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…
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自
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動
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た
り
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た
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で
き
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い
者
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、
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で
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雅
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〇
二
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序

　

日
本
国
憲
法
に
は
身
体
が
な
い
。
正
し
く
い
え
ば
、
日
本
国
憲
法
の
条
文
に
は
「
身
体
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
な
い
。
憲
法
が

自
由
権
を
基
本
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
こ
と
は
意
外
で
す
ら
あ
る
。
か
つ
て
大
日
本
帝
国
憲
法
時
代
に
は
拷
問
を
は

じ
め
と
す
る
苛
烈
な
有
形
力
が
身
体
に
向
け
て
行
使
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
身
体
の
自
由
を
明
示
し
て
し
か
る
べ
き
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
現
行
憲
法
は
身
体
の
自
由
を
保
障
し
て
い
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い）

1
（

。
奴
隷
的
拘
束
の
禁
止
な

ど
を
定
め
る
一
八
条
や
適
正
手
続
を
定
め
る
三
一
条
が
人
身
の
自
由
一
般
を
保
障
し
て
お
り
、
そ
れ
が
身
体
の
自
由
と
同
一
視
さ
れ

て
い
る）

2
（

。
し
た
が
っ
て
、
身
体
の
自
由
が
文
言
と
し
て
登
場
し
な
く
て
も
、
実
質
的
に
は
身
体
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
こ
う
し
た
条
文
構
造
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
最
高
裁
判
例
に
お
い
て
身
体
の
自
由
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。

　

そ
う
し
た
中
、
二
〇
二
三
年
の
性
同
一
性
障
害
手
術
要
件
違
憲
決
定）

（
（

（
以
下
、
適
宜
「
二
〇
二
三
年
決
定
」
と
い
う
）
は
最
高
裁
が

大
法
廷
レ
ベ
ル
で

0

0

0

0

0

0

0

初
め
て
正
面
か
ら
憲
法
一
三
条
に
基
づ
く
「
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
」
を
認
め
た
。
最
高
裁
は
、「
自

己
の
意
思
に
反
し
て
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
（
以
下
、
単
に
「
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
」
と
い
う
。）
が
、
人
格
的

生
存
に
関
わ
る
重
要
な
権
利
と
し
て
、
同
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る）

4
（

」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
決
定
文
の
言
葉
を
忠

実
に
表
せ
ば
、「
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
身
体
の

自
由
」
に
近
い
概
念
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
本
決
定
は
あ
く
ま
で
「
治
療
と
し
て
は
生
殖
腺
除
去
手
術
を
要
し
な
い
性
同
一
性
障
害
者
に
対
し
、
身
体
へ
の
侵
襲

を
受
け
な
い
自
由
を
放
棄
し
て
強
度
な
身
体
的
侵
襲
で
あ
る
生
殖
腺
除
去
手
術
を
受
け
る
こ
と
を
甘
受
す
る
か
、
又
は
性
自
認
に
従

っ
た
法
令
上
の
性
別
の
取
扱
い
を
受
け
る
と
い
う
重
要
な
法
的
利
益
を
放
棄
し
て
性
別
変
更
審
判
を
受
け
る
こ
と
を
断
念
す
る
か
と

い
う
過
酷
な
二
者
択
一
を
迫
る）

（
（

」
こ
と
が
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
を
侵
害
す
る
と
し
た
に
と
ど
ま
る
。
法
廷
意
見
は
本
件
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制
度
が
手
術
を
要
し
な
い
性
同
一
性
障
害
者
に
対
し
て
「
性
自
認
に
従
っ
た
法
令
上
の
性
別
の
取
扱
い
を
受
け
る
と
い
う
重
要
な
法

的
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
、
同
手
術
を
受
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
る）

（
（

」
も
の
と
言
及
し
て
お
り
、
性
自
認
に
従
っ
た
性
別
取

扱
い
が
重
要
な
法
的
利
益
に
関
わ
る
と
位
置
付
け
て
い
る
も
の
の
、
性
自
認
に
基
づ
く
自
己
決
定
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
は
触
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
法
廷
意
見
は
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
で
自
己
決
定
を
巧
妙
に
避
け
な

が
ら
論
理
を
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

　

そ
も
そ
も
本
決
定
は
制
定
時
に
お
け
る
生
殖
腺
除
去
手
術
要
件
の
必
要
性
と
合
理
的
関
連
性
を
認
め
て
い
る
の
で）

7
（

、
性
自
認
に
基

づ
く
性
別
の
自
己
決
定
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
、
身
体
侵
襲
に
つ
な
が
る
法
制
度
に
な
っ
て
い
た
と
は
い

え
、
選
択
の
余
地
は
残
っ
て
い
る
の
で
、
当
該
制
度
が
身
体
侵
襲
に
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
本
件
で
は
少
な
く
と
も

明
示
的
に
は
自
己
決
定
が
登
場
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
身
体
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
は
時
に
自
己
決
定
と
密
接
に
連
動
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
、
望

ま
な
い
治
療
の
直
接
的
強
制
は
身
体
侵
襲
と
と
も
に
治
療
の
選
択
と
い
う
自
己
決
定
を
も
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
本
決
定

は
自
己
の
意
思
に
反
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

身
体
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
を
提
示
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
自
己
の
意
思
と
い
う
要
素
が
組
み
込
ま
れ

て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
身
体
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
に
は
自
己
決
定
的
要
素
を
含
む
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
仮
に
こ
の
自
由
に
自
己
決
定
的
要
素
が
含
ま
れ
う
る
と
し
て
も
、
そ
の
関
係
を
解
き
明
か
す
の
は
容
易
で
は
な
い
。

身
体
に
関
す
る
自
己
決
定
権
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
場
合
、
そ
れ
は
身
体
の
自
由
に
付
随
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
身
体
の
自
由
と
は

別
に
独
立
し
た
権
利
と
し
て
存
在
す
る
の
か
。
ま
た
身
体
侵
襲
そ
れ
自
体
と
比
べ
る
と
自
己
決
定
は
よ
り
社
会
の
変
化
に
翻
弄
さ
れ

や
す
く
、
時
に
性
自
認
の
よ
う
に
生
物
的
身
体
と
自
己
決
定
が
相
克
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
身
体
の
自
由
と
は
何

を
指
す
の
か
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
身
体
の
自
由
と
は
何
か
を
考
え
る
。
ま
ず
、
身
体
の
自
由
の
歴
史
的
展
開
を
概
観
す
る
。
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近
代
憲
法
に
お
い
て
身
体
の
自
由
が
い
か
な
る
形
で
要
請
さ
れ
て
い
た
の
か
を
確
認
し
つ
つ
、
そ
の
後
の
国
家
の
変
貌
や
社
会
の
進

展
が
身
体
の
自
由
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
を
考
察
す
る
。
次
に
、
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
身
体
の
自
由
が
ど
の
よ

う
に
保
障
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
。
憲
法
制
定
時
に
お
け
る
議
論
や
そ
の
後
の
学
説
の
展
開
な
ど
を
踏
ま
え
、
身
体
の
自
由

の
根
拠
条
文
や
権
利
構
造
を
考
え
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
身
体
の
自
由
に
関
す
る
判
例
や
裁
判
例
の
展
開
を
考
察
し
、
身
体
の
自

由
の
内
容
や
射
程
な
ど
を
検
討
す
る
。
日
本
の
判
例
動
向
だ
け
で
は
な
お
身
体
の
自
由
の
内
実
が
不
明
瞭
な
部
分
が
多
い
た
め
、
続

け
て
ア
メ
リ
カ
の
判
例
法
理
を
考
察
し
、
身
体
の
自
由
の
内
容
、
性
質
、
射
程
、
限
界
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
、
身
体
の

自
由
の
軸
と
な
る
部
分
と
そ
れ
以
外
の
部
分
、
と
り
わ
け
身
体
に
関
す
る
自
己
決
定
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
を
検
討

す
る
。

Ⅰ　

身
体
の
自
由
の
展
開

1　

ロ
ッ
ク
の
身
体
の
自
由

　

そ
も
そ
も
自
分
の
身
体
は
誰
の
も
の
だ
ろ
う
か
。
当
然
な
が
ら
自
分
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
答
え
が
当
然
で
は
な
い
か
も
し
れ

な
い
と
こ
ろ
に
、
身
体
の
自
由
を
語
る
こ
と
の
恐
ろ
し
さ
に
も
似
た
厳
か
さ
が
あ
る
。
人
の
根
源
に
迫
る
こ
の
問
い
に
対
し
て
は
、

し
ば
し
ば
古
典
的
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
所
有
の
論
理
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
あ
な
た
は
自
分
の
本
を
盗
ま
れ
な
い

