二
元
的
民
主
政
論
で
知
ら
れ
る
ア
ッ
カ
ー
マ
ン
（Bruce 

A
ckerm

an
）
が
「
生
け
る
憲
法
」（T

he Living Constitution

）
と
題
し
た
論
文
を
出
し）（（
（

、
さ
ら
に
二
〇
一
〇
年
に
は
ス
ト
ラ
ウ
ス

（D
avid A

. Strauss

）
が
『
生
け
る
憲
法
』
の
題
名
で
本
を
刊
行
し
た
。
と
り
わ
け
、
本
稿
の
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
ス
ト
ラ
ウ
ス
が

司
法
中
心
の
生
け
る
憲
法
論
を
展
開
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ス
ト
ラ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、「〝
生
け
る
憲
法
と
は
〟
正
式
な
修
正
な

く
し
て
、
進
化
し
、
通
時
的
に
変
化
し
、
新
し
い
状
況
に
適
合
す
る
憲
法
の
こ
と
を
い
う
」）（（
（

。
ス
ト
ラ
ウ
ス
の
生
け
る
憲
法
は
コ
モ

ン
ロ
ー
的
発
想
に
基
づ
い
て
お
り
、
判
例
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
憲
法
が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
考
え
る
。
司
法
が
そ
の
時
々
の
社
会

状
況
に
応
じ
て
憲
法
判
断
を
行
っ
て
き
た
こ
と
が
憲
法
だ
と
説
く
の
で
あ
る
。
司
法
こ
そ
が
憲
法
実
践
の
担
い
手
で
あ
る
た
め
、
司

法
が
ど
の
よ
う
に
憲
法
解
釈
を
行
う
か
が
重
要
に
な
る
が
、
ス
ト
ラ
ウ
ス
は
そ
こ
で
重
要
に
な
る
の
は
裁
判
所
の
先
例
で
あ
り
、
憲

法
制
定
者
の
意
思
は
も
ち
ろ
ん
憲
法
典
す
ら
さ
し
て
意
味
を
持
た
な
い
と
す
る
。
憲
法
典
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
意
義
を
見
出
さ
な
い

と
い
う
点
に
お
い
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
る
も
の
の
、
連
邦
高
裁
の
裁
判
官
で
あ
る
ポ
ズ
ナ
ー
（Richard Posner

）
も
そ
れ
に
賛
意

を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る）（（
（

。

　

ス
ト
ラ
ウ
ス
の
生
け
る
憲
法
は
、
憲
法
典
よ
り
も
司
法
の
憲
法
判
断
を
重
視
し
か
つ
憲
法
修
正
手
続
を
経
る
こ
と
な
く
司
法
が
憲

法
の
内
容
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
点
で
憲
法
変
遷
の
文
脈
で
こ
の
問
題
を
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
社

会
状
況
に
応
じ
て
司
法
が
憲
法
の
内
容
を
形
成
し
て
い
く
と
い
う
点
で
憲
法
解
釈
や
憲
法
訴
訟
に
も
接
続
を
は
か
れ
る
可
能
性
が
あ

る
。　

　

た
だ
し
、
か
か
る
憲
法
構
想
が
ど
こ
ま
で
実
際
の
憲
法
裁
判
に
お
い
て
実
践
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
連
邦
最
高
裁
の
裁
判
官
の
中
で
も
意
見
が
割
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
で
は
、
一
般
に
ケ
ネ
デ
ィ
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（A
nthony M

. K
ennedy

）
裁
判
官
が
生
け
る
憲
法
の
発
想
に
近
い
と
さ
れ）（（
（

、
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
（Stephen G. Breyer

）
裁
判
官
の
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
ア
プ
ロ
ー
チ
も
そ
れ
に
近
い
と
さ
れ
る
が
、
二
〇
一
六
年
に
亡
く
な
っ
た
ス
カ
リ
ア
（A

ntonin Scalia

）
裁
判
官
の

よ
う
に
原
意
主
義
を
採
用
す
る
裁
判
官
や
ト
ー
マ
ス
（Clarence T

hom
as

）
裁
判
官
の
よ
う
に
歴
史
に
固
執
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を

と
る
裁
判
官
と
生
け
る
憲
法
は
相
性
が
良
く
な
い
。
実
際
、
二
〇
〇
三
年
のLaw

rence v. T
exas

連
邦
最
高
裁
判
決）（（
（

や
二
〇
〇

五
年
のRoper v. Sim

m
ons

連
邦
最
高
裁
判
決）（（
（

の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
に
も
連
邦
最
高
裁
が
生
け
る
憲
法
に
近
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を

採
用
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
が）（（
（

、
二
〇
〇
八
年
のD

istrict of Colum
bia v. H

eller

連
邦
最
高
裁
判
決）（（
（

の
よ
う
に
原
意
主
義
を
採
用

し
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
ま
た
、
他
の
裁
判
官
も
生
け
る
憲
法
に
親
和
的
な
動
き
を
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
も
あ

り
、
生
け
る
憲
法
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
生
け
る
憲
法
の
是
非
を
め
ぐ
る
最
近
の
事
例
と
し
て
は
、
二
〇
一

五
年
のO

bergefell v. H
odges

連
邦
最
高
裁
判
決
）
（（
（

が
挙
げ
ら
れ
る
。
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
歴
史
的
展
開
に
触
れ
な
が

ら
も
、
そ
こ
で
核
と
な
っ
て
い
た
の
は
判
例
の
展
開
で
あ
り
、
さ
ら
に
近
時
の
同
性
婚
承
認
状
況
に
言
及
し
て
同
性
婚
禁
止
州
法
を

違
憲
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ロ
バ
ー
ツ
（John G. Roberts Jr.

）
長
官
の
反
対
意
見
は
、「
法
廷
意
見
は
社
会
変
化
の
実
践
を
司

法
の
役
割
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」）（（
（

と
批
判
し
、
人
民
の
代
表
で
も
な
い
司
法
が
そ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
制
憲
者
意
図

に
反
す
る
と
し
て
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
現
在
の
連
邦
最
高
裁
に
お
い
て
保
守
派
と
リ
ベ
ラ
ル
派
が
拮
抗
し
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
る
と）（（
（

、O
bergefell

判
決

の
よ
う
に
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
が
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト
を
握
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
意
味
で
は
生
け
る
憲
法
が
実
践
さ
れ

や
す
い
状
況
に
あ
る
と
も
い
え
る
。

　

２　

日
本
に
お
け
る
生
け
る
憲
法
の
観
念

　

一
方
、
日
本
に
お
け
る
生
け
る
憲
法
は
憲
法
の
実
践
状
況
を
語
る
文
脈
で
登
場
す
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
憲
法
は
改
正
要
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件
が
厳
格
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
容
易
に
そ
の
内
容
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
法
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
か
か
る

硬
性
憲
法
の
特
質
が
社
会
変
化
等
の
外
在
的
影
響
に
対
し
て
も
及
ぶ
べ
き
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
い
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
憲
法
は
簡
単
に
そ
の
内
容
が
変
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
社
会
変
化
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
が
変

わ
る
こ
と
も
な
い
、
と
い
う
命
題
が
顕
現
す
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
従
来
の
議
論
は
憲
法
が
社
会
状
況
に
合
わ
せ
て
実
践
さ
れ
る
と
い
う
レ
ベ
ル
（
憲
法
実
践
）
と
憲
法
条
文
の
意
味
内
容

に
明
ら
か
に
反
す
る
行
為
が
法
的
効
果
を
持
つ
か
と
い
う
レ
ベ
ル
（
憲
法
変
遷
）
と
に
分
か
れ
て
展
開
し
て
き
た
。

　

前
者
の
レ
ベ
ル
で
は
、
ま
ず
社
会
変
化
の
影
響
以
前
の
問
題
と
し
て
、
そ
も
そ
も
憲
法
が
実
際
に
適
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
段

階
が
あ
る
。
野
中
俊
彦
・
中
村
睦
男
・
高
橋
和
之
・
高
見
勝
利
の
四
人
本
は
、
レ
ー
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（K

arl Loew
enstein

）
を

引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
憲
法
の
実
践
状
況
の
観
点
か
ら
生
け
る
憲
法
に
触
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
書
か
れ
た
憲
法
が
、

治
者
・
被
治
者
の
双
方
に
よ
り
遵
守
さ
れ
た
『
生
け
る
憲
法
』（living constitution

）
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
適
し
た
社
会
経

済
的
・
風
土
的
諸
条
件
が
必
要
で
あ
る
が
、
規
範
的
憲
法
と
は
、
か
か
る
条
件
が
存
在
し
、
成
典
憲
法
が
現
実
に
適
用
さ
れ
て
い
る

場
合
で
あ
る
」）（（
（

と
し
、「
こ
れ
に
対
し
、
成
典
憲
法
が
、
法
的
に
は
効
力
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
的
教
育
・
訓
練
と
か
、

独
立
的
中
産
階
級
の
存
在
と
か
と
い
っ
た
諸
条
件
を
欠
く
た
め
に
、
現
実
の
政
治
の
中
で
『
生
け
る
憲
法
』
と
な
っ
て
い
な
い
場
合

が
、
名
目
的
憲
法
で
あ
る
」）（（
（

と
い
う
。
こ
こ
で
は
「
生
け
る
憲
法
」
が
、
憲
法
が
実
際
に
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
す
意
味
で
用

い
ら
れ
て
い
る
。

　

憲
法
の
実
際
の
適
用
を
前
提
と
し
た
上
で
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
社
会
変
化
の
影
響
を
受
け
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
の
問
題

に
つ
い
て
、
芦
部
は
「
生
け
る
法
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
な
が
ら
、「
憲
法
も
変
転
す
る
社
会
の
動
態
の
下
で
『
生
け
る
法
』
で
あ

る
か
ら
、
憲
法
規
範
の
本
来
の
意
味
に
変
化
が
起
こ
り
、
そ
の
趣
旨
・
目
的
を
拡
充
さ
せ
る
よ
う
な
憲
法
現
実
が
存
在
す
る
こ
と
、

こ
れ
は
当
然
の
現
象
で
、
と
く
に
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
」）（（
（

と
す
る
。
つ
ま
り
、
憲
法
が
生
け
る
法
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
社
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会
変
化
に
応
じ
て
憲
法
の
趣
旨
や
目
的
が
広
が
っ
て
い
る
現
実
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
生
け
る
憲
法
の
発
想
を
受
け
入
れ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
佐
藤
幸
治
も
「
政
治
社
会
は
そ
れ
自
体
生
物
で
あ
っ
て
生
物
と
同
様
不
断
の
変
化
を
免
れ
ず
、
憲
法
も
一
種
の
生
き
た
有

機
的
組
織
体
と
も
い
う
べ
き
性
質
を
も
つ
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
」）（（
（

と
述
べ
て
い
る
。「
生
け
る
憲
法
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
使
っ

て
い
な
い
も
の
の
、
生
物
同
様
に
憲
法
も
変
化
す
る
性
質
を
有
し
て
い
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
趣
旨
は
生
け
る
憲

法
の
発
想
に
近
い
。
ま
た
、「
有
機
的
組
織
体
」
と
い
う
言
葉
は
、
か
つ
て
ホ
ー
ム
ズ
裁
判
官
が
生
け
る
憲
法
を
語
っ
た
内
容
に
も