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
好
き
な
よ
う
に
使
用
し
た
り
他
者
に
好
き
な
よ
う
に
使
用
さ
せ
た
り
で
き
る
の
と
同
様
に
、
あ
な
た
は
自
分

の
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
を
侵
害
さ
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
好
き
な
よ
う
に
使
用
し
、
他
者
に
好
き
な
よ
う
に
使
用
さ
せ

た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る）

（
（

」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
自
分
の
身
体
の
所
有
者
は
自
分
で
あ
り
、
自
分
の
財
産
と
同
様
、
侵
害
さ
れ
な

い
権
利
や
使
用
し
た
り
す
る
権
利
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
古
典
的
喜
劇
に
も
登
場
す
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
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身体の自由

ピ
ア
（W

illiam
 Shakespeare

）
の
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
で
あ
る）

9
（

。
法
学
者
に
扮
し
た
ポ
ー
シ
ア
（Portia

）
は
、
高
利
貸
の
シ
ャ

イ
ロ
ッ
ク
（Shylock

）
に
対
し
、
契
約
に
従
っ
て
借
金
を
返
済
で
き
な
い
場
合
は
肉
一
ポ
ン
ド
切
り
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ

れ
は
一
ポ
ン
ド
き
っ
か
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
血
の
一
滴
も
流
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
判
決
を
下
し
た）

（1
（

。
履
行
不
能

性
は
と
も
か
く
、
そ
こ
で
は
人
肉
の
担
保
自
体
は
可
能
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
興
味
深
い
。
あ
る
意
味
、
こ
こ
で
も
財
産
の
ア
ナ
ロ

ジ
ー
が
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
。

　

か
か
る
思
考
回
路
は
か
つ
て
ロ
ッ
ク
（John Locke

）
が
提
唱
し
た
自
然
権
理
論
を
想
起
さ
せ
る）

（（
（

。
ロ
ッ
ク
は
自
然
権
に
身
体
所

有
を
含
め
、
政
府
に
よ
る
恣
意
的
な
簒
奪
に
歯
止
め
を
か
け
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
政
府
が
し
ば
し
ば
人
々
の
所
有
を
脅
か
し
て

き
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
踏
ま
え
た
解
決
策
で
あ
り
、
対
国
家
権
力
と
し
て
の
身
体
防
御
を
描
く
自
然
権
構
想
は
憲
法
が
保
障
す

る
身
体
の
自
由
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、
ロ
ッ
ク
が
所
有
権
と
し
て
保
障
さ
れ
る
と
し
た
生
命
、
自
由
、
資
産
／
財
産

（estate

）
は
ア
メ
リ
カ
の
独
立
宣
言
や
日
本
国
憲
法
一
三
条
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
継
承
に
際
し
、
独
立
宣

言
や
日
本
国
憲
法
一
三
条
で
は
「
資
産
／
財
産
」
の
文
言
が
「
幸
福
追
求
」
に
変
わ
っ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、

ロ
ッ
ク
は
固
有
権
（property

）
が
「
生
命
、
自
由
、
資
産
／
財
産
」
を
含
む
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
人
の
幸
福
を

総
体
的
に
保
障
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
、
幸
福
追
求
と
い
う
言
葉
に
な
っ
た
と
い
う
指
摘
が
有
力
で
あ
る）

（1
（

。
つ
ま
り
、
独
立
宣
言
や

日
本
国
憲
法
一
三
条
の
生
命
、
自
由
、
幸
福
追
求
は
ロ
ッ
ク
の
固
有
権
（
生
命
、
自
由
、
資
産
／
財
産
）
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
考

え
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
資
産
／
財
産
が
幸
福
追
求
に
置
き
換
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、
固
有
権
を
表
す
幸
福
追
求
権
が
示
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
生
命
、
自
由
、
資
産
／
財
産
と
い
う
表
記
と
生
命
、
自
由
、
幸
福
追
求
と
い
う
表
記
の

実
質
的
意
味
は
異
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
憲
法
修
正
一
四
条
に
も
反
映
さ
れ
、
適
正
手
続
に
よ
ら
ず
し
て
生
命
、
自
由
、
財
産
を
奪
っ
て
は
な
ら

な
い
と
定
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
修
正
一
四
条
や
日
本
国
憲
法
一
三
条
は
い
ず
れ
も
包
括
的
基
本
権
と
し
て
の
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地
位
を
有
し
、
そ
こ
に
は
身
体
の
自
由
が
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ロ
ッ
ク
の
自
然
権
思
想
が
身
体
の
自
由
の
淵

源
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
ロ
ッ
ク
は
い
か
な
る
意
味
で
身
体
所
有
を
提
唱
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か）

（1
（

。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、「
す
べ
て
の
人
間

0

0

0

0

0

0

は

生
来
的
に
自
由

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
て
、
自
分
自
身
の
同
意
以
外
の
何
も
の
も
人
を
地
上
の
権
力
に
服
従
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い）

（1
（

」
が
、
統
治

体
の
法
に
服
す
る
同
意
に
よ
っ
て
権
力
に
服
従
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
政
治
的
共
同
体
に
自
ら
を
一
体
化
さ
せ
る
と
き
に
そ
の

所
有
物
を
供
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
。「
従
っ
て
、
か
つ
て
は
自
由
で
あ
っ
た
自
ら
の
身
体
を
あ
る
政
治
的
共
同
体
に
結

び
つ
け
る
者
は
、
そ
の
同
じ
行
為
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
は
自
由
で
あ
っ
た
自
分
の
所
有
物
を
も
そ
の
共
同
体
に
結
合
さ
せ
る
こ
と
に

な
り
、
そ
の
結
果
、
身
体
と
所
有
物
と
の
両
者
と
も
、
そ
の
政
治
的
共
同
体
が
存
続
す
る
限
り
、
そ
の
統
治
体
と
統
治
権
に
服
す
る

こ
と
に
な
る）

（1
（

」。

　

そ
し
て
、
自
然
状
態
に
お
い
て
自
分
自
身
の
身
体
と
所
有
物
を
有
し
て
い
た
人
間
が
な
ぜ
そ
の
自
由
を
手
放
し
て
他
者
の
統
治
に

服
す
る
の
か
と
い
う
理
由
に
お
い
て
、
身
体
を
含
む
所
有
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
ロ
ッ
ク
い
わ
く
、「
…
…
自
然
状
態
に
お
い
て

も
っ
て
い
る
固プ

ロ
パ
テ
ィ

有
権
の
享
受
は
き
わ
め
て
不
安
定
で
あ
り
不
確
実
で
あ
る
か
ら
…
…
私
が
固プ

ロ
パ
テ
ィ

有
権
と
い
う
一
般
名
辞
で
呼
ぶ
生
命
、

自
由
、
資
産
の
相
互
的
な
保
全
の
た
め
に
、
彼
が
、
す
で
に
結
合
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
結
合
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
他
の
人
々

と
と
も
に
社
会
を
作
る
こ
と
を
求
め
、
す
す
ん
で
こ
れ
に
加
わ
る
こ
と
を
欲
す
る
の
は
、
決
し
て
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
従

っ
て
、
人
が
、
政
治
的
共
同
体
へ
と
結
合
し
、
自
ら
を
統
治
の
下
に
置
く
大
き
な
、
そ
し
て
主
た
る
目
的
は
、
固プ

ロ
パ
テ
ィ

有
権
の
保
全
と
い

0

0

0

0

0

う
こ
と
に
あ
る

0

0

0

0

0

0

」。）
（1
（

　

つ
ま
り
、
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
自
然
状
態
に
お
い
て
有
し
て
い
た
自
由
を
放
棄
し
て
国
家
に
委
ね
る
の
は
、「
…
…
も
っ
ぱ
ら
、

自
分
自
身
の
自
由
と
固プ

ロ
パ
テ
ィ

有
権
と
を
よ
り
よ
く
保
全
し
よ
う
と
い
う
各
人
の
意
図）

（1
（

」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
状
態
が
悪

化
す
る
こ
と
は
想
定
し
て
お
ら
ず
、「
立
法
部
の
権
力
が
、
共
通
善
を
超
え
た
と
こ
ろ
ま
で
及
ぶ
と
は
考
え
ら
れ
な
い）

（1
（

」
こ
と
に
な
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る
。
そ
の
た
め
、
固
有
権
の
保
全
の
た
め
に
社
会
に
加
わ
っ
た
国
民
は
所
有
権
を
有
し
、
本
人
の
同
意
な
く
そ
の
所
有
物
を
奪
う
こ

と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る）

（1
（

。

　

以
上
の
自
然
権
構
想
を
ま
と
め
る
と
、
人
々
は
固
有
権
の
保
全
の
た
め
に
身
体
と
所
有
物
に
関
す
る
所
有
を
国
に
信
託
す
る
こ
と