通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ホ
ー
ム
ズ
裁
判
官
は
一
九
一
四
年
のGom

pers v. U
nited States

連
邦
最
高
裁
判
決）（（
（

の
法
廷
意
見
に

お
い
て
、「
憲
法
規
定
は
数
学
の
公
式
の
よ
う
に
形
を
本
質
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
憲
法
規
定
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
移
植
さ
れ
た
有

機
的
で
生
き
て
い
る
組
織
で
あ
る
。
そ
の
本
質
は
生
き
生
き
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
形
ば
か
り
の
も
の
で
は
な
い
」）（（
（

と
述
べ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。

　

一
方
、
こ
う
し
た
レ
ベ
ル
の
問
題
と
は
別
に
、
憲
法
条
文
の
意
味
内
容
に
明
ら
か
に
反
す
る
行
為
が
法
的
効
果
を
持
つ
か
と
い
う

憲
法
変
遷
の
問
題
が
あ
る
。
芦
部
は
、「
問
題
は
、
規
範
に
真
正
面
か
ら
反
す
る
よ
う
な
現
実
が
生
起
し
、
そ
れ
が
、
一
定
の
段
階

に
達
し
た
と
き
、
規
範
を
改
正
し
た
の
と
同
じ
よ
う
な
法
的
効
果
を
生
ず
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
そ
う
い
う
意
味

0

0

0

0

0

0

の0

『
憲
法
変
遷
』
が
認
め
ら
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」）（（
（

（
傍
点
原
著
）
と
述
べ
て
い
る）（（
（

。
そ
し
て
芦
部
は
、
憲
法
規
範
の
本

来
の
意
味
に
変
化
が
起
こ
り
、
そ
の
趣
旨
・
目
的
を
拡
充
さ
せ
る
よ
う
な
憲
法
現
実
が
存
在
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、

「
こ
れ
は
、
む
し
ろ
、
憲
法
の
変
遷
と
し
て
説
明
す
べ
き
場
合
に
当
た
ら
な
い
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
」
と
す
る）（（
（

。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
日
本
の
憲
法
学
に
お
い
て
は
、
社
会
変
化
の
影
響
を
受
け
た
憲
法
の
実
践
と
憲
法
変
遷
と
に
分
け
ら
れ
、
前

者
が
生
け
る
憲
法
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
程
度
共
有
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の

生
け
る
憲
法
は
総
じ
て
肯
定
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
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Ⅱ　

憲
法
訴
訟
に
お
け
る
生
け
る
憲
法

　

生
け
る
憲
法
の
議
論
は
、
ア
メ
リ
カ
・
日
本
と
も
に
生
け
る
憲
法
の
観
念
0

0

が
中
心
と
な
っ
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
生
け
る
憲
法
と

憲
法
裁
判
と
の
関
係
に
関
す
る
問
題
が
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
点
に
つ
き
、
生
け
る
憲
法
と
憲
法
解
釈
や
憲
法
判
断
と
の
関
係
に
つ
い
て
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
た
の
が
、
芦
部
や
伊
藤
正

己
で
あ
っ
た
。
伊
藤
は
「
成
文
憲
法
の
解
釈
と
し
て
は
、
そ
の
解
釈
の
基
盤
が
法
文
に
あ
る
と
し
て
も
、
法
文
に
と
ら
わ
れ
、
概
念

構
成
と
論
理
の
み
に
重
点
を
お
く
解
釈
を
行
う
と
き
は
、
生
き
た
憲
法
の
運
用
は
望
め
な
い
」）（（
（

と
述
べ
て
目
的
論
的
解
釈
が
主
要
な

解
釈
方
法
で
あ
る
べ
き
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
基
本
書
の
中
で
登
場
し
て
い
る
の
で
こ
れ
以
上
の
分
析
は
行
わ
れ
て
い
な
い

が
、
生
け
る
憲
法
が
憲
法
解
釈
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
要
請
を
も
た
ら
す
か
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

　

１　

生
け
る
憲
法
と
立
法
事
実

　

司
法
は
生
け
る
憲
法
を
ど
の
よ
う
に
実
践
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
意
識
を
持
っ
て
憲
法
訴
訟
の
領
域
に
斬
り
込
ん
だ
の
が
芦
部

で
あ
っ
た
。
芦
部
は
、『
憲
法
訴
訟
の
理
論
』
の
「
第
１
部　

Ⅰ　

３
節
」
の
見
出
し
を
「
司
法
審
査
と
『
生
き
た
憲
法
』
の
観
念
」

と
し
、
立
法
事
実
に
つ
い
て
分
析
し
た
の
で
あ
る
。

　

同
節
は
次
の
よ
う
な
言
葉
で
始
ま
っ
て
い
る
。「
以
上
の
よ
う
な
憲
法
裁
判
に
お
け
る
最
高
裁
の
象
徴
性
と
権
力
性
の
相
関
関
係

は
、
別
の
見
地
か
ら
い
え
ば
、
裁
判
所
の
憲
法
解
釈
の
前
提
条
件
と
し
て
、
憲
法
が
時
代
と
社
会
の
変
転
に
応
じ
て
変
化
す
る
『
生

き
た
思
想
の
皮
袋
』
だ
と
い
う
観
念
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
『
生
き
た
憲
法
』（living 

constitution

）
の
思
想
か
ら
み
た
司
法
審
査
の
あ
る
べ
き
姿
に
考
察
の
眼
を
転
じ
て
み
た
い
」）（（
（

。

　

こ
こ
で
の
芦
部
の
問
題
関
心
は
、
憲
法
が
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
そ
れ
に
関
す
る
司
法
審
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査
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
芦
部
は
、
裁
判
所
の
判
断
に
は
二
つ
の
過
程
、
す
な
わ
ち
①
当
事
者
そ
れ
ぞ
れ
の
憲
法

上
の
主
張
に
内
容
を
与
え
る
段
階
と
②
そ
れ
ら
の
主
張
を
一
つ
に
従
属
さ
せ
る
段
階
と
に
分
か
れ
る
と
す
る
。
①
は
権
利
の
主
張
と

権
利
制
限
の
主
張
の
対
立
の
こ
と
で
あ
り
、
②
は
い
ず
れ
か
の
主
張
を
認
め
る
こ
と
を
い
う
。

　

芦
部
は
、
①
の
段
階
に
お
い
て
裁
判
所
が
留
意
す
べ
き
点
と
し
て
、
憲
法
の
発
展
を
重
視
し
て
現
代
的
・
具
体
的
意
味
の
探
求
を

志
向
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
と
す
れ
ば
、「
誰
が
、
何
を
、
ど
こ
で
、
い
つ
、
い
か
に
、
ど
ん
な
動
機
・
意
図
か
ら
、
い
か
な
る

背
景
の
も
と
で
行
な
っ
た
か
と
い
う
事
実
（
ア
メ
リ
カ
で
い
うadjudicative facts

）
は
も
ち
ろ
ん
、
法
令
の
違
憲
性
が
争
わ
れ
る
事

件
で
は
、
第
二
の
段
階
に
お
け
る
分
析
と
も
密
接
に
関
連
し
て
く
る
が
、
法
令
の
基
礎
に
あ
っ
て
そ
れ
を
支
え
て
い
る
─
─
つ
ま
り

法
令
の
背
景
を
な
す
社
会
的
・
経
済
的
─
─
事
実
（
ア
メ
リ
カ
で
い
うlegislative facts

）」）（（
（

が
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と

し
、
こ
う
し
た
事
実
の
裏
づ
け
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
憲
法
上
の
主
張
に
具
体
的
な
内
容
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
事
実
問

題
の
分
析
結
果
が
憲
法
判
断
の
具
体
的
内
容
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
生
け
る
憲
法
の
観
点
か
ら
憲
法
裁
判
を
み
る
と
、
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
事
実
が
重
要
な
要
素
と
な
り
、
そ
の

分
析
や
評
価
が
憲
法
判
断
の
内
容
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る）（（
（

。
そ
の
た
め
、
芦
部
は
司
法
事
実
や
立
法
事
実
の
判
断
に

着
目
し
、
同
書
に
お
い
て
立
法
事
実
の
検
討
を
随
所
で
行
っ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
芦
部
は
こ
れ
以
上
生
け
る
憲
法
と
立
法
事
実
論
の
関
係
に
つ
い
て
何
も
言
及
し
て
お
ら
ず
、
両
者
の
関
係
は
憲
法
の

動
態
性
か
ら
司
法
審
査
論
を
考
え
た
場
合
に
立
法
事
実
が
重
要
に
な
る
こ
と
し
か
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
と
は
い
え
、
立
法
事

実
論
が
立
法
の
合
理
性
を
支
え
る
事
実
を
検
証
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
憲
法
判
断
に
事
実
の
変
化
を
織
り
込
む
も
の

で
あ
り
、
生
け
る
憲
法
の
発
想
を
司
法
判
断
レ
ベ
ル
に
お
い
て
実
践
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
、
そ
れ
が
司
法

に
よ
る
憲
法
価
値
の
実
現
と
い
う
企
図
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
流
の
生
け
る
憲
法
論
に
も
近
接
す
る
こ
と
に
な

る
。
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芦
部
の
立
法
事
実
論
は
司
法
判
断
の
活
性
化
を
意
図
し
て
い
た
も
の
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が）（（
（

、
立
法
事
実
論
自
体
の
理
論

的
内
容
も
そ
の
よ
う
に
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
き
、
淺
野
博
宣
は
、
立
法
事
実
に
つ
い
て
法
形
成
を
支
え
る
事
実
と
し
て

捉
え
た
デ
イ
ビ
ス
（K

enneth Culp D
avis

）
と
異
な
り
、
芦
部
が
立
法
事
実
を
支
え
る
合
理
性
と
説
明
し
た
こ
と
の
理
由
を
分
析

す
る
こ
と
で
、
芦
部
の
立
法
事
実
論
の
特
徴
を
見
出
し
て
い
る）（（
（

。
立
法
事
実
論
を
提
唱
し
た
デ
イ
ビ
ス
は
、
立
法
事
実
に
つ
い
て
、

法
形
成
を
支
え
る
事
実
と
し
て
捉
え
た）（（
（

。
そ
の
法
形
成
を
合
理
化
す
る
た
め
に
は
客
観
的
な
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
必
要
で

あ
り
、
司
法
過
程
に
お
い
て
そ
の
事
実
認
定
を
規
律
す
る
こ
と
が
立
法
事
実
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
淺
野
に
よ
れ
ば
、
芦
部
は
デ
イ

ビ
ス
の
議
論
を
受
け
止
め
た
上
で
、
立
法
目
的
の
み
な
ら
ず
手
段
の
合
理
性
を
基
礎
づ
け
る
事
実
を
も
立
法
事
実
の
射
程
に
入
れ
る

こ
と
を
伝
え
る
た
め
に
法
律
の
合
理
性
を
支
え
る
事
実
と
し
て
説
明
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
分
析
し
て
い
る
。
芦
部
の
立
法
事
実

論
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
狙
い
は
憲
法
訴
訟
論
を
進
め
る
こ
と
で
あ
り
、
立
法
事
実
論
は
、
憲
法
訴
訟
論

の
一
環
と
し
て
、
立
法
に
対
す
る
司
法
的
統
制
を
活
性
化
さ
せ
る
と
い
う
見
地
か
ら
提
唱
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

２　

立
法
事
実
の
変
化
の
許
容
？

　

そ
れ
で
は
、
最
高
裁
は
立
法
事
実
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
従
来
か
ら
最
高
裁
は
立
法
事
実
に
触
れ
な
が

ら
憲
法
判
断
を
行
っ
て
き
た
が
、
最
近
で
は
事
実
の
変
化
こ
そ
が
合
憲
性
の
判
断
に
お
い
て
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
判

決
が
垣
間
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

か
つ
て
最
高
裁
が
立
法
事
実
に
つ
い
て
判
断
し
て
き
た
の
は
職
業
の
自
由
の
領
域
が
中
心
で
あ
っ
た
。
生
け
る
憲
法
の
観
点
か
ら

す
る
と
、
と
り
わ
け
、
立
法
事
実
が
変
化
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
公
衆
浴
場
距
離
制
限
事
件
判
決
が
注
目
さ
れ
る
。
芦
部
自
身
、

昭
和
三
〇
年
判
決
（
公
衆
浴
場
判
決
Ⅰ
））

（（
（

、
平
成
元
年
一
月
判
決
（
公
衆
浴
場
判
決
Ⅱ
））

（（
（

、
平
成
元
年
三
月
判
決
（
公
衆
浴
場
判
決
Ⅲ
））

（（
（

の

三
つ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
消
極
目
的
規
制
、
積
極
目
的
規
制
、
混
在
規
制
へ
の
変
遷
が
み
ら
れ
る
と
指
摘
し
て
お
り）（（
（

、
こ
の
事
件
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は
立
法
事
実
の
変
化
が
み
ら
れ
る
卑
近
な
例
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
公
衆
浴
場
判
決
Ⅱ
は
公
衆
浴
場
判
決
Ⅰ
か
ら

三
〇
年
以
上
経
過
し
て
か
ら
の
判
断
で
あ
り
、
そ
の
変
化
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

各
公
衆
浴
場
判
決
の
立
法
事
実
の
認
定
部
分
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
ど
の
部
分
に
照
射
す
る
か
に
よ
っ
て
変
わ
り
う
る
が
、

立
法
目
的
の
背
景
に
つ
い
て
述
べ
た
と
考
え
ら
れ
る
部
分
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

公
衆
浴
場
判
決
Ⅰ
は
、「
公
衆
浴
場
は
、
多
数
の
国
民
の
日
常
生
活
に
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
、
多
分
に
公
共
性
を
伴
う
厚
生
施

設
で
あ
る
。
そ
し
て
、
若
し
そ
の
設
立
を
業
者
の
自
由
に
委
せ
て
、
何
等
そ
の
偏
在
及
び
濫
立
を
防
止
す
る
等
そ
の
配
置
の
適
正
を

保
つ
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
な
い
と
き
は
、
そ
の
偏
在
に
よ
り
、
多
数
の
国
民
が
日
常
容
易
に
公
衆
浴
場
を
利
用
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
不
便
を
来
た
す
お
そ
れ
な
き
を
保
し
難
く
、
ま
た
、
そ
の
濫
立
に
よ
り
、
浴
場
経
営
に
無
用
の
競
争
を
生
じ
そ
の
経

営
を
経
済
的
に
不
合
理
な
ら
し
め
、
ひ
い
て
浴
場
の
衛
生
設
備
の
低
下
等
好
ま
し
か
ら
ざ
る
影
響
を
来
た
す
お
そ
れ
な
き
を
保
し
難

い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
上
記
公
衆
浴
場
の
性
質
に
鑑
み
、
国
民
保
健
及
び
環
境
衛
生
の
上
か
ら
、
出
来
る
限
り
防
止
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
、
公
衆
浴
場
の
設
置
場
所
が
配
置
の
適
正
を
欠
き
、
そ
の
偏
在
乃
至
濫
立
を
来
た
す
に
至
る
が

ご
と
き
こ
と
は
、
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
理
由
に
よ
り
公
衆
浴
場
の
経
営
の
許
可
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き

る
旨
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
、
憲
法
二
二
条
に
違
反
す
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。」）（（
（

と
判
示
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
公
衆
浴
場
判
決
Ⅱ
は
、「
公
衆
浴
場
法
に
公
衆
浴
場
の
適
正
配
置
規
制
の
規
定
が
追
加
さ
れ
た
の
は
昭
和
二
五
年

法
律
第
一
八
七
号
の
同
法
改
正
法
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
公
衆
浴
場
が
住
民
の
日
常
生
活
に
お
い
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
公
共
的

施
設
で
あ
り
、
こ
れ
に
依
存
し
て
い
る
住
民
の
需
要
に
応
え
る
た
め
、
そ
の
維
持
、
確
保
を
図
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
、
立
法
当
時

も
今
日
も
変
わ
り
は
な
い
。
む
し
ろ
、
公
衆
浴
場
の
経
営
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
今
日
に
お
い
て
は
、
一
層
そ
の
重
要
性
が
増
し
て

い
る
。
そ
う
す
る
と
、
公
衆
浴
場
業
者
が
経
営
の
困
難
か
ら
廃
業
や
転
業
を
す
る
こ
と
を
防
止
し
、
健
全
で
安
定
し
た
経
営
を
行
え

る
よ
う
に
種
々
の
立
法
上
の
手
段
を
と
り
、
国
民
の
保
健
福
祉
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
と
こ
ろ
で
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あ
り
、
右
の
適
正
配
置
規
制
及
び
距
離
制
限
も
、
そ
の
手
段
と
し
て
十
分
の
必
要
性
と
合
理
性
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。」）

（（
（

と
判
断
し
た
。

　

調
査
官
解
説
に
よ
れ
ば
、
公
衆
浴
場
判
決
Ⅱ
は
、
立
法
目
的
が
既
存
業
者
の
保
護
を
超
え
て
公
衆
浴
場
の
確
保
自
体
に
変
化
し
た

と
い
う）（（
（

。
約
三
〇
年
の
間
に
社
会
状
況
の
変
化
が
あ
り
、
自
家
風
呂
の
普
及
に
よ
っ
て
公
衆
浴
場
が
減
少
し
て
い
っ
た
も
の
の
、
大

都
市
圏
で
は
な
お
公
衆
浴
場
の
需
要
が
あ
る
と
い
う
状
況
と
な
る
に
つ
れ
て
、
過
当
競
争
の
防
止
と
い
う
よ
り
も
公
共
施
設
と
し
て

の
確
保
の
必
要
性
の
側
面
が
強
く
な
っ
て
き
た
。
実
際
、
昭
和
五
六
年
に
は
、
住
民
の
公
衆
浴
場
の
利
用
確
保
の
た
め
に
公
衆
浴
場

確
保
特
別
措
置
法
が
制
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
公
衆
浴
場
判
決
Ⅱ
は
こ
の
よ
う
な
状
況
の
変

化
を
念
頭
に
判
断
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
、
公
衆
浴
場
判
決
Ⅱ
で
は
過
当
競
争
の
防
止
と
い
う
側
面
が
姿
を
消
し
、
経
営
困
難
な
状
況
が
前
面
に
出
て
い
る
こ
と

か
ら
す
る
と
、
立
法
目
的
に
一
定
の
変
化
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
み
え
る
。
た
だ
し
、
公
衆
浴
場
の
公
共
性
を
理
由
に
住
民
の
利
用
に

応
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
公
衆
浴
場
判
決
Ⅱ
が
述
べ
る
よ
う
に
公
衆
浴
場
判
決
Ⅰ
の
頃
と
変
わ
っ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
立
法
目
的
に
つ
い
て
は
変
化
し
て
い
な
い
部
分
と
変
化
し
た
部
分
の
両
方
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
判
断
に
な
っ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
公
衆
浴
場
法
に
お
け
る
目
的
規
定
の
不
在
で
あ
る
。
公
衆
浴
場
法
一

条
に
は
定
義
に
関
す
る
事
項
し
か
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
他
の
規
定
に
も
目
的
に
当
た
る
内
容
が
見
当
た
ら
な
い
。
目
的
規
定
が
存
在

し
な
い
以
上
、
法
律
全
体
の
趣
旨
や
立
法
経
過
な
ど
か
ら
立
法
目
的
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
結
果
、
目
的
が
抽
象
化
・
複
合

化
し
、
立
法
事
実
の
変
化
を
受
け
入
れ
や
す
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

司
法
が
立
法
事
実
の
変
化
に
言
及
す
る
こ
と
は
、
一
見
す
る
と
、
生
け
る
憲
法
に
近
い
よ
う
に
み
え
る
。
公
衆
浴
場
判
決
Ⅱ
は
、

公
共
施
設
と
し
て
の
公
衆
浴
場
の
維
持
・
確
保
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
に
加
え
て
、
経
営
困
難
な
状
況
か
ら
公
衆
浴
場
業
者

を
保
護
す
る
必
要
性
が
生
じ
た
と
い
う
認
定
を
行
っ
た
。
つ
ま
り
、
変
化
自
体
は
距
離
制
限
を
認
め
る
方
向
で
の
変
化
だ
っ
た
わ
け
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で
あ
り
、
合
憲
性
が
危
う
く
な
る
方
向
で
の
変
化
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
う
な
る
と
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
立
法
事
実
の

変
化
に
言
及
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
。

　

通
常
考
え
ら
れ
る
の
は
、
立
法
事
実
の
変
化
が
な
け
れ
ば
合
憲
性
を
支
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

し
か
し
、
公
衆
浴
場
判
決
Ⅱ
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
立
法
事
実）（（
（

は
変
化
し
て
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
そ
も
そ
も
公
衆
浴
場

判
決
Ⅰ
の
憲
法
判
断
に
批
判
が
多
か
っ
た
こ
と）（（
（

や
そ
の
後
薬
事
法
距
離
制
限
判
決）（（
（

が
違
憲
判
断
を
下
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
合
憲
性

を
支
え
る
プ
ラ
ス
の
要
素
が
必
要
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
仮
に
そ
う
し
た
側
面
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
立
法
事
実
の
変
化
が
合
憲

判
断
の
補
強
証
拠
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
う
な
る
と
司
法
的
統
制
を
強
化
す
る
と
い
う
発
想
と
は
距
離
が
出
て

く
る
。

Ⅲ　

立
法
事
実
と
社
会
変
化

　

１　

立
法
事
実
が
変
化
し
て
も
合
憲

　

近
時
、
最
高
裁
は
立
法
事
実
の
変
化
に
言
及
し
た
判
断
を
多
用
す
る
傾
向
に
あ
り
、
変
化
に
伴
う
結
果
も
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン

が
出
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
①
立
法
事
実
が
変
化
し
て
も
合
憲
、
②
立
法
事
実
が
変
化
し
た
か
ら
違
憲
、
③
立
法
事
実
が
変
化
し
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
が
合
憲
、
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
①
に
つ
い
て
は
、
農
地
法
違
反
の
事
件
に
お
い
て
被
告
人
が
農
地
法
に
よ
る
規
制
が
財
産
権
を
侵
害
す
る
の
で
は
な
い
か

と
主
張
し
た
農
地
法
違
反
事
件
判
決）（（
（

が
挙
げ
ら
れ
る
。
最
高
裁
は
、「
こ
の
よ
う
な
規
制
の
目
的
は
、
土
地
の
農
業
上
の
効
率
的
な

利
用
を
図
り
、
営
農
条
件
が
良
好
な
農
地
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
業
経
営
の
安
定
を
図
る
と
と
も
に
、
国
土
の
合
理
的
か

つ
計
画
的
な
利
用
を
図
る
た
め
の
他
の
制
度
と
相
ま
っ
て
、
土
地
の
農
業
上
の
利
用
と
他
の
利
用
と
の
利
用
関
係
を
調
整
し
、
農
地
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の
環
境
を
保
全
す
る
こ
と
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
規
制
目
的
は
、
農
地
法
の
立
法
当
初
と
比
較
し
て
農
地
を
め
ぐ
る
社
会
情