で
そ
の
法
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
国
が
恣
意
的
に
そ
れ
を
奪
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
ロ
ッ
ク
は
身

体
と
所
有
物
を
し
ば
し
ば
並
置
し
て
用
い
る
も
の
の
、
上
記
で
引
用
し
た
固
有
権
に
は
生
命
、
自
由
、
資
産
し
か
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、

そ
こ
に
身
体
が
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ロ
ッ
ク
が
所
有
権
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
箇
所
を
参

照
す
る
必
要
が
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
、「
…
…
人
は
誰
で
も
、
自
分
自
身
の
身
体
0

0

に
対
す
る
固プ

ロ
パ
テ
ィ

有
権
を
も
つ
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本

人
以
外
の
誰
も
い
か
な
る
権
利
も
も
た
な
い）

11
（

。」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
固
有
権
に
は
身
体
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
し
た
が
っ
て
、
人
は
身
体
を
も
い
っ
た
ん
国
に
信
託
す
る
こ
と
で
そ
の
保
全
を
は
か
り
、
国
は
恣
意
的
に
そ
れ
を
侵
害
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
い
う
身
体
の
所
有
が
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
ロ
ッ
ク
は
身
体
の
労
働

と
所
有
の
関
係
に
つ
い
て
は
詳
細
な
説
明
を
行
っ
て
い
る
が
、
身
体
自
体
の
所
有
の
意
味
に
つ
い
て
は
十
分
な
説
明
を
行
っ
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
、
身
体
の
所
有
権
を
認
め
る
こ
と
は
、
防
御
権
の
み
な
ら
ず
処
分
権
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

し
か
し
、
ロ
ッ
ク
は
生
命
に
つ
い
て
処
分
権
を
認
め
な
い
趣
旨
の
説
明
を
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
国
家
に
よ
る
生
命
・
財
産
に
対

す
る
恣
意
的
簒
奪
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
く
だ
り
で
、「
誰
も
、
自
分
自
身
の
生
命
を
奪
っ
た
り
、
他
人
の
生
命
や
所
有

物
を
奪
っ
た
り
す
る
よ
う
な
絶
対
的
で
恣
意
的
な
権
力
を
、
自
分
や
他
人
に
対
し
て
も
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る）

1（
（

」
と
述
べ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
少
な
く
と
も
自
分
で
自
分
の
生
命
を
侵
害
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

は
生
命
だ
け
で
な
く
、
自
由
や
所
有
物
（
身
体
を
含
む
）
に
も
及
ぶ
可
能
性
が
高
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ロ
ッ
ク
は
続
け
て
「
人
は
、
自

然
状
態
に
お
い
て
、
他
人
の
生
命
、
自
由
、
所
有
物
に
対
す
る
恣
意
的
な
権
力
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
彼
が
も
っ
て
い
る
の
は
、
た
だ
、
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彼
自
身
と
そ
の
他
の
人
類
と
を
保
全
す
る
た
め
に
自
然
法
が
与
え
た
権
力
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
…
…
立
法
権
力

0

0

0

0

に
委
ね
る
こ
と
が

で
き
る
権
力
の
す
べ
て
で
あ
り
、
従
っ
て
、
立
法
部
も
そ
れ
以
上
の
権
力
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い）

11
（

」
と
述
べ
て
お
り
、
自
分
自
身

も
国
家
権
力
も
生
命
、
自
由
、
所
有
物
を
恣
意
的
に
損
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
然
状
態
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
た
限
り
に
お
い
て
、
身
体
の
処
分
権
も
認
め
ら
れ
る
可

能
性
が
出
て
く
る
。
そ
し
て
国
家
は
そ
れ
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
り
、
一
定
の
処
分
権
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ロ
ッ
ク
の
自
然
権
理
論
か
ら
す
る
と
、
身
体
の
自
由
は
国
家
の
恣
意
的
な
権
力
行
使
か
ら
の
防
御
に
そ
の
基
礎

が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
想
定
さ
れ
る
侵
害
行
為
は
主
に
有
形
力
の
行
使
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
身
体
侵
襲
や
身
体
拘

禁
か
ら
の
自
由
が
基
本
的
内
容
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
部
分
的
で
は
あ
る
が
、
身
体
の
処
分
権
も
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

2　

身
体
制
約
の
展
開

　

ロ
ッ
ク
の
自
然
権
理
論
は
自
然
状
態
に
お
い
て
有
し
て
い
た
権
利
が
社
会
の
成
員
に
な
っ
て
か
ら
も
同
程
度
の
保
護
が
与
え
ら
れ

る
と
想
定
し
て
い
た
と
い
え
る
が
、
し
か
し
、
社
会
が
身
体
に
も
た
ら
す
影
響
は
極
め
て
強
く
、
実
際
に
は
そ
の
保
障
レ
ベ
ル
も
社

会
変
化
に
よ
っ
て
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。

　

そ
の
典
型
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
か
ら
派
生
す
る
身
体
に
関
す
る
自
己
決
定
で
あ
る
。
自
然
状
態
の
下
で
は
、
人
は
他
者
の
目
を
気
に

す
る
必
要
が
な
く
、
私
生
活
と
そ
れ
以
外
の
空
間
の
境
界
線
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
国
家
の
存
在
の
下
、
社
会
生
活
を
営
む
よ
う

に
な
る
と
自
由
の
領
域
が
縮
減
し
た
反
面
、
社
会
の
進
展
や
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
様
々
な
活
動
や
行
為
を
行
え
る
よ
う
に
な
り
、

自
由
な
行
為
の
可
能
性
自
体
は
広
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、
社
会
生
活
上
は
様
々
な
制
限
に
服
す
る
と
し
て
も
、
社
会
と
一
線
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身体の自由

を
画
し
た
私
的
領
域
を
確
保
す
る
こ
と
で
自
由
を
享
受
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
私
生
活
上
の
自
由
と
し
て
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

が
登
場
し
、
自
己
の
身
体
に
関
わ
る
事
項
も
そ
こ
に
含
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
身
体
の
自
由
の
射
程
が
大
幅
に
拡
張

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
臓
器
や
血
液
の
販
売
、
中
絶
、
売
春
、
治
療
（
安
楽
死
等
を
含
む
）、
整
形
、
化
粧
、
髪
型
、
入
墨
、
性
自
認
な
ど

多
岐
に
わ
た
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
身
体
処
分
や
身
体
使
用
に
関
わ
る
事
項
、
自
己
決
定
に
関
す
る
事
項
、
さ
ら
に
は
両
者
の
区

別
が
判
然
と
し
な
い
も
の
も
あ
る
た
め
、
い
か
な
る
意
味
の
身
体
の
自
由
か
を
類
型
化
す
る
の
は
難
し
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
身
体

の
自
由
の
保
護
範
囲
が
身
体
侵
襲
や
身
体
拘
禁
か
ら
の
防
御
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
性
質
や
対
象
が
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
以
上
の
事
項
と
は
反
対
に
、
身
体
保
護
の
射
程
も
広
が
る
よ
う
に
な
り
、
胎
児
の
身
体
や
死
者
の
身
体
の
保
護
、
精
神
病
患

者
の
身
体
の
保
護
な
ど
も
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
身
体
の
自
由
や
保
護
の
範
囲
が
拡
大
し
て
い
く
と
、
身
体
の
自
由
の
内
実
に
つ
い
て
も
よ
り
広
く
そ
れ
を
見
積
も
る

必
要
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
身
体
に
関
わ
る
事
項
を
包
括
す
る
よ
う
な
言
葉
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
一
つ
の
ア
イ
デ

ア
が
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
で
あ
る
。
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
は
、
他
者
が
自
己
の
身
体
に
介
入
し
な
い
こ
と
を
含
む
だ
け
で
な
く
、

物
理
的
身
体
に
関
わ
る
領
域
と
道
徳
的
身
体
に
関
わ
る
領
域
を
包
括
す
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
各
国
の
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ

ィ
の
概
念
を
検
討
し
た
ジ
ル
・
マ
ー
シ
ャ
ル
（Jill M

arshall
）
は
、
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
を
、「
統
一
さ
れ
た
全
体
と
し
て
の

自
己
と
し
て
…
…
自
己
及
び
自
己
の
存
在
の
法
的
承
認
と
い
う
点
に
お
い
て
、
身
体
並
び
に
内
面
構
造
及
び
道
徳
的
枠
組
に
介
入
さ

れ
な
い
」
も
の
と
位
置
付
け
る）

11
（

。
つ
ま
り
、
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
は
、
身
体
全
体
を
統
合
し
た
存
在
で
あ
る
た
め
に
物
理
的
な

身
体
介
入
や
身
体
内
面
へ
の
介
入
か
ら
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
概
念
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
の
概
念
は
抽
象
的
で
あ
り
、
法
的
承
認
と
い
う
点
に
お
い
て
も
な
お
発
展
途
上
段
階
に
あ
る
が
、
ア
メ

リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
が
そ
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
格
闘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
身
体
の
自
由
と
は
何
か
に
密
接
に
関
わ
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る
も
の
で
あ
り
、
判
例
法
理
の
検
討
が
必
要
と
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
身
体
の
自
由
や
身
体
の
保
護
が
広
が
る
一
方
で
、
社
会
は
一
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
人
々
を
そ
の
対
象
か
ら
外

し
て
き
た
。
ま
ず
は
、
社
会
の
中
で
底
辺
に
位
置
付
け
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
社
会
的
排
除
の
対
象
に
な
っ
た
り
す
る
層
が
挙
げ
ら

れ
る
。
そ
う
し
た
身
分
の
者
は
身
体
の
自
由
が
著
し
く
制
限
さ
れ
た
。
そ
の
典
型
が
奴
隷
や
苦
力
と
い
っ
た
社
会
的
に
形
成
さ
れ
た

特
定
身
分
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
文
字
通
り
の
奴
隷
的
拘
束
を
受
け
る
か
、
あ
る
い
は
事
実
上
の
強
制
労
働
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
ま
た
、
社
会
の
構
成
員
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
体
に
関
す
る
問
題
の
中
に
は
公
共
化
が
生
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
と
り

わ
け
、
そ
れ
は
身
体
に
関
す
る
自
己
決
定
の
問
題
を
顕
現
さ
せ
た
。
た
と
え
ば
、
性
別
の
決
定
や
生
殖
に
関
す
る
決
定
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
。
性
別
に
つ
い
て
は
、
生
物
学
的
性
と
は
別
に
、
社
会
的
に
構
築
さ
れ
る
性
、
す
な
わ
ち
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
登
場
す
る）

11
（

。
ジ
ェ

ン
ダ
ー
は
性
差
に
基
づ
く
役
割
を
あ
て
が
い
、
そ
の
範
疇
の
域
を
逸
脱
し
た
行
動
や
身
な
り
が
事
実
上
制
約
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

生
殖
に
つ
い
て
は
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
圏
に
お
い
て
避
妊
や
中
絶
が
禁
止
さ
れ
、
生
殖
に
関
す
る
決
定
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
ま
た
、
社
会
的
弱
者
も
排
除
の
対
象
に
な
る
こ
と
が
あ
り
、
高
齢
者
、
妊
婦
、
障
害
者
、
狂
人
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
日
本
南

方
の
島
で
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
ト
ゥ
ン
グ
ダ
や
ク
ブ
ラ
バ
リ
で
は
妊
婦
に
岩
礁
を
飛
び
越
え
さ
せ
た
り
、
障
害
者
や
高
齢
者
を
切
り

捨
て
る
た
め
の
競
争
行
事
が
行
わ
れ
た
り
し
た）

11
（

。
そ
れ
は
身
体
的
行
動
を
強
制
し
、
生
命
を
脅
か
す
も
の
で
あ
っ
た
。
長
野
の
山
奥

を
舞
台
と
す
る
『
楢
山
節
考
』
で
は
姥
捨
て
山
だ
け
で
な
く
高
齢
者
に
歯
欠
け
を
求
め
る
風
習
が
あ
る
こ
と
も
描
写
さ
れ
て
お
り
、

身
体
移
動
や
身
体
健
全
を
著
し
く
損
な
う
社
会
的
要
請
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る）

11
（

。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
狂
人
を
追
放
す

る
阿
呆
船
が
存
在
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る）

11
（

。

　

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
は
国
家
が
容
認
し
て
い
た
も
の
の
、
主
に
社
会
的
関
係
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
身
体
制
約
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
近
代
国
家
に
お
い
て
フ
ー
コ
ー
（M

ichel Foucault

）
が
指
摘
す
る
よ
う
な
生
権
力
化
が
生
じ
る
と
、
そ
の
影
響
は
身
体
の
自

由
に
も
及
ぶ
よ
う
に
な
る
。
フ
ー
コ
ー
は
生
権
力
自
体
に
つ
い
て
詳
細
な
定
義
を
用
意
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
概
念
は
大
要
次
の
よ
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う
な
も
の
で
あ
る
。

　

フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
君
主
が
有
し
て
い
た
古
典
的
権
力
は
直
接
生
死
を
決
定
す
る
支
配
関
係
に
あ
っ
た
の
に
対
し
、
生

き
さ
せ
る
か
死
の
中
に
廃
棄
す
る
か
と
い
う
権
力
が
登
場
し
、
非
個
人
化
の
下
で
生
命
や
身
体
が
規
律
・
管
理
・
調
整
の
対
象
と
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う）

11
（

。
す
な
わ
ち
、「
権
力
が
対
象
と
す
る
の
は
、
も
は
や
、
そ
れ
に
対
す
る
権
力
の
最
終
的
な
支
配
＝
掌

握
が
死
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
よ
う
な
権
利
上
の
臣
下
で
は
な
く
、
生
き
た
存
在
と
な
る
の
で
あ
り
、
彼
ら
に
対
し
て
権
力
が
行
使
し

得
る
支
配
＝
掌
握
は
、
生
命
そ
の
も
の
の
レ
ベ
ル
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。
生
命
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
、
殺
害
の

脅
迫
以
上
に
、
権
力
を
し
て
身
体
に
ま
で
そ
の
手
を
延
ば
す
こ
と
を
可
能
に
す
る）

11
（

」
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
、
生

権
力
が
二
つ
の
極
を
構
成
す
る
と
し
、
そ
れ
は
身
体
に
関
す
る
規
律
と
人
口
の
調
整
で
あ
る
と
い
う）

11
（

。
身
体
に
関
す
る
規
律
は
、
身

体
の
調
教
、
身
体
の
適
性
の
増
大
、
身
体
の
力
の
強
奪
、
身
体
の
有
用
性
と
従
順
さ
と
の
並
行
的
増
強
、
効
果
的
で
経
済
的
な
管
理

シ
ス
テ
ム
へ
の
身
体
の
組
み
込
み
な
ど
、
機
械
と
し
て
の
身
体
に
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
人
口
の
調
整
は
生
物
学

的
プ
ロ
セ
ス
の
支
え
に
な
る
身
体
に
光
を
当
て
、
繁
殖
、
誕
生
、
死
亡
率
、
健
康
、
寿
命
な
ど
に
介
入
し
調
整
す
る
管
理
を
指
す
。

学
校
や
軍
隊
と
い
っ
た
様
々
な
規
律
制
度
の
発
展
に
よ
っ
て
身
体
管
理
と
生
の
経
営
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
身
体
の
隷
属
化
と

住
民
管
理
を
招
く
。
つ
ま
り
、
権
力
が
生
命
や
身
体
に
積
極
的
に
働
き
か
け
る
よ
う
に
な
り
、
生
命
や
身
体
を
管
理
・
経
営
す
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
公
権
力
が
私
生
活
に
広
く
及
ぶ
よ
う
に
な
り
、
公
私
の
境
界
が
曖
昧
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

か
か
る
状
況
は
身
体
の
自
由
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
。
経
営
的
観
点
に
基
づ
く
人
口
調
整
は
、
国
家
が
産
出
と
配
分
を
決
め

る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
権
力
が
生
殖
に
関
す
る
自
己
決
定
に
介
入
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
身
体
規
律
の
場
面
も
ま
た
身
体
の
自

由
に
影
響
し
た
。
学
校
等
を
通
じ
た
身
体
状
況
の
把
握
と
望
ま
し
い
状
態
に
向
け
た
訓
練
に
よ
り
、
身
体
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
性
が
弱

め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

フ
ー
コ
ー
の
生
権
力
は
そ
れ
自
体
が
た
だ
ち
に
身
体
の
自
由
を
制
約
す
る
と
い
う
問
題
場
面
を
提
示
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
う
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し
た
事
態
が
も
た
ら
す
身
体
へ
の
影
響
を
考
え
る
概
念
素
材
を
提
供
す
る
と
い
う
点
で
有
用
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
二
〇
世
紀
末

に
登
場
し
た
優
生
思
想
と
親
和
的
で
あ
り
、
そ
れ
と
融
合
し
た
政
策
が
実
践
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
体
に
対
し
て
激
し
い
侵
襲
を

も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。
優
生
思
想
は
人
種
改
良
や
不
良
遺
伝
子
の
根
絶
を
目
指
し
て
、
特
定
の
病
気
に
罹
患
し
た
者
や
障
害
者

に
対
す
る
隔
離
や
強
制
不
妊
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
な
直
接
的
な
身
体
侵
襲
を
正
当
化
す
る
の
に
寄
与
し
た
の
で
あ
る
。

　