勢
が
変
化
し
て
き
た
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
な
お
正
当
性
を
肯
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」）（（
（

と
し
、
立
法
事
実
が
変
化
し
た
と
し
て

も
合
憲
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

　

２　

立
法
事
実
が
変
化
し
た
か
ら
違
憲

　

次
に
②
に
つ
い
て
は
、
在
外
邦
人
選
挙
権
訴
訟）（（
（

、
国
籍
法
違
憲
訴
訟）（（
（

、
非
嫡
出
子
相
続
分
規
定
違
憲
訴
訟）（（
（

、
再
婚
禁
止
期
間
違
憲

訴
訟）（（
（

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
在
外
邦
人
選
挙
権
訴
訟
で
は
、
平
成
一
〇
年
の
公
選
法
の
改
正
が
在
外
邦
人
に
比
例
区
の
選
挙
に
つ
い

て
は
認
め
た
も
の
の
小
選
挙
区
の
選
挙
に
つ
い
て
は
認
め
な
い
ま
ま
だ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
本
件
改
正
後
に
在
外
選
挙
が
繰
り

返
し
実
施
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
、
通
信
手
段
が
地
球
規
模
で
目
覚
ま
し
い
発
達
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
れ
ば
、
在
外
国
民

に
候
補
者
個
人
に
関
す
る
情
報
を
適
正
に
伝
達
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
は
い
え
な
く
な
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。」）（（
（

と
し
、
選
挙
権
侵
害
を
認
め
て
違
憲
判
断
を
下
し
て
い
る
。

　

国
籍
法
違
憲
訴
訟
は
、「
国
籍
法
三
条
一
項
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
当
時
の
社
会
通
念
や
社
会
的
状
況
の
下
に
お
い
て
は
、
日
本

国
民
で
あ
る
父
と
日
本
国
民
で
な
い
母
と
の
間
の
子
に
つ
い
て
、
父
母
が
法
律
上
の
婚
姻
を
し
た
こ
と
を
も
っ
て
日
本
国
民
で
あ
る

父
と
の
家
族
生
活
を
通
じ
た
我
が
国
と
の
密
接
な
結
び
付
き
の
存
在
を
示
す
も
の
と
み
る
こ
と
に
は
相
応
の
理
由
が
あ
っ
た
も
の
と

み
ら
れ
」）（（
（

る
と
し
な
が
ら
も
、「
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
我
が
国
に
お
け
る
社
会
的
、
経
済
的
環
境
等
の
変
化
に
伴
っ
て
、
夫

婦
共
同
生
活
の
在
り
方
を
含
む
家
族
生
活
や
親
子
関
係
に
関
す
る
意
識
も
一
様
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
今
日
で
は
、
出
生
数

に
占
め
る
非
嫡
出
子
の
割
合
が
増
加
す
る
な
ど
、
家
族
生
活
や
親
子
関
係
の
実
態
も
変
化
し
多
様
化
し
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

社
会
通
念
及
び
社
会
的
状
況
の
変
化
に
加
え
て
、
近
年
、
我
が
国
の
国
際
化
の
進
展
に
伴
い
国
際
的
交
流
が
増
大
す
る
こ
と
に
よ
り
、

日
本
国
民
で
あ
る
父
と
日
本
国
民
で
な
い
母
と
の
間
に
出
生
す
る
子
が
増
加
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
両
親
の
一
方
の
み
が
日
本
国
民
で
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あ
る
場
合
に
は
、
同
居
の
有
無
な
ど
家
族
生
活
の
実
態
に
お
い
て
も
、
法
律
上
の
婚
姻
や
そ
れ
を
背
景
と
し
た
親
子
関
係
の
在
り
方

に
つ
い
て
の
認
識
に
お
い
て
も
、
両
親
が
日
本
国
民
で
あ
る
場
合
と
比
べ
て
よ
り
複
雑
多
様
な
面
が
あ
り
、
そ
の
子
と
我
が
国
と
の

結
び
付
き
の
強
弱
を
両
親
が
法
律
上
の
婚
姻
を
し
て
い
る
か
否
か
を
も
っ
て
直
ち
に
測
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考

慮
す
れ
ば
、
日
本
国
民
で
あ
る
父
が
日
本
国
民
で
な
い
母
と
法
律
上
の
婚
姻
を
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、
初
め
て
子
に
日
本
国
籍
を
与

え
る
に
足
り
る
だ
け
の
我
が
国
と
の
密
接
な
結
び
付
き
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
は
、
今
日
で
は
必
ず
し
も
家
族
生
活
等
の

実
態
に
適
合
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
諸
外
国
に
お
い
て
は
、
非
嫡
出
子
に
対
す
る
法
的
な
差
別
的
取
扱
い
を

解
消
す
る
方
向
に
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
、
我
が
国
が
批
准
し
た
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
及
び
児
童
の
権

利
に
関
す
る
条
約
に
も
、
児
童
が
出
生
に
よ
っ
て
い
か
な
る
差
別
も
受
け
な
い
と
す
る
趣
旨
の
規
定
が
存
す
る
。
さ
ら
に
、
国
籍
法

三
条
一
項
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
後
、
自
国
民
で
あ
る
父
の
非
嫡
出
子
に
つ
い
て
準
正
を
国
籍
取
得
の
要
件
と
し
て
い
た
多
く
の
国

に
お
い
て
、
今
日
ま
で
に
、
認
知
等
に
よ
り
自
国
民
と
の
父
子
関
係
の
成
立
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
そ
れ
だ
け
で
自
国
籍
の
取
得

を
認
め
る
旨
の
法
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
我
が
国
を
取
り
巻
く
国
内
的
、
国
際
的
な
社
会
的
環
境
等
の
変
化
に
照

ら
し
て
み
る
と
、
準
正
を
出
生
後
に
お
け
る
届
出
に
よ
る
日
本
国
籍
取
得
の
要
件
と
し
て
お
く
こ
と
に
つ
い
て
、
前
記
の
立
法
目
的

と
の
間
に
合
理
的
関
連
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
も
は
や
難
し
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」）（（
（

と
し
た
。

　

非
嫡
出
子
相
続
分
規
定
違
憲
訴
訟
は
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
の
非
嫡
出
子
に
対
す
る
相
続
分
規
定
の
合
憲
性
を
判
断
す

る
に
あ
た
り
、
昭
和
二
二
年
の
民
法
改
正
以
降
の
状
況
に
つ
き
婚
姻
や
家
族
形
態
の
変
化
、
国
民
意
識
の
変
化
、
諸
外
国
や
国
際
状

況
の
変
化
、
国
内
の
法
制
度
の
変
化
な
ど
に
言
及
し
た
上
で
、「
本
件
規
定
の
合
理
性
に
関
連
す
る
以
上
の
よ
う
な
種
々
の
事
柄
の

変
遷
等
は
、
そ
の
中
の
い
ず
れ
か
一
つ
を
捉
え
て
、
本
件
規
定
に
よ
る
法
定
相
続
分
の
区
別
を
不
合
理
と
す
べ
き
決
定
的
な
理
由
と

し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
昭
和
二
二
年
民
法
改
正
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
間
の
社
会
の
動
向
、
我
が
国
に
お
け
る
家

族
形
態
の
多
様
化
や
こ
れ
に
伴
う
国
民
の
意
識
の
変
化
、
諸
外
国
の
立
法
の
す
う
勢
及
び
我
が
国
が
批
准
し
た
条
約
の
内
容
と
こ
れ
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に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
委
員
会
か
ら
の
指
摘
、
嫡
出
子
と
嫡
出
で
な
い
子
の
区
別
に
関
わ
る
法
制
等
の
変
化
、
更
に
は
こ
れ
ま
で
の

当
審
判
例
に
お
け
る
度
重
な
る
問
題
の
指
摘
等
を
総
合
的
に
考
察
す
れ
ば
、
家
族
と
い
う
共
同
体
の
中
に
お
け
る
個
人
の
尊
重
が
よ

り
明
確
に
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
法
律
婚
と
い
う
制
度
自
体
は
我
が
国
に
定
着
し
て
い
る

と
し
て
も
、
上
記
の
よ
う
な
認
識
の
変
化
に
伴
い
、
上
記
制
度
の
下
で
父
母
が
婚
姻
関
係
に
な
か
っ
た
と
い
う
、
子
に
と
っ
て
は
自

ら
選
択
な
い
し
修
正
す
る
余
地
の
な
い
事
柄
を
理
由
と
し
て
そ
の
子
に
不
利
益
を
及
ぼ
す
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
子
を
個
人
と
し
て
尊

重
し
、
そ
の
権
利
を
保
障
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
確
立
さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。」）（（
（

と
し
た
。

　

再
婚
禁
止
期
間
違
憲
訴
訟
は
、
女
性
に
六
か
月
の
再
婚
禁
止
期
間
を
定
め
る
民
法
七
三
三
条
一
項
の
合
憲
性
に
つ
き
、「
そ
の
後
、

医
療
や
科
学
技
術
が
発
達
し
た
今
日
に
お
い
て
は
、
上
記
の
よ
う
な
各
観
点
か
ら
、
再
婚
禁
止
期
間
を
厳
密
に
父
性
の
推
定
が
重
複

す
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
の
期
間
に
限
定
せ
ず
、
一
定
の
期
間
の
幅
を
設
け
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
た
と
い

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
加
え
て
、
昭
和
二
二
年
民
法
改
正
以
降
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
社
会
状
況
及
び
経
済
状
況
の
変
化
に
伴
い
婚

姻
及
び
家
族
の
実
態
が
変
化
し
、
特
に
平
成
期
に
入
っ
た
後
に
お
い
て
は
、
晩
婚
化
が
進
む
一
方
で
、
離
婚
件
数
及
び
再
婚
件
数
が

増
加
す
る
な
ど
、
再
婚
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
制
約
を
で
き
る
限
り
少
な
く
す
る
と
い
う
要
請
が
高
ま
っ
て
い
る
事
情
も
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
か
つ
て
は
再
婚
禁
止
期
間
を
定
め
て
い
た
諸
外
国
が
徐
々
に
こ
れ
を
廃
止
す
る
立
法
を
す
る
傾
向
に
あ
り
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
一
九
九
八
年
（
平
成
一
〇
年
）
施
行
の
『
親
子
法
改
革
法
』
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
二
〇
〇
五
年

（
平
成
一
七
年
）
施
行
の
『
離
婚
に
関
す
る
二
〇
〇
四
年
五
月
二
六
日
の
法
律
』
に
よ
り
、
い
ず
れ
も
再
婚
禁
止
期
間
の
制
度
を
廃
止

す
る
に
至
っ
て
お
り
、
世
界
的
に
は
再
婚
禁
止
期
間
を
設
け
な
い
国
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
公
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
国
に
お
い
て
婚
姻
の
解
消
や
父
子
関
係
の
確
定
等
に
係
る
制
度
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
一
部
で
あ
る
再
婚
禁
止
期
間

に
係
る
諸
外
国
の
立
法
の
動
向
は
、
我
が
国
に
お
け
る
再
婚
禁
止
期
間
の
制
度
の
評
価
に
直
ち
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
は
い
え
な

い
が
、
再
婚
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
制
約
を
で
き
る
限
り
少
な
く
す
る
と
い
う
要
請
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
事
情
の
一
つ
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と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。」）（（
（