フ
ー
コ
ー
が
提
示
し
た
生
権
力
の
存
在
は
や
が
て
彼
が
主
題
化
し
な
か
っ
た
身
体
の
存
在
を
も
浮
き
上
が
ら
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
れ
が
ア
ガ
ン
ベ
ン
（Giorgio A

gam
ben

）
の
い
う
剝
き
出
し
の
生
で
あ
り
、
ホ
モ
サ
ケ
ル
の
存
在
で
あ
る）

1（
（

。
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
フ

ー
コ
ー
の
生
権
力
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（Carl Schm

itt

）
の
主
権
論
を
連
鎖
さ
せ
る
こ
と
で
ホ
モ
サ
ケ
ル
の
存
在
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

た
）
11
（

。
す
な
わ
ち
、
法
の
停
止
や
法
の
外
あ
る
い
は
法
の
地
平
で
は
把
握
で
き
な
い
も
の
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
例
外
状
態
を
め
ぐ

る
議
論
に
対
し
、
生
き
て
い
る
も
の
を
法
に
結
び
つ
け
る
と
同
時
に
見
捨
て
て
し
ま
う
よ
う
な
関
係
を
生
政
治
と
し
て
捉
え
、
そ
れ

を
例
外
状
態
に
関
連
づ
け
た
の
で
あ
る）

11
（

。

　

ア
ガ
ン
ベ
ン
は
、
生
き
て
い
る
存
在
を
指
す
ゾ
ー
エ
ー
と
生
き
方
を
指
す
ビ
オ
ス
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
生
を
語
っ
て
い
る）

11
（

。
ア

ガ
ン
ベ
ン
に
よ
れ
ば
、
生
き
て
い
る
だ
け
の
ゾ
ー
エ
ー
は
剝
き
出
し
の
生
で
あ
り
、
そ
れ
が
政
治
化
さ
れ
た
こ
と
が
近
代
に
お
け
る

根
本
的
変
化
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
描
写
は
フ
ー
コ
ー
の
生
権
力
に
近
い
と
い
え
る
が
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
そ
こ
で
法
か
ら
排
除
さ

れ
た
特
定
の
身
体
の
存
在
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
が
ホ
モ
サ
ケ
ル
で
あ
る
。
ホ
モ
サ
ケ
ル
は
、
人
間
の
法
か
ら
も
神
の
法
か
ら
も
排
除

さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、
そ
の
身
体
は
殺
害
可
能
で
あ
り
な
が
ら
犠
牲
に
な
し
え
な
い）

11
（

。
ホ
モ
サ
ケ
ル
は
法
の
例
外
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、「
そ
れ
は
、
例
外
状
態
に
お
い
て
法
を
宙
吊
り
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
例
外
状
態
の
内
に
剝
き
出
し
の
生
を
含
み
こ
む
、
主
権

的
決
定
の
圏
域
で
あ
る）

11
（

」。
主
権
に
よ
る
例
外
化
の
内
に
捉
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
生
が
聖
な
る
も
の
と
な
り
、
そ
れ
は
剝
き
出
し
の

生
が
法
的
―
政
治
的
次
元
に
含
み
こ
ま
れ
る
原
初
的
形
式
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る）

11
（

。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
、
法
が
捉
え
き
れ
な

い
存
在
を
例
外
状
態
に
よ
っ
て
締
め
出
す
こ
と
で
法
の
内
に
包
み
込
む
と
い
う）

11
（

、
逆
説
的
な
論
理
展
開
で
あ
る
。



1（

身体の自由
　

ア
ガ
ン
ベ
ン
は
ホ
モ
サ
ケ
ル
の
例
と
し
て
強
制
収
容
所
に
お
け
る
被
収
容
者
や
難
民
を
そ
の
典
型
と
し
て
挙
げ
て
い
る）

11
（

。
と
り
わ

け
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
収
容
所
に
収
容
さ
れ
た
者
が
尊
厳
を
失
い
な
が
ら
も
生
き
て
い
る
状
態
を
ホ
モ
サ
ケ
ル
の
例
と
し
て
描
写

し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
生
と
死
、
人
間
的
な
も
の
と
非
人
間
的
な
も
の
が
不
分
明
な
形
で
立
ち
現
れ
て
お
り
、
閾
に
着
目
し
た
議

論
が
展
開
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

ア
ガ
ン
ベ
ン
の
ホ
モ
サ
ケ
ル
の
議
論
は
、
身
体
拘
禁
や
身
体
侵
襲
と
い
っ
た
身
体
の
自
由
に
対
す
る
著
し
い
侵
害
を
甘
受
せ
ざ
る

を
え
な
い
者
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
平
時
に
お
い
て
も
存
在
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
奴
隷
や
移
民
な
ど
の
存
在

で
あ
る
。
か
れ
ら
の
存
在
は
憲
法
の
権
利
保
障
の
対
象
外
に
置
か
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
か
れ
ら
は
、
強
制
労
働
や
強
制
収
容

の
よ
う
な
形
で
身
体
の
自
由
が
制
限
さ
れ
、
特
に
奴
隷
は
尊
厳
が
踏
み
に
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
、
近
時
の
科
学
技
術
の
発
展
は
リ
ス
ク
社
会
を
招
聘
し
、
そ
れ
も
ま
た
身
体
の
自
由
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

リ
ス
ク
社
会
は
科
学
技
術
を
駆
使
す
る
こ
と
で
そ
れ
ま
で
回
避
不
可
能
だ
っ
た
危
険
を
計
算
可
能
な
リ
ス
ク
に
置
き
換
え
て
、
選
択

可
能
な
状
況
を
創
出
す
る）

1（
（

。
つ
ま
り
、
リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
可
能
に
な
っ
た
社
会
で
あ
る
。
そ
れ
は
行
政
国
家
化
と
自
己
責
任

化
を
同
時
に
推
し
進
め
る
結
果
と
な
る
。
リ
ス
ク
を
計
算
で
き
る
以
上
、
国
家
、
と
り
わ
け
行
政
は
そ
の
損
害
を
低
く
抑
え
る
こ
と

が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
様
々
な
社
会
場
面
で
対
応
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
他
面
、
自
己
で
引
き
受
け
ざ
る
を
え
な
い

リ
ス
ク
も
当
然
存
在
し
、
リ
ス
ク
を
認
識
で
き
る
以
上
、
そ
の
損
害
を
受
け
る
者
は
自
身
で
そ
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の

よ
う
な
自
己
再
帰
性
を
も
た
ら
す
リ
ス
ク
社
会
は
身
体
に
対
し
て
も
自
己
責
任
化
を
求
め
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
技
術
の
発
展

が
も
た
ら
す
社
会
に
す
べ
て
の
人
が
適
切
に
対
応
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
自
己
の
望
む
よ
う
な
選
択
が
で
き
る
と
も
限
ら
な

い
。
あ
る
い
は
、
何
か
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め
に
自
己
の
重
要
な
利
益
を
差
し
出
す
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
た

と
え
ば
、
諸
々
の
自
己
情
報
を
登
録
し
な
け
れ
ば
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

　

と
り
わ
け
、
公
権
力
の
保
護
義
務
が
明
確
に
要
請
さ
れ
る
領
域
と
自
己
責
任
が
明
確
に
要
請
さ
れ
る
領
域
と
の
狭
間
が
存
在
す
る
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こ
と
に
刮
目
す
べ
き
で
あ
る
。
巨
大
資
本
や
一
部
の
特
権
階
級
が
そ
の
領
域
を
支
配
す
る
と
き
、
個
人
は
新
た
な
形
で
身
体
の
自
由

を
制
限
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
身
体
の
自
由
は
自
然
権
の
一
つ
と
し
て
提
唱
さ
れ
て
保
護
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
の
、
国
家
権
力
や
社
会
権
力
の

拡
大
に
よ
り
身
体
の
自
由
が
な
お
も
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
が
わ
か
る
。
生
政
治
に
よ
る
身
体
規
律
、
ホ
モ
サ

ケ
ル
の
存
在
、
リ
ス
ク
社
会
に
お
け
る
身
体
の
自
己
責
任
化
は
身
体
の
自
由
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て

い
る
。
ま
た
、
身
体
の
自
由
の
問
題
と
し
て
主
題
化
さ
れ
て
い
な
い
事
柄
に
も
身
体
の
自
由
の
問
題
が
潜
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

中
絶
や
隔
離
と
い
っ
た
憲
法
問
題
は
身
体
の
自
由
に
影
響
を
も
た
ら
す
点
に
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る）

11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
歴
史
あ
る
身
体
の
自
由
が
な
お
不
安
定
な
状
態
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
実
質
的
保
障
を
は
か
る

た
め
に
は
や
は
り
憲
法
的
保
障
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
日
本
国
憲
法
で
は
身
体
の
自
由
が
ど
の
よ
う
に
保
障
さ
れ
る
の

か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

Ⅱ　

日
本
国
憲
法
に
お
け
る
身
体
の
自
由

1　

憲
法
制
定
過
程

　

ま
ず
は
、
憲
法
制
定
過
程
に
お
い
て
身
体
の
自
由
に
関
す
る
規
定
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
ま
た
そ
れ
に
関
連
す
る
規
定
や
議
論
が

あ
っ
た
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
。
大
日
本
帝
国
憲
法
に
は
身
体
の
自
由
に
言
及
し
た
規
定
は
な
く
、
刑
事
手
続
規
定）

11
（

は
存
在
し
て
い

た
も
の
の
、
そ
も
そ
も
法
律
自
体
が
権
利
保
障
を
実
践
す
る
に
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
法
律
に
よ
ら
ず
に
勅

令
に
よ
っ
て
対
応
す
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た）

11
（

。
ま
た
、
居
住
移
転
の
自
由
に
関
す
る
規
定）

11
（

も
存
在
し
た
が
、
法
律
の
留
保
が
つ
い
て

い
た
。
そ
こ
で
日
本
国
憲
法
で
は
実
効
的
権
利
保
障
を
は
か
る
た
め
の
改
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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日
本
政
府
が
設
け
た
憲
法
問
題
調
査
委
員
会
で
は
身
体
の
自
由
に
関
す
る
議
論
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
一
九
四
六
年
二
月
八
日

に
委
員
長
で
あ
る
松
本
烝
治
国
務
大
臣
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
提
出
し
た
憲
法
改
正
要
綱
に
は
権
利
に
関
す
る
法
律
の
留
保
を
な
く
す
規
定
を

置
い
た
も
の
の
、
身
体
の
自
由
ま
た
は
人
身
の
自
由
に
関
す
る
規
定
は
設
け
ら
れ
ず
、
ま
た
幸
福
追
求
権
や
適
正
手
続
規
定
も
設
け

ら
れ
て
い
な
か
っ
た）

11
（

。

　

す
で
に
独
自
の
草
案
作
業
に
着
手
し
て
い
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
二
月
一
三
日
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
を
日
本
側
に
提
示
し
、
そ
れ
に
は
幸
福
追
求

権
や
刑
事
手
続
に
関
す
る
規
定
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
に
は
、「
第
十
二
条　

日
本
国
ノ
封
建
制
度
ハ
終
止
ス
ヘ
シ

一
切
ノ
日
本
人
ハ
其
ノ
人
類
タ
ル
コ
ト
ニ
依
リ
個
人
ト
シ
テ
尊
敬
セ
ラ
ル
ヘ
シ
一
般
ノ
福
祉
ノ
限
度
内
ニ
於
テ
生
命
、
自
由
及
幸
福

探
求
ニ
対
ス
ル
其
ノ
権
利
ハ
一
切
ノ
法
律
及
一
切
ノ
政
治
的
行
為
ノ
至
上
考
慮
タ
ル
ヘ
シ）

11
（

」
と
「
第
三
十
三
条　

人
民
カ
其
ノ
身
体
、

家
庭
、
書
類
及
所
持
品
ニ
対
シ
侵
入
、
捜
索
及
押
収
ヨ
リ
保
障
セ
ラ
ル
ル
権
利
ハ
相
当
ノ
理
由
ニ
基
キ
テ
ノ
ミ
発
給
セ
ラ
レ
殊
ニ
捜

索
セ
ラ
ル
ヘ
キ
場
所
及
拘
禁
又
ハ
押
収
セ
ラ
ル
ヘ
キ
人
又
ハ
物
ヲ
表
示
セ
ル
司
法
逮
捕
状
ニ
依
ル
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
害
セ
ラ
ル
ル
コ
ト

無
カ
ル
ヘ
シ
。
各
捜
索
又
ハ
拘
禁
若
ハ
押
収
ハ
裁
判
所
ノ
当
該
官
吏
ノ
発
給
セ
ル
格
別
ノ
逮
捕
状
ニ
依
リ
行
ハ
ル
ヘ
シ）

11
（

」
が
入
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
自
由
一
般
を
保
障
す
る
一
二
条
に
は
身
体
の
自
由
も
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
令
状
主
義
を
定
め
る
三
三

条
に
は
直
接
「
身
体
」
と
い
う
言
葉
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
憲
法
に
お
い
て
も
、
刑
事
手
続
を
定
め
た
修
正
四
条
に
は

「
身
体
」
と
い
う
言
葉
が
入
っ
て
お
り）

11
（

、
そ
れ
を
参
考
に
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
を
受
け
、
政
府
は
い
わ
ゆ
る
三
月
二
日
案
を
作
成
し
た
。
前
述
の
規
定
に
対
応
す
る
条
文
は
、「
第
十
二
条　

凡
テ

ノ
国
民
ハ
個
人
ト
シ
テ
尊
重
セ
ラ
ル
ベ
ク
、
其
ノ
生
命
、
自
由
及
幸
福
ノ
追
求
ニ
対
ス
ル
権
利
ハ
公
共
ノ
福
祉
ニ
牴
触
セ
ザ
ル
限
立

法
其
ノ
他
諸
般
ノ
国
政
ノ
上
ニ
於
テ
最
大
ノ
考
慮
ヲ
払
ハ
ル
ベ
シ）

11
（

。」
と
「
第
二
十
八
条　

凡
テ
ノ
国
民
ハ
法
律
ニ
依
ル
ニ
非
ズ
シ

テ
其
ノ
生
命
若
ハ
身
体
ノ
自
由
ヲ
奪
ハ
レ
又
ハ
処
罰
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ
。［
後
段
略）

1（
（

］」
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
三
三

条
に
含
ま
れ
て
い
た
令
状
主
義
の
規
定
は
別
の
条
文
に
移
さ
れ
、
二
八
条
で
は
適
正
手
続
規
定
の
保
障
に
近
い
形
と
な
っ
て
い
る
。
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そ
の
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
の
交
渉
と
修
正
を
経
て
、
憲
法
改
正
草
案
要
綱
が
作
成
さ
れ
た
。
上
記
の
規
定
に
つ
い
て
は
、「
第
十
二　

凡
テ
国
民
ノ
個
性
ハ
之
ヲ
尊
重
シ
其
ノ
生
命
、
自
由
及
幸
福
希
求
ニ
対
ス
ル
権
利
ニ
付
テ
ハ
公
共
ノ
福
祉
ニ
牴
触
セ
ザ
ル
限
リ
立
法

其
ノ
他
ノ
諸
般
ノ
国
政
ノ
上
ニ
於
テ
最
大
ノ
考
慮
ヲ
払
フ
ベ
キ
コ
ト）

11
（

」、「
第
三
十　

何
人
ト
雖
モ
国
会
ノ
定
ム
ル
手
続
ニ
依
ル
ニ
非

ザ
レ
バ
其
ノ
生
命
若
ハ
自
由
ヲ
奪
ハ
レ
又
ハ
刑
罰
ヲ
科
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
ク
何
人
モ
裁
判
所
ニ
於
テ
裁
判
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利

ヲ
奪
ハ
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
キ
コ
ト）

11
（

」、「
第
三
十
一　

国
民
ガ
其
ノ
身
体
、
家
庭
、
書
類
及
所
持
品
ニ
付
侵
入
、
捜
索
、
拘
禁
及
押
収

ヲ
受
ケ
ザ
ル
権
利
ハ
相
当
ノ
理
由
ニ
基
キ
且
捜
索
ス
ベ
キ
場
所
及
拘
禁
又
ハ
押
収
ス
ベ
キ
人
又
ハ
物
ヲ
明
示
ス
ル
令
状
ヲ
発
ス
ル
ニ

非
ザ
レ
バ
侵
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
キ
コ
ト
［
後
段
略）

11
（

］」
と
さ
れ
、
適
正
手
続
に
関
す
る
条
文
（
三
〇
条
）
で
は
「
身
体
」
が
姿

を
消
し
、
令
状
主
義
に
関
す
る
三
一
条
に
「
身
体
」
と
い
う
言
葉
が
残
さ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
口
語
化
を
経
て
四
月
一
七
日
の
憲
法
改
正
草
案
の
段
階
に
な
る
と
、
逮
捕
令
状
と
捜
索
・
押
収
令
状
の
条
文
が
分
け

ら
れ
、
こ
こ
で
も
「
身
体
」
と
い
う
言
葉
が
削
除
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
適
正
手
続
規
定
で
あ
る
「
第
二
十
八
条　

何
人
も
、
法
律
の
定
め
る
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
生
命
若
し
く
は
自
由
を
奪
は
れ
、
又
は
そ
の
他
の
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な