と
し
、
一
〇
〇
日
を
超
え
る
部
分
は
合
理
性
を
欠
い
た
過
剰
な
制
約
を
課
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
と

し
て
憲
法
一
四
条
お
よ
び
二
四
条
二
項
に
反
す
る
と
し
た
。

　

３　

立
法
事
実
が
変
化
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
合
憲

　

ま
た
③
に
つ
い
て
は
、
酒
類
販
売
免
許
制
事
件
判
決）（（
（

と
遺
族
補
償
年
金
差
別
事
件
判
決）（（
（

が
あ
る
。
酒
類
販
売
免
許
制
事
件
判
決
は
、

酒
税
の
適
正
か
つ
確
実
な
賦
課
徴
収
を
図
る
と
い
う
国
家
の
財
政
目
的
の
た
め
に
免
許
制
を
採
用
し
た
こ
と
に
つ
き
、
当
初
は
そ
の

必
要
性
と
合
理
性
が
あ
っ
た
と
し
た
上
で
、「
そ
の
後
の
社
会
状
況
の
変
化
と
租
税
法
体
系
の
変
遷
に
伴
い
、
酒
税
の
国
税
全
体
に

占
め
る
割
合
等
が
相
対
的
に
低
下
す
る
に
至
っ
た
本
件
処
分
当
時
の
時
点
に
お
い
て
も
な
お
、
酒
類
販
売
業
に
つ
い
て
免
許
制
度
を

存
置
し
て
お
く
こ
と
の
必
要
性
及
び
合
理
性
に
つ
い
て
は
、
議
論
の
余
地
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
前
記
の
よ
う

な
酒
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
仕
組
み
が
い
ま
だ
合
理
性
を
失
う
に
至
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
加
え
て
、

酒
税
は
、
本
来
、
消
費
者
に
そ
の
負
担
が
転
嫁
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
税
目
で
あ
る
こ
と
、
酒
類
の
販
売
業
免
許
制
度
に
よ
っ
て
規
制

さ
れ
る
の
が
、
そ
も
そ
も
、
致
酔
性
を
有
す
る
嗜
好
品
で
あ
る
性
質
上
、
販
売
秩
序
維
持
等
の
観
点
か
ら
も
そ
の
販
売
に
つ
い
て
何

ら
か
の
規
制
が
行
わ
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
商
品
で
あ
る
酒
類
の
販
売
の
自
由
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
も
考
慮
す
る
と
、

当
時
に
お
い
て
な
お
酒
類
販
売
業
免
許
制
度
を
存
置
す
べ
き
も
の
と
し
た
立
法
府
の
判
断
が
、
前
記
の
よ
う
な
政
策
的
、
技
術
的
な

裁
量
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
も
の
で
、
著
し
く
不
合
理
で
あ
る
と
ま
で
は
断
定
し
難
い
。」）（（
（

と
し
た
。

　

遺
族
補
償
年
金
差
別
事
件
判
決
で
は
、
遺
族
補
償
年
金
を
受
給
で
き
る
年
齢
を
夫
の
場
合
と
妻
の
場
合
と
で
区
別
し
て
い
た
こ
と

の
合
理
性
に
つ
き
、
一
審
は
専
業
主
婦
モ
デ
ル
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
頃
と
異
な
り
近
時
で
は
共
働
き
が
増
え
て
き
た
こ
と
か
ら
社

会
変
化
を
理
由
に
平
等
違
反
の
判
断
を
下
し
た）（（
（

。
し
か
し
、
最
高
裁
は
、「
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
の
定
め
る
遺
族
補
償
年
金
制

度
は
、
憲
法
二
五
条
の
趣
旨
を
実
現
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
社
会
保
障
の
性
格
を
有
す
る
制
度
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
、
そ
の
受
給



（（（

法学研究 9（ 巻 （ 号（20（8：（）

の
要
件
を
定
め
る
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
三
二
条
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
妻
以
外
の
遺
族
に
つ
い
て
一
定
の
年
齢
に
達
し
て

い
る
こ
と
を
受
給
の
要
件
と
し
て
い
る
が
、
男
女
間
に
お
け
る
生
産
年
齢
人
口
に
占
め
る
労
働
力
人
口
の
割
合
の
違
い
、
平
均
的
な

賃
金
額
の
格
差
及
び
一
般
的
な
雇
用
形
態
の
違
い
等
か
ら
う
か
が
え
る
妻
の
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
状
況
に
鑑
み
、
妻
に
つ
い
て
一

定
の
年
齢
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
受
給
の
要
件
と
し
な
い
こ
と
は
、
上
告
人
に
対
す
る
不
支
給
処
分
が
行
わ
れ
た
当
時
に
お
い
て
も

合
理
的
な
理
由
を
欠
く
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」）（（
（

と
し
た
。

Ⅳ　

生
け
る
憲
法
の
不
在
？

　

１　

生
け
る
憲
法
と
在
外
邦
人
選
挙
権
訴
訟

　

以
上
の
判
決
の
う
ち
、
立
法
事
実
に
積
極
的
に
踏
み
込
み
、
そ
の
変
遷
を
認
め
て
い
る
の
は
違
憲
判
断
を
下
し
た
②
の
判
決
群
で

あ
る
。
②
は
、
社
会
変
化
を
主
な
要
因
ま
た
は
一
つ
の
要
因
と
し
て
法
律
の
合
憲
性
ま
た
は
合
理
性
を
判
断
し
て
い
る
の
が
特
徴
で

あ
る
。
と
り
わ
け
、
憲
法
解
釈
の
変
更
も
判
例
変
更
も
し
な
い
ま
ま
、
法
律
の
合
理
性
の
変
化
に
よ
っ
て
違
憲
判
断
を
下
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
系
列
の
判
例
は
生
け
る
憲
法
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

②
の
判
決
群
の
う
ち
、
在
外
邦
人
選
挙
権
訴
訟
は
、
ま
ず
選
挙
権
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
判
示
を
行
っ
た
。

　
「
憲
法
は
、
前
文
及
び
一
条
に
お
い
て
、
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
国
民
は
正
当
に
選
挙
さ
れ
た
国
会
に
お
け
る
代
表
者

を
通
じ
て
行
動
す
る
と
定
め
る
と
と
も
に
、
四
三
条
一
項
に
お
い
て
、
国
会
の
両
議
院
は
全
国
民
を
代
表
す
る
選
挙
さ
れ
た
議
員
で
こ
れ
を

組
織
す
る
と
定
め
、
一
五
条
一
項
に
お
い
て
、
公
務
員
を
選
定
し
、
及
び
こ
れ
を
罷
免
す
る
こ
と
は
、
国
民
固
有
の
権
利
で
あ
る
と
定
め
て
、

国
民
に
対
し
、
主
権
者
と
し
て
、
両
議
院
の
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
投
票
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
の
政
治
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
権

利
を
保
障
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
憲
法
は
、
同
条
三
項
に
お
い
て
、
公
務
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
成
年
者
に
よ
る
普
通
選
挙
を
保
障
す
る
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と
定
め
、
さ
ら
に
、
四
四
条
た
だ
し
書
に
お
い
て
、
両
議
院
の
議
員
の
選
挙
人
の
資
格
に
つ
い
て
は
、
人
種
、
信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
、

門
地
、
教
育
、
財
産
又
は
収
入
に
よ
っ
て
差
別
し
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
。
以
上
に
よ
れ
ば
、
憲
法
は
、
国
民
主
権
の
原
理
に
基
づ

き
、
両
議
院
の
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
投
票
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
の
政
治
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
国
民
に
対
し
て
固
有
の

権
利
と
し
て
保
障
し
て
お
り
、
そ
の
趣
旨
を
確
た
る
も
の
と
す
る
た
め
、
国
民
に
対
し
て
投
票
を
す
る
機
会
を
平
等
に
保
障
し
て
い
る
も
の

と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」）

（（
（

　

そ
の
上
で
審
査
基
準
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　
「
憲
法
の
以
上
の
趣
旨
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
自
ら
選
挙
の
公
正
を
害
す
る
行
為
を
し
た
者
等
の
選
挙
権
に
つ
い
て
一
定
の
制
限
を
す
る
こ

と
は
別
と
し
て
、
国
民
の
選
挙
権
又
は
そ
の
行
使
を
制
限
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
ず
、
国
民
の
選
挙
権
又
は
そ
の
行
使
を
制
限
す

る
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
制
限
を
す
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
事
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
制
限
を
す
る
こ
と
な
し
に
は
選
挙
の
公
正
を
確
保
し
つ
つ
選
挙
権
の
行
使
を
認
め
る
こ
と
が
事
実
上
不
能
な
い
し
著
し
く

困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
な
い
限
り
、
上
記
の
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
は
い
え
ず
、
こ
の
よ
う
な
事
由
な
し
に
国
民
の
選

挙
権
の
行
使
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
憲
法
一
五
条
一
項
及
び
三
項
、
四
三
条
一
項
並
び
に
四
四
条
た
だ
し
書
に
違
反
す
る
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
国
が
国
民
の
選
挙
権
の
行
使
を
可
能
に
す
る
た
め
の
所
要
の
措
置
を
執
ら
な
い
と
い
う
不
作
為
に
よ
っ
て
国

民
が
選
挙
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
」）

（（
（

。

　

調
査
官
解
説
に
よ
れ
ば
、「
本
判
決
は
、
最
高
裁
判
所
大
法
廷
が
、
選
挙
権
又
は
そ
の
行
使
の
制
限
に
対
す
る
違
憲
審
査
基
準
を

明
ら
か
に
し
た
上
で
、
法
令
違
憲
の
判
断
を
し
た
極
め
て
重
要
な
判
決
で
あ
る
」）（（
（

と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
白
眉
た
る
厳
格
審
査
は
定

数
不
均
衡
訴
訟
等
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
選
挙
制
度
の
仕
組
み
の
具
体
的
決
定
に
関
す
る
国
会
の
裁
量
を
前
提
と
し
て
合
理
性
を
判
断

す
る
も
の
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
選
挙
権
の
行
使
そ
れ
自
体
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
く
み
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘

さ
れ
て
い
る）（（
（

。
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し
た
が
っ
て
、
在
外
邦
人
選
挙
権
訴
訟
は
、
選
挙
権
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
を
展
開
し
な
が
ら
厳
格
審
査
基
準
を
提
示
し
た
点
に

お
い
て
新
た
な
憲
法
解
釈
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
基
準
が
求
め
る
や
む
を
得
な
い
事
由
の
有
無
の
判
断
を
行
う
際

に
、
在
外
選
挙
の
複
数
回
実
施
や
通
信
手
段
の
発
達
な
ど
社
会
変
化
に
着
目
し
な
が
ら
判
断
し
た
。
こ
れ
は
社
会
変
化
の
検
討
を
許

容
す
る
形
で
審
査
基
準
を
設
定
し
た
わ
け
で
あ
り
、
選
挙
権
ま
た
は
選
挙
権
の
行
使
に
対
す
る
制
限
に
つ
い
て
は
不
断
の
検
討
を
迫

る
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
一
見
す
る
と
、
権
利
の
内
容
に
つ
い
て
は
社
会
変
化
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
審
査
基
準

に
は
社
会
変
化
を
活
用
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
審
査
基
準
は
社
会
変
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
基
準
の
適
用
の
際

に
社
会
変
化
を
許
容
す
る
に
す
ぎ
な
い
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
判
決
は
憲
法
上
の
権
利
の
判
断
に
お
い