い
）
11
（

。」
は
引
き
続
き
「
身
体
」
が
姿
を
消
し
た
ま
ま
で
、
さ
ら
に
「
第
三
十
条　

何
人
も
、
現
行
犯
と
し
て
逮
捕
さ
れ
る
場
合
を
除

い
て
は
、
権
限
を
有
す
る
司
法
官
憲
が
発
し
、
且
つ
理
由
と
な
つ
て
ゐ
る
犯
罪
を
明
示
す
る
令
状
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
逮
捕
さ
れ
な

い
）
11
（

。」、「
第
三
十
二
条　

国
民
が
、
そ
の
住
居
、
書
類
及
び
所
持
品
に
つ
い
て
、
侵
入
、
捜
索
及
び
押
収
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
権

利
は
、
第
三
十
条
の
場
合
を
除
い
て
は
、
正
当
な
理
由
に
基
い
て
発
せ
ら
れ
、
且
つ
捜
索
す
る
場
所
及
び
押
収
す
る
物
を
明
示
す
る

令
状
が
な
け
れ
ば
、
侵
さ
れ
な
い
。［
後
段
略）

11
（

］」
と
な
り
、
憲
法
条
文
か
ら
「
身
体
」
の
言
葉
が
一
切
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な

お
、
一
二
条
に
つ
い
て
は
、「
第
十
二
条　

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）

11
（

。」
と

さ
れ
、
結
局
こ
こ
に
「
身
体
」
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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憲
法
改
正
案
が
枢
密
院
に
諮
詢
さ
れ
た
際
、
枢
密
院
委
員
会
記
録
に
は
、
林
頼
三
郎
顧
問
官
が
佐
藤
達
夫
法
制
局
次
長
に
対
し
て
、

「
身
体
」
と
い
う
言
葉
が
消
去
さ
れ
た
理
由
を
問
う
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
左
記
は
そ
の
一
場
面
で
あ
る）

11
（

。

林　

三
二
条
に
よ
る
と
住
居
、
書
類
、
所
持
品
に
限
つ
て
ゐ
る
が
、
何
故
身
体
を
除
い
た
か
。
要
綱
に
も
英
文
に
も
あ
る
の
に
何
故
除
い
た

か
。

佐
藤　

要
綱
に
は
あ
つ
た
が
、
そ
こ
で
は
、
拘
禁
も
あ
つ
た
。
身
体
は
拘
禁
の
み
に
つ
い
て
考
へ
た
。
後
に
重
複
す
る
と
考
へ
て
身
体
と
拘

禁
を
と
つ
た
。
身
体
の
捜
索
関
係
は
、
所
持
品
で
出
て
来
る
。
所
持
品
以
外
の
関
係
で
は
他
の
原
則
が
出
て
来
る
。

林　

そ
の
場
合
働
く
規
定
と
は
何
か
。

佐
藤　

二
八
条
系
統
の
も
の
が
働
く
と
考
へ
る
。

林　

私
は
二
八
条
は
こ
こ
に
は
出
て
来
な
い
と
思
ふ
。
身
体
が
拘
禁
に
関
係
す
る
な
ら
、
三
一
条）

11
（

の
問
題
で
あ
る
。

　

こ
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
、
令
状
主
義
の
箇
所
で
身
体
と
物
が
混
在
し
て
い
た
た
め
、
逮
捕
令
状
と
捜
索
・
押
収
令
状
の
条
文
を

分
け
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
際
に
い
ず
れ
に
お
い
て
も
「
身
体
」
を
削
除
し
、
身
体
と
拘
禁
の
関
係
は
適
正
手
続
規
定
で
対
応
す
る

趣
旨
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
枢
密
院
審
査
や
帝
国
議
会
に
お
け
る
審
議
へ
の
対
応
と
し
て
、
法
制
局
が
各
条
文
の
説
明
と
想
定
質
問
に
対
す
る
答
弁
に

関
す
る
資
料
を
作
成
し
て
お
り
、
そ
こ
で
も
身
体
の
自
由
に
関
す
る
説
明
が
み
ら
れ
た
。

　

そ
こ
に
は
二
八
条
（
当
時
）
に
関
す
る
問
い
と
答
え
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
る）

1（
（

。

問
「
本
条
に
於
て
身
体
権
に
付
規
定
せ
ざ
る
理
由
如
何
」

答
「
本
条
に
謂
ふ
自
由
は
、
身
体
の
自
由
を
含
む
趣
旨
で
あ
り
ま
し
て
、
従
て
廣
く
身
体
権
の
こ
と
を
含
ん
で
居
る
趣
旨
で
あ
り
ま
す
」
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問
「
本
条
の
『
自
由
』
の
範
囲
如
何
」

答
「
此
れ
は
廣
く
身
体
的
自
由
は
勿
論
精
神
上
の
自
由
を
も
含
ん
で
居
り
ま
す
。
そ
の
主
た
る
も
の
は
第
十
六
条
乃
至
第
二
十
一
条
等
の
各

本
条
に
規
定
致
し
て
居
り
ま
す
」

　

こ
こ
で
も
、
身
体
の
自
由
に
つ
い
て
は
二
八
条
の
適
正
手
続
規
定
で
カ
バ
ー
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
範
囲

に
つ
い
て
は
身
体
の
み
な
ら
ず
精
神
上
の
も
の
も
含
む
と
さ
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
々
の
権
利
規
定）

11
（

に
係
る
こ
と

を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
個
々
の
権
利
の
前
提
と
し
て
身
体
の
自
由
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
二
八

条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

2　

学
説
上
の
理
解

　

こ
れ
ま
で
、
憲
法
学
は
身
体
の
自
由
の
問
題
に
つ
い
て
身
体
拘
束
の
場
面
を
中
心
に
考
え
て
き
た
と
い
え
る
。
こ
れ
に
は
い
く
つ

か
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
専
制
主
義
の
時
代
に
お
い
て
は
不
当
な
逮
捕
・
監
禁
・
拷
問
や
恣
意
的
な
刑
罰
に
よ
っ
て
人
身
の
自
由

が
侵
害
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
り
、
そ
う
し
た
過
去
の
歴
史
的
教
訓
を
踏
ま
え
て
近
代
憲
法
は
人
身
の
自
由
を
保
障
す
る
規
定
を
設

け
る
よ
う
に
な
り
、
と
り
わ
け
日
本
国
憲
法
は
一
八
条
お
よ
び
三
一
条
に
規
定
を
設
け
る
な
ど
、
比
較
憲
法
的
に
見
て
も
詳
細
な
規

定
を
設
け
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る）

11
（

。
そ
の
結
果
、
身
体
の
自
由
は
人
身
の
自
由
に
置
き
換
え
る
形
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ

こ
で
は
一
八
条
や
三
一
条
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た）

11
（

。

　

た
と
え
ば
、
渋
谷
秀
樹
は
、
一
八
条
を
軸
に
し
な
が
ら
、
刑
罰
の
場
面
に
お
い
て
は
三
一
条
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
こ

で
軸
と
な
る
の
は
一
八
条
の
奴
隷
的
拘
束
の
禁
止
と
「
意
に
反
す
る
苦
役
」
で
あ
る
。
渋
谷
に
よ
れ
ば
、
奴
隷
的
拘
束
と
は
、
奴
隷

と
み
な
さ
れ
る
使
用
・
収
益
・
処
分
の
一
つ
以
上
の
客
体
と
さ
れ
、「
自
由
意
思
に
基
づ
く
行
動
が
封
殺
さ
れ
、
と
り
わ
け
自
由
意

思
に
よ
る
そ
の
状
態
か
ら
の
離
脱
が
現
実
的
に
は
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
身
体
の
拘
束
状
態
（
隷
属
状
態
）」
を
指
す
と
い
う）

11
（

。
そ
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の
禁
止
は
本
人
同
意
が
あ
る
場
合
や
私
人
間
の
場
合
で
あ
っ
て
も
規
律
対
象
と
な
る
。「
意
に
反
す
る
苦
役
」
は
強
制
労
働
を
指
し
、

刑
事
罰
の
場
合
を
例
外
と
す
る
こ
と
に
な
る）

11
（

。
刑
事
罰
の
場
面
で
は
三
一
条
が
対
象
と
な
る
が
、
そ
れ
は
刑
罰
に
限
ら
ず
、「
本
条

が
念
頭
に
置
く
自
由
は
、
本
来
身
体
の
自
由
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
患
者
の
強
制
収
容
の
よ
う
に
人
の
身
体
に
直
接
有
形
力
を
行
使

す
る
処
分
」
に
も
適
用
さ
れ
る
と
す
る）

11
（

。
こ
こ
で
は
主
に
身
体
拘
束
を
念
頭
に
置
い
た
自
由
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
い
わ