て
も
審
査
基
準
の
設
定
に
お
い
て
も
社
会
変
化
に
よ
っ
て
憲
法
解
釈
が
影
響
を
受
け
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
憲
法
解
釈
そ
の
も
の
が
社
会
変
化
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
以
上
、
在
外
邦
人
選
挙
権
訴
訟
は
生
け
る
憲
法
を
実
践

し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
生
け
る
憲
法
は
憲
法
の
意
味
内
容
が
時
代
と
と
も
に
変
わ
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
時
代
に
対

応
し
た
憲
法
解
釈
が
提
示
さ
れ
な
け
れ
ば
生
け
る
憲
法
が
採
用
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
生
け
る
憲
法
を
実
践
し
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
生
け
る
憲
法
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
否
定
的
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。

本
判
決
は
社
会
変
化
を
許
容
す
る
形
で
審
査
基
準
を
設
定
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
生
け
る
憲
法
に
親
和
的
で
あ
る
と
は
い
え
る
。

そ
し
て
、
社
会
変
化
を
理
由
に
合
憲
性
を
判
断
す
る
こ
と
は
司
法
が
社
会
状
況
に
照
ら
し
て
憲
法
を
実
践
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ

の
意
味
で
も
司
法
に
よ
る
憲
法
実
践
を
主
眼
と
す
る
生
け
る
憲
法
に
親
和
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

２　

平
等
判
例
と
生
け
る
憲
法

　

②
の
判
決
群
は
、
在
外
邦
人
選
挙
権
訴
訟
を
除
き
、
国
籍
法
違
憲
訴
訟
、
非
嫡
出
子
相
続
分
規
定
違
憲
訴
訟
、
再
婚
禁
止
期
間
違
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憲
訴
訟
な
ど
い
ず
れ
も
平
等
判
例
で
あ
る
。
最
高
裁
は
区
別
の
合
理
性
を
判
断
す
る
際
に
立
法
事
実
を
詳
細
に
検
討
し
、
立
法
事
実

の
変
化
が
主
な
理
由
と
な
っ
て
違
憲
判
断
を
下
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
判
例
は
、
合
憲
性
を
判
断
す
る
た
め
に
事
実
を
審
査
す
る
と

い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
在
外
邦
人
選
挙
権
訴
訟
の
判
断
手
法
と
は
い
く
つ
か
の
点
で
違
い
が
み
ら
れ
る
。

　

第
一
に
、
社
会
変
化
の
射
程
に
つ
い
て
で
あ
る
。
在
外
邦
人
選
挙
権
訴
訟
は
選
挙
権
の
制
限
を
行
う
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る

か
否
か
に
つ
き
、
そ
の
よ
う
な
制
限
を
す
る
こ
と
な
し
に
は
選
挙
の
公
正
を
確
保
し
つ
つ
選
挙
権
の
行
使
を
認
め
る
こ
と
が
事
実
上

不
能
な
い
し
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
な
い
限
り
、
上
記
の
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
し
た

が
、
そ
れ
は
主
と
し
て
物
理
的
に
可
能
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
平
等
関
連
の
判
例
は
国
内
の
状
況
の
み
な
ら

ず
国
外
の
状
況
を
も
対
象
と
し
、
さ
ら
に
社
会
経
済
的
変
化
、
法
制
度
的
変
化
、
国
民
意
識
の
変
化
な
ど
、
多
様
な
分
析
視
角
か
ら

社
会
変
化
を
検
討
し
て
い
る
。
社
会
変
化
の
射
程
が
広
い
と
い
う
こ
と
は
、
司
法
が
よ
り
積
極
的
に
社
会
状
況
の
変
化
に
対
応
す
る

こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
第
二
の
違
い
に
も
つ
な
が
る
。

　

第
二
に
、
第
一
の
射
程
に
も
絡
む
が
、
立
法
事
実
の
検
討
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
で
あ
る
。
在
外
邦
人
選
挙
権
訴
訟
は
立
法
事
実
の
変

化
に
つ
い
て
複
数
回
の
選
挙
の
実
施
と
通
信
技
術
の
発
達
を
述
べ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
平
等
判
例
は
様
々
な
変
化
に

つ
い
て
具
体
的
な
変
化
を
挙
げ
な
が
ら
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
再
婚
禁
止
期
間
違
憲
訴
訟
は
、
医
療
や
科
学
技
術
の

発
展
に
触
れ
た
上
で
、
社
会
状
況
や
経
済
状
況
の
変
化
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
外
国
の
状
況
を
挙
げ
な
が
ら
立
法
事
実
の
変
化
を
認
定

し
た
。
こ
こ
で
は
、
物
理
的
変
化
の
み
な
ら
ず
、
社
会
状
況
や
外
国
の
状
況
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
非
嫡
出

子
相
続
分
規
定
違
憲
訴
訟
は
国
民
意
識
の
変
化
と
い
う
曖
昧
な
要
素
ま
で
変
化
の
一
因
と
し
て
取
り
上
げ
て
お
り
、
広
範
囲
に
わ

た
っ
て
立
法
事
実
の
検
証
を
行
っ
て
い
る
。

　

第
三
に
、
第
二
の
点
は
審
査
基
準
の
レ
ベ
ル
に
関
わ
っ
て
く
る
。
在
外
邦
人
選
挙
権
訴
訟
は
厳
格
審
査
を
適
用
し
て
社
会
変
化
に

つ
い
て
審
査
し
た
が
、
選
挙
実
施
と
通
信
手
段
の
変
化
を
挙
げ
る
だ
け
で
変
化
を
認
定
し
て
お
り
、
そ
の
審
査
の
密
度
は
そ
れ
ほ
ど
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高
く
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
深
く
立
ち
入
っ
て
審
査
し
な
く
て
も
明
確
に
違
憲
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
が
、
い
ず
れ

に
せ
よ
、
こ
の
判
決
で
は
詳
細
な
検
討
は
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
平
等
判
例
は
区
別
の
合
理
性
の
判
断
を
行
う
際
に
社
会
変
化
を

検
討
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
審
査
基
準
は
在
外
邦
人
選
挙
権
訴
訟
の
と
き
ほ
ど
厳
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

最
高
裁
は
詳
細
な
社
会
変
化
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
立
法
事
実
の
検
証
の
程
度
は
審
査
基
準
に
関
係
な
く
行
わ
れ

る
余
地
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
在
外
邦
人
選
挙
権
訴
訟
と
平
等
判
例
に
は
一
定
の
相
違
点
が
み
ら
れ
る
が
、
社
会
変
化
と
憲
法
解
釈
お
よ
び
審
査

基
準
と
の
関
係
で
は
同
じ
よ
う
な
対
応
を
行
っ
て
い
る
。
平
等
判
例
も
憲
法
解
釈
や
審
査
基
準
に
社
会
変
化
を
反
映
さ
せ
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
詳
細
な
立
法
事
実
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
平
等
判
例
も
生
け
る
憲
法
を
直
接
実
践
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
平
等
判
例
が
社
会
変
化
を
重
視
し
て
合
憲
性
を
判
断
し
て
い
る
以
上
、
司
法
が
社
会

状
況
に
応
じ
て
憲
法
実
践
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
平
等
判
例
も
ま
た
生
け
る
憲
法
に
親
和
的
で
あ
る
。

　

３　

合
憲
性
審
査
と
し
て
の
事
実

　

こ
の
よ
う
に
、
近
時
の
最
高
裁
は
立
法
事
実
に
踏
み
込
ん
で
判
断
す
る
こ
と
で
、
司
法
的
統
制
を
強
め
て
い
る
と
い
え
る
。
芦
部

の
立
法
事
実
論
が
司
法
的
統
制
の
強
化
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
親
和
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
登
場
し
始
め
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

し
か
し
、
以
上
に
述
べ
た
通
り
、
そ
う
し
た
判
断
は
生
け
る
憲
法
の
実
践
と
は
異
な
る
。
生
け
る
憲
法
は
、
社
会
変
化
と
い
う
外

在
的
要
因
に
基
づ
き
憲
法
解
釈
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
変
化
が
憲
法
解
釈
そ
の
も
の
に
影
響
す
る
の
が
生
け
る
憲
法

の
実
践
で
あ
り
、
立
法
事
実
の
よ
う
に
合
憲
性
判
断
の
た
め
の
社
会
変
化
の
審
査
は
生
け
る
憲
法
を
直
接
実
践
し
て
い
る
と
は
い
え

な
い
。

　

ま
た
、
か
か
る
判
断
は
立
法
府
と
の
間
で
緊
張
関
係
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
。
本
来
、
社
会
状
況
の
変
化
に
照
ら
し
て
第
一
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次
的
に
対
応
す
る
の
は
立
法
府
の
責
務
で
あ
り
、
司
法
府
が
立
法
事
実
を
詳
細
に
検
討
し
て
合
憲
性
を
判
断
す
る
の
は
立
法
府
の
権

限
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
司
法
が
社
会
状
況
の
変
化
を
理
由
に
憲
法
解
釈
に

手
を
加
え
、
そ
の
上
で
立
法
事
実
を
検
証
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
憲
法
を
軸
と
し
た
判
断
で
あ
り
、
立
法
権
の
侵
害
の
問
題
は

生
じ
に
く
い
。
だ
が
、
憲
法
解
釈
に
は
手
を
加
え
ず
に
社
会
変
化
を
中
心
に
合
憲
性
を
判
断
す
る
こ
と
は
、
審
査
の
程
度
や
判
断
す

る
分
野
に
よ
っ
て
立
法
権
と
の
関
係
で
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
判
断
が
憲
法
判
断
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
立
法
事
実
論
の
観
点
か
ら
み
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
方
法
も
ま
た
憲
法
判
断
の
一
部
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ェ
イ
グ
マ
ン
（D

avid L. Faigm
an

）
に
よ
れ
ば
、

立
法
事
実
に
は
憲
法
ル
ー
ル
と
し
て
の
事
実
と
合
憲
性
審
査
と
し
て
の
事
実
の
二
つ
が
あ
る
と
い
う）（（
（

。
憲
法
ル
ー
ル
と
し
て
の
事
実

と
は
、
憲
法
解
釈
の
内
容
を
決
め
る
た
め
に
事
実
を
活
用
す
る
こ
と
を
い
う
。
つ
ま
り
、
憲
法
の
意
味
内
容
に
社
会
変
化
が
関
わ
る

こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
社
会
変
化
が
憲
法
解
釈
に
影
響
を
与
え
る
場
合
を
指
す
。
一
方
、
合
憲
性
審
査
と
し
て
の
事
実
と
は
合
憲

性
を
判
断
す
る
た
め
に
事
実
を
審
査
す
る
こ
と
を
い
う
。
こ
こ
で
は
、
社
会
変
化
が
憲
法
の
意
味
内
容
に
影
響
を
も
た
ら
す
わ
け
で

は
な
く
合
憲
性
審
査
の
場
面
で
法
令
の
合
理
性
を
支
え
る
事
実
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
の
際
に
社
会
変
化
の
有
無
が
影
響
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
立
法
事
実
論
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
い
ず
れ
も
憲
法
判
断
の
一
種
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
を
日
本
の
判
例
に
当
て
は
め
る
と
、
日
本
の
最
高
裁
が
検
証
し
て
い
る
立
法
事
実
は
合
憲
性
審
査
と
し
て
の
事
実
で
あ
り
、

憲
法
ル
ー
ル
と
し
て
の
事
実
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
判
断
が
純
粋
に
事
実
判
断
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

立
法
事
実
の
判
断
自
体
、
当
該
事
実
に
意
味
を
持
た
せ
る
た
め
に
何
ら
か
の
規
範
的
判
断
が
入
り
込
ま
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
あ
り）（（
（

、

そ
の
意
味
で
合
憲
性
審
査
と
し
て
の
事
実
の
判
断
に
お
い
て
も
憲
法
の
規
範
的
考
慮
が
働
い
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
れ
を
肯
定
的
に
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
芦
部
が
生
け
る
憲
法
か
ら
立
法
事
実
を
支
え
る
合
理
性
の
有
無
と
い
う
意
味
で
の
立
法

事
実
論
を
提
示
し
た
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
く
る
。
芦
部
が
想
定
す
る
生
け
る
憲
法
の
概
念
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
生
け
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る
憲
法
か
ら
立
法
事
実
論
を
提
示
し
て
い
る
以
上
、
そ
こ
に
憲
法
的
判
断
が
織
り
込
ま
れ
る
べ
き
と
い
う
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
憲
法
ル
ー
ル
と
し
て
の
事
実
の
判
断
が
不
在
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
合
憲
性
審
査
と
し
て
の
事
実

を
判
断
す
る
際
に
憲
法
の
規
範
的
要
請
を
踏
ま
え
た
判
断
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

後
序

　

本
稿
で
は
、
立
法
事
実
論
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
生
け
る
憲
法
と
憲
法
訴
訟
と
の
関
係
を
考
察
し
た
。
生
け
る
憲
法
は
社
会
状
況

の
変
化
に
応
じ
た
憲
法
解
釈
や
審
査
基
準
を
肯
定
す
る
が
、
合
憲
性
審
査
と
し
て
の
事
実
と
い
う
意
味
で
の
立
法
事
実
の
検
証
と
は

直
接
リ
ン
ク
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
近
時
の
最
高
裁
が
用
い
る
社
会
変
化
の
法
理
は
生
け
る
憲
法
の
直
接
的
実
践
と

は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
生
け
る
憲
法
は
立
法
事
実
と
相
性
が
悪
い
わ
け
で
は
な
く
、
司
法
に
よ
る
憲
法
価
値
の
実
現

と
い
う
意
味
で
は
む
し
ろ
親
和
的
で
あ
る
。
ま
た
、
合
憲
性
審
査
と
し
て
の
事
実
の
判
断
に
お
い
て
も
憲
法
の
規
範
的
考
慮
が
働
い

て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
生
け
る
憲
法
の
発
想
に
近
づ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
司
法
的
統
制
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
近
時
の
最
高
裁
は
合
憲
性
審
査
と
し
て
の
事
実
を
重
視
し
て
い
る
の
で
、
か
つ

て
芦
部
が
企
図
し
た
司
法
的
統
制
の
強
化
は
一
定
程
度
実
現
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
も
し
生
け
る
憲
法
の
立
場

か
ら
判
断
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
最
高
裁
は
社
会
変
化
を
踏
ま
え
た
憲
法
解
釈
を
提
示
す
る
か
、
合
憲
性
審
査
の
場
面
に
お
い
て
憲
法

的
考
慮
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
日
本
で
も
司
法
が
生
け
る
憲
法
の
ス
タ
ン
ス
に
立
つ
べ
き
か
ど

う
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

仮
に
生
け
る
憲
法
を
採
用
し
な
い
場
合
で
も
、
最
高
裁
が
採
用
す
る
合
憲
性
審
査
と
し
て
の
事
実
の
検
証
は
立
法
府
と
の
緊
張
を

高
め
る
側
面
が
あ
り
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
論
拠
な
ど
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
加
え）（（
（

、
最
高
裁
や
控
訴
審
の
立
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法
事
実
の
検
証
は
一
審
の
事
実
認
定
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
な
ど）（（
（

、
な
お
多
く
の
検
討
課
題
が
残
さ
れ
て
い

る
と
い
え
よ
う）（（
（

。

（
（
）　See M

ichael C. D
orf, T

he U
ndead Constitution, （25 H

A
RV. L. R

EV. 20（（ (20（2) (book review
).

（
2
）　

大
林
啓
吾
「
司
法
裁
量
─
─
原
意
主
義
と
生
け
る
憲
法
の
接
合
は
可
能
か
？
」
大
沢
秀
介
・
大
林
啓
吾
編
『
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
問
題

と
司
法
審
査
』
二
六
七
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）。

（
3
）　

も
っ
と
も
、
少
な
く
と
も
コ
モ
ン
ロ
ー
の
国
に
は
こ
の
種
の
議
論
を
行
う
共
通
的
基
盤
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し

て
、
愛
敬
浩
二
「
奥
平
憲
法
学
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
立
憲
主
義
─
─
『
生
け
る
憲
法
』
と
い
う
思
想
と
方
法
」
樋
口
陽
一
・
中
島
徹
・
長
谷

部
恭
男
編
『
憲
法
の
尊
厳
─
─
奥
平
憲
法
学
の
継
承
と
展
開
』
三
八
二
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
。

（
（
）　

た
と
え
ば
、
原
意
主
義
の
観
点
か
ら
日
本
国
憲
法
一
三
条
と
の
関
係
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
土
井
真
一
「
憲
法
解
釈
に
お
け
る

憲
法
制
定
者
意
思
の
意
義
─
─
幸
福
追
求
権
解
釈
へ
の
予
備
的
考
察
を
か
ね
て
─
─
一
～
四
」
法
學
論
叢
一
三
一
巻
一
号
一
頁
、
三
号
一

頁
、
五
号
一
頁
、
六
号
一
頁
（
一
九
九
二
年
）。

（
5
）　

生
け
る
憲
法
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
大
林
啓
吾
「
生
け
る
憲
法
」
大
林
啓
吾
・
見
平
典
編
『
憲
法
用
語
の
源
泉
を
よ
む
』
五
六
頁

（
三
省
堂
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
。

（
6
）　

芦
部
信
喜
『
憲
法
訴
訟
の
理
論
』
二
二
─
二
四
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
七
三
年
）（
以
下
、『
憲
法
訴
訟
の
理
論
』
と
す
る
）。

（
7
）　

大
沢
秀
介
『
司
法
に
よ
る
憲
法
価
値
の
実
現
』
一
四
〇
─
一
四
三
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）。

（
8
）　

大
沢
・
前
掲
注
（
7
）
一
四
六
頁
。

（
9
）　

蟻
川
恒
正
『
尊
厳
と
身
分
』
一
五
三
─
一
七
二
頁
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
）、
櫻
井
智
章
「
事
情
の
変
更
に
よ
る
違
憲
判
断
に

つ
い
て
」
甲
南
法
学
五
一
巻
四
号
一
四
五
頁
（
二
〇
一
一
年
）
な
ど
。

（
（0
）　Philip A

. H
am

burger, T
he Constitutionʼs A

ccom
m

odation of Social Change, 88 M
ICH. L. R

EV. 239 (（989).

（
（（
）　Scott D

odson, A
 D

arw
inist V

iew
 of the Living Constitution, 6（ V

A
N
D. L. R

EV. （3（9 (2008). 

な
お
、
生
け
る
憲
法
の
比

喩
的
展
開
に
つ
い
て
は
こ
の
文
献
に
基
づ
い
て
い
る
。

（
（2
）　Id. at （323.
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（
（3
）　Jam

es B. T
hayer, T

he O
rigin and Scope of the A

m
erican D

octrine of Constitutional Law
, 7 H

A
RV. L. R

EV. （29 
(（893).

（
（（
）　D

odson, supra note （（, at （323-（32（.
（
（5
）　W

O
O
D
RO
W W

ILSO
N, C

O
N
ST
IT
U
T
IO
N
A
L G

O
V
ERN

M
EN
T  IN  T

H
E U

N
IT
ED S

T
A
T
ES 56 (（908). 

（
（6
）　Id. at 57.

（
（7
）　O

lm
stead v. U

nited States, 277 U
.S. （38, （73 (（928) (Brandeis, J., dissenting).

（
（8
）　See, e.g., W

illiam
 J. Brennan, Jr., Construing the Constitution, （9 U

.C. D
A
V
IS L. R

EV. 2, 7 (（985).

（
（9
）　See, e.g., Bernard Schw

artz, 

“Brennan vs. R
ehnquist

”─M
irror Im

ages in Constitutional Construction, （9 O
K
LA. 

C
IT
Y U

. L. R
EV. 2（3 (（99（).

（
20
）　M

O
RT
O
N J. H

O
RW
IT
Z, T

H
E W

A
RREN C

O
U
RT  A

N
D  T

H
E P

U
RSU

IT  O
F J U

ST
ICE 87 (（998). 

な
お
、
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
は
、Brow

n

判

決
（Brow

n v. Board of Education of T
opeka, 3（7 U

.S. （83 (（95（)

）
の
解
釈
を
め
ぐ
る
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
示
す
る
中
で

原
意
主
義
と
生
け
る
憲
法
と
の
対
照
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、Brow

n

判
決
に
つ
い
て
分
離
す
れ
ど
も
平
等
の
政
策
が

通
時
的
に
誤
り
だ
っ
た
と
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
憲
法
制
定
時
の
理
解
に
基
づ
い
て
判
断
し
て
い
る
の
で
原
意
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ

を
と
っ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
う
で
は
な
く
現
時
点
で
は
誤
り
で
あ
る
と
判
断
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
生
け
る
憲
法
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を

と
っ
た
こ
と
に
な
る
と
し
て
い
る
。

（
2（
）　Id. at 28. 

（
22
）　Bruce A

ckerm
an, T

he Living Constitution, （20 H
A
RV. L. R

EV. （737, （75（ (2007).

（
23
）　D

A
V
ID A

. S
T
RA
U
SS, T

H
E L

IV
IN
G C

O
N
ST
IT
U
T
IO
N （ (20（0).

（
2（
）　Eric J. Segall, T

he Constitution M
eans W

hat the Suprem
e Court Says It M

eans, （29 H
A
RV. L. R

EV. F. （76, （77 
(20（6). 

（
25
）　Lisa K

. Parshall, E
m

bracing the Living Constitution: Justice A
nthony M

. K
ennedyʼs M

ove A
w

ay from
 a 

Conservative M
ethodology of Constitutional Interpretation, 30 N

.C. C
EN
T. L. R

EV. 25 (2007).

（
26
）　Law

rence v. T
exas, 539 U

.S. 558 (2003).
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（
27
）　Roper v. Sim

m
ons, 5（3 U

.S. 55（ (2005).
（
28
）　

な
お
、
一
般
に
、
修
正
八
条
が
禁
止
す
る
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
該
当
性
の
判
断
に
つ
き
、
妥
当
性
に
つ
い
て
の
発
展
的
基
準

（Evolving Standards of D
ecency

）
を
用
い
る
こ
と
が
生
け
る
憲
法
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
親
和
的
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

（
29
）　D

istrict of Colum
bia v. H

eller, 55（ U
.S. 570 (2008).

（
30
）　O

bergefell v. H
odges, （35 S. Ct. 258（ (20（5).

（
3（
）　Id. at 262（ (Roberts, C.J., dissenting).

（
32
）　

ロ
バ
ー
ツ
コ
ー
ト
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
大
林
啓
吾
・
溜
箭
将
之
編
『
ロ
バ
ー
ツ
コ
ー
ト
の
立
憲
主
義
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）

を
参
照
。

（
33
）　

野
中
俊
彦
・
中
村
睦
男
・
高
橋
和
之
・
高
見
勝
利
『
憲
法
Ⅰ
』
一
八
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）（
以
下
、『
憲
法
Ⅰ
』
と
す
る
）。

（
3（
）　

野
中
ほ
か
『
憲
法
Ⅰ
』・
前
掲
注
（
33
）
一
八
頁
。

（
35
）　

芦
部
信
喜
（
高
橋
和
之
補
訂
）『
憲
法
』〔
第
六
版
〕
三
九
九
頁
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）（
以
下
、『
憲
法
』
と
す
る
）。

（
36
）　

佐
藤
幸
治
『
憲
法
』〔
第
三
版
〕
三
三
頁
（
青
林
書
院
、
一
九
九
五
年
）。

（
37
）　Gom

pers v. U
nited States, 233 U

.S. 60（ (（9（（).

（
38
）　Id. at 6（0.

（
39
）　

芦
部
『
憲
法
』・
前
掲
注
（
35
）
三
九
九
頁
。

（
（0
）　

芦
部
『
憲
法
』・
前
掲
注
（
35
）
三
九
九
─
四
〇
〇
頁
。
こ
れ
に
つ
い
て
芦
部
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に
変
遷
の
法
的

効
力
を
認
め
る
見
解
と
変
遷
の
法
的
性
格
を
否
定
す
る
見
解
を
挙
げ
た
上
で
、
実
効
性
の
消
失
の
時
点
を
捉
え
る
の
は
容
易
で
は
な
く
仮

死
状
態
の
憲
法
規
定
が
復
活
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
安
易
に
変
遷
の
法
的
効
力
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
し
て
お
り
、
慎
重

な
態
度
を
示
し
て
い
る
。

（
（（
）　

芦
部
信
喜
『
憲
法
学
Ⅰ　

憲
法
総
論
』
八
二
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
）。

（
（2
）　

伊
藤
正
己
『
憲
法
』〔
第
三
版
〕
八
七
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
九
五
年
）。

（
（3
）　

芦
部
『
憲
法
訴
訟
の
理
論
』・
前
掲
注
（
６
）
二
二
頁
。

（
（（
）　

芦
部
『
憲
法
訴
訟
の
理
論
』・
前
掲
注
（
６
）
二
三
頁
。
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（
（5
）　

な
お
、
芦
部
は
こ
こ
で
「
裁
判
所
の
憲
法
解
釈
」
を
扱
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
の
が
最
高
裁
を
対
象
と
し
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
「
裁
判
所
」
は
「
最
高
裁
」
を
指
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
こ
こ
で
い
う
事

実
問
題
と
下
級
審
の
事
実
認
定
の
問
題
と
何
が
異
な
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
の
異
同
に
つ
き
、
芦
部
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
た
の
か
を
別
途
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
（6
）　

大
沢
・
前
掲
注
（
7
）
一
四
〇
頁
。

（
（7
）　

淺
野
博
宣
「
立
法
事
実
論
の
可
能
性
」
長
谷
部
恭
男
ほ
か
編
『
現
代
立
憲
主
義
の
諸
相　

上
』
四
二
一
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三

年
）。

（
（8
）　K

enneth Culp D
avis, A

n A
pproach to the Problem

s of E
vidence in the A

dm
inistrative Process, 55 H

A
RV. L. R

EV. 
36（ (（9（2).

（
（9
）　

最
大
判
昭
和
三
〇
年
一
月
二
六
日
刑
集
九
巻
一
号
八
九
頁
。

（
50
）　

最
二
小
判
平
成
元
年
一
月
二
〇
日
刑
集
四
三
巻
一
号
一
頁
。

（
5（
）　

最
三
小
判
平
成
元
年
三
月
七
日
判
時
一
三
〇
八
号
一
一
一
頁
。

（
52
）　

芦
部
『
憲
法
』・
前
掲
注
（
35
）
二
二
八
─
二
二
九
頁
。

（
53
）　

公
衆
浴
場
判
決
Ⅰ
・
前
掲
注
（
（9
）
九
三
頁
。

（
5（
）　

公
衆
浴
場
判
決
Ⅱ
・
前
掲
注
（
50
）
三
頁
。

（
55
）　

原
田
國
男
「
公
衆
浴
場
法
二
条
二
項
、
大
阪
府
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
二
条
の
各
規
定
と
憲
法
二
二
条
一
項
」
最
判
解
刑
事
篇
平
成

元
年
度
一
頁
。

（
56
）　

公
衆
浴
場
判
決
Ⅱ
・
前
掲
注
（
50
）
三
頁
。
判
決
は
、「
公
衆
浴
場
が
住
民
の
日
常
生
活
に
お
い
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
公
共
的

施
設
で
あ
り
、
こ
れ
に
依
存
し
て
い
る
住
民
の
需
要
に
応
え
る
た
め
、
そ
の
維
持
、
確
保
を
図
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
、
立
法
当
時
も
今

日
も
変
わ
り
は
な
い
」（
傍
線
部
筆
者
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
57
）　

尾
形
健
「
公
衆
浴
場
の
適
正
配
置
規
制
（
一
）
福
岡
公
衆
浴
場
事
件
」
判
例
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
憲
法
〔
増
補
版
〕
二
〇
〇
頁
（
二
〇
一

四
年
）。

（
58
）　

最
大
判
昭
和
五
〇
年
四
月
三
〇
日
民
集
二
九
巻
四
号
五
七
二
頁
。



（25

生ける憲法と憲法訴訟

（
59
）　

最
二
小
判
平
成
一
四
年
四
月
五
日
刑
集
五
六
巻
四
号
九
五
頁
。

（
60
）　

農
地
法
違
反
事
件
判
決
・
前
掲
注
（
59
）
九
七
─
九
八
頁
。

（
6（
）　

最
大
判
平
成
一
七
年
九
月
一
四
日
民
集
五
九
巻
七
号
二
〇
八
七
頁
。

（
62
）　

最
大
判
平
成
二
〇
年
六
月
四
日
民
集
六
二
巻
六
号
一
三
六
七
頁
。

（
63
）　

最
大
決
平
成
二
五
年
九
月
四
日
民
集
六
七
巻
六
号
一
三
二
〇
頁
。

（
6（
）　

最
大
判
平
成
二
七
年
一
二
月
一
六
日
民
集
六
九
巻
八
号
二
四
二
七
頁
。

（
65
）　

在
外
邦
人
選
挙
権
訴
訟
・
前
掲
注
（
6（
）
二
〇
九
八
頁
。

（
66
）　

国
籍
法
違
憲
訴
訟
・
前
掲
注
（
62
）
一
三
七
三
頁
。

（
67
）　

国
籍
法
違
憲
訴
訟
・
前
掲
注
（
62
）
一
三
七
三
─
一
三
七
四
頁
。

（
68
）　

非
嫡
出
子
相
続
分
規
定
違
憲
訴
訟
・
前
掲
注
（
63
）
一
三
三
〇
─
一
三
三
一
頁
。

（
69
）　

再
婚
禁
止
期
間
違
憲
訴
訟
・
前
掲
注
（
6（
）
二
四
三
六
─
二
四
三
七
頁
。

（
70
）　

最
三
小
判
平
成
四
年
一
二
月
一
五
日
民
集
四
六
巻
九
号
二
八
二
九
頁
。

（
7（
）　

最
三
小
判
平
成
二
九
年
三
月
二
一
日
裁
時
一
六
七
二
号
八
九
頁
。

（
72
）　

酒
類
販
売
免
許
制
事
件
判
決
・
前
掲
注
（
70
）
二
八
三
三
─
二
八
三
四
頁
。

（
73
）　

大
阪
地
判
平
成
二
五
年
一
一
月
二
五
日
判
例
時
報
二
二
一
六
号
一
二
二
頁
。

（
7（
）　

遺
族
年
金
違
憲
訴
訟
・
前
掲
注
（
7（
）
八
九
頁
。

（
75
）　

在
外
邦
人
選
挙
権
訴
訟
・
前
掲
注
（
6（
）
二
〇
九
五
─
二
〇
九
六
頁
。

（
76
）　

在
外
邦
人
選
挙
権
訴
訟
・
前
掲
注
（
6（
）
二
〇
九
六
頁
。

（
77
）　

杉
原
則
彦
「
在
外
日
本
人
選
挙
権
剥
奪
違
法
確
認
等
請
求
事
件
」
最
判
解
民
事
篇
平
成
一
七
年
度
（
下
）
六
五
八
頁
。

（
78
）　

野
坂
泰
司
「
在
外
日
本
国
民
の
選
挙
権
」
憲
法
判
例
百
選
Ⅱ
〔
第
六
版
〕
三
二
五
頁
（
二
〇
一
三
年
）。

（
79
）　D

avid L. Faigm
an, 

“Norm
ative C

onstitutional Fact-Finding

”: E
xploring the E

m
pirical C

om
ponent of 

Constitutional Interpretation, （39 U
. P
A. L. R

EV. 5（（ (（99（).

（
80
）　Suzanne B. Goldberg, Constitutional T

ipping Points: Civil R
ights, Social Change, and Fact-Based A

djudication, 
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（06 C

O
LU
M. L. R

EV. （955, （965-（97（ (2006).

（
8（
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
判
決
を
下
す
際
に
は
、
法
解
釈
論
の
み
な
ら
ず
、
科
学
的
根
拠
が
必
要
か
ど
う
か
と
い
う
論
点
も
絡
む
。
こ
の

点
を
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
渡
辺
千
原
「
法
を
支
え
る
事
実
─
─
科
学
的
根
拠
付
け
に
向
け
て
の
一
考
察
」
立
命
館
法
學
二
〇
一
〇
年

五
・
六
号
三
二
六
三
頁
（
二
〇
一
〇
年
）
が
あ
る
。

（
82
）　See e.g., Caitlin E. Borgm

ann, A
ppellate R

eview
 of Social Facts in Constitutional R

ights Cases, （0（ C
A
LIF. L. R

EV. 
（（85 (20（3).

（
83
）　

時
国
康
夫
「
憲
法
事
実
─
─
特
に
憲
法
事
実
た
る
立
法
事
実
に
つ
い
て
─
─
」
法
曹
時
報
一
五
巻
五
号 

六
六
七
頁
（
一
九
六
三
年
）。

な
お
、
日
本
の
最
高
裁
が
立
法
事
実
を
検
証
す
る
場
合
に
は
、
事
実
審
で
憲
法
上
の
争
点
に
基
づ
く
立
法
事
実
が
争
わ
れ
て
い
る
と
き
は

公
知
の
事
実
ま
た
は
裁
判
所
に
顕
著
な
事
実
に
該
当
す
る
場
合
に
は
立
証
が
必
要
と
さ
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
該
当
し
な
い
場
合
は
正
規
の

証
拠
の
方
式
で
立
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
上
告
審
で
初
め
て
憲
法
上
の
争
点
に
基
づ
く
立
法
事
実
が
争
わ
れ
た
と
き
は
そ
の
立
法
事
実

が
公
知
の
事
実
ま
た
は
裁
判
所
に
顕
著
な
事
実
に
該
当
す
る
限
り
法
律
審
た
る
上
告
審
も
こ
れ
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
に

該
当
し
な
い
場
合
は
証
拠
に
よ
る
事
実
確
定
の
た
め
事
件
を
事
実
審
に
差
し
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
。

【
付
記
】　

本
論
文
は
、
科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
時
代
状
況
に
合
わ
せ
た
憲
法
判
例
の
展
開
と
そ
の
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
の
研
究
」

（（6K
03300

）（
研
究
代
表
者
：
白
水
隆
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