ゆ
る
人
身
の
自
由
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

も
っ
と
も
、
人
身
の
自
由
は
、
災
害
時
労
役
や
娼
婦
契
約
な
ど
の
場
面
に
お
い
て
一
八
条
の
問
題
が
生
じ
う
る
も
の
の
、
実
際
に

問
題
と
な
る
の
は
三
一
条
関
係
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
刑
事
手
続
上
の
身
体
拘
束
の
問
題
に
加
え
、
不
法
入
国
関
係
の
強
制
収
容）

11
（

、

麻
薬
関
係
の
強
制
入
院）

11
（

、
精
神
障
害
関
係
の
強
制
入
院）

11
（

、
感
染
症
関
係
の
強
制
入
院）

1（
（

な
ど
の
行
政
手
続
に
三
一
条
が
準
用
さ
れ
る
か

ど
う
か
と
い
う
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く）

11
（

、
人
身
の
自
由
の
問
題
は
主
に
刑
事
手
続
上
の
問
題
に
収
斂
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

　

そ
の
こ
と
は
先
述
し
た
よ
う
な
憲
法
制
定
過
程
の
経
緯
と
も
親
和
的
な
側
面
が
あ
る
。
枢
密
院
審
査
や
想
定
問
答
が
身
体
の
自
由

は
適
正
手
続
規
定
に
含
意
さ
れ
て
い
る
と
意
図
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
人
身
の
自
由
の
問
題
と
し
て
刑
事
手
続
の
場
面
を

中
心
に
考
え
て
い
く
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
そ
れ
に
適
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

他
面
、
想
定
問
答
で
言
及
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
個
別
の
権
利
規
定
の
中
に
身
体
の
自
由
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
刑
事

手
続
の
場
面
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
権
利
が
問
題
に
な
る
場
面
に
お
け
る
身
体
の
自
由
の
問
題
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ

ら
に
い
え
ば
、
想
定
問
答
で
は
「
十
六
条
乃
至
第
二
十
一
条
等
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
外
の
権
利
規
定
に
も
身
体
の
自
由

が
関
わ
る
余
地
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
想
定
問
答
は
身
体
の
自
由
の
根
拠
を
適
正
手
続
規
定
に
求
め
て
い
た
た
め
、
個
別
の
権
利
に
お
い
て
身
体
の
自
由
が

関
わ
り
う
る
問
題
が
あ
る
と
し
て
も
、
結
局
刑
事
手
続
が
関
わ
る
場
面
を
中
心
に
考
え
る
結
果
を
招
い
た
と
い
え
る
。
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一
方
、
身
体
の
自
由
が
問
題
と
な
る
場
面
に
つ
き
、
刑
事
手
続
に
限
ら
ず
、
一
三
条
の
適
用
可
能
性
を
考
え
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ

る
）
11
（

。
佐
藤
幸
治
は
、
一
三
条
が
保
障
す
る
幸
福
追
求
権
に
つ
き
、
人
格
的
自
律
の
存
在
と
し
て
の
自
己
を
主
張
し
そ
の
よ
う
な
存
在

で
あ
り
続
け
る
た
め
の
包
括
的
権
利
を
保
障
し
た
も
の
と
位
置
付
け
た
上
で
、
そ
の
補
充
的
適
用
の
対
象
と
し
て
生
命
・
身
体
の
自

由
が
あ
る
と
す
る）

11
（

。
佐
藤
に
よ
れ
ば
、
従
来
は
生
命
・
身
体
の
自
由
は
犯
罪
捜
査
や
処
罰
と
の
関
係
で
問
題
と
す
れ
ば
事
足
り
て
き

た
が
、「
…
…
公
害
に
よ
り
生
命
・
健
康
が
脅
か
さ
れ
、
あ
る
い
は
社
会
を
支
え
る
宗
教
的
な
感
情
の
変
化
や
科
学
技
術
の
進
歩
な

ど
に
と
も
な
っ
て
、
生
と
死
と
の
区
別
が
曖
昧
と
な
り
、
脳
死
や
尊
厳
死
が
個
人
の
自
由
（
自
己
決
定
）
の
問
題
と
し
て
語
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
と
、
生
命
・
身
体
の
自
由
も
よ
り
広
い
文
脈
で
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る）

11
（

」
と
し
、
環
境
権
や
自
己
決
定

権
の
文
脈
で
関
わ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
土
井
真
一
も
、
一
八
条
や
三
一
条
以
外
に
身
体
の
自
由
の
問
題
が
登
場
す
る
場
面
で
は

一
三
条
後
段
の
保
障
を
及
ぼ
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
身
体
侵
襲
を
伴
う
医
療
行
為
、
髪
型
の
規
制
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
よ
う

な
身
体
保
護
目
的
の
規
制
な
ど
は
一
三
条
に
基
づ
く
身
体
の
自
由
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。

芦
部
信
喜
も
、
基
本
書
で
は
「
身
体
の
自
由
」
と
「
人
身
の
自
由
」
を
互
換
的
に
用
い
な
が
ら
一
八
条
と
三
一
条
の
問
題
と
し
て
取

り
上
げ
て
い
る
が）

11
（

、
別
の
書
籍
で
は
生
命
・
身
体
の
処
分
に
関
す
る
自
己
決
定
権
に
言
及
し
て
お
り
、
一
三
条
が
身
体
の
自
由
に
関

わ
る
場
面
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
い
え
る）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
身
体
の
自
由
に
関
す
る
学
説
は
、
主
と
し
て
一
八
条
と
三
一
条
を
基
に
し
た
人
身
の
自
由
と
身
体
の
自
由
を
同
義

に
捉
え
な
が
ら
も
、
一
八
条
お
よ
び
三
一
条
に
加
え
て
、
一
三
条
の
補
充
的
適
用
の
対
象
と
し
て
の
身
体
の
自
由
や
自
己
決
定
権
の

行
使
の
一
場
面
に
な
る
と
考
え
る
見
解
が
有
力
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
身
体
の
自
由
と
身
体
に
関
す
る
自
己
決
定
権
の
関
係
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
つ
い
て
は
論
者
に
よ
っ
て
異
な
り
、
必
ず
し
も
明
確
に
区
別
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
身
体

の
自
由
は
一
八
条
や
二
二
条
以
外
の
場
面
で
は
一
三
条
の
幸
福
追
求
権
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
身
体
処
分
が
問
題
と

な
る
場
面
で
は
輸
血
拒
否
な
ど
の
行
為
が
自
己
決
定
権
と
の
関
係
で
表
出
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
す
る
見
解
が
あ
る）

11
（

。
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3　

憲
法
条
文
の
比
較
検
討
―
―
日
米
比
較
を
通
し
て

　

憲
法
制
定
過
程
を
み
る
と
、
二
八
条
（
改
正
案
当
時
）
の
適
正
手
続
保
障
を
包
括
的
権
利
の
根
拠
と
み
な
し
て
い
る
よ
う
な
節
が

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
適
正
手
続
規
定
が
身
体
の
自
由
を
含
み
、
そ
の
身
体
の
自
由
は
広
く
精
神
的
自
由
を
含
み
、
個
別
の
権
利
で

も
保
障
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
修
正
一
四
条
の
機
能
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
特
に
修
正
一
四
条
一
節

は
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
（
適
正
手
続
）
に
つ
い
て
定
め
て
お
り
、
連
邦
最
高
裁
で
は
強
制
不
妊
を
め
ぐ
る
問
題
が
修
正
一
四
条
違
反
と

な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
争
わ
れ
て
き
た）

11
（

。
つ
ま
り
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
基
づ
く
身
体
の
自
由
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。
と
り
わ
け
、
適
正
手
続
の
保
障
と
い
う
点
で
は
日
本
国
憲
法
改
正
案
当
時
の
二
八
条
に
近
い
。
実
際
、
条
文
を
比
べ
る
と
、

修
正
一
四
条
一
節
は
「
い
か
な
る
州
も
、
法
の
適
正
な
手
続
に
よ
ら
ず
に
、
何
人
か
ら
も
生
命
、
自
由
、
又
は
財
産
を
奪
っ
て
は
な

ら
な
い
」
と
規
定
し
、
日
本
国
憲
法
改
正
案
二
八
条
は
「
何
人
も
、
法
律
の
定
め
る
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
生
命
若
し
く
は

自
由
を
奪
わ
れ
、
又
は
そ
の
他
の
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な
い
。」
と
規
定
し
て
い
る
の
で
、
適
正
手
続
の
保
障
と
い
う
点
で
は
共
通
し

て
い
る
。
改
正
案
二
八
条
は
刑
事
手
続
を
念
頭
に
置
い
た
規
定
で
あ
っ
た
も
の
の
、
修
正
一
四
条
一
節
の
よ
う
に
機
能
す
る
余
地
も

あ
っ
た
た
め
、
憲
法
制
定
過
程
に
お
い
て
適
正
手
続
を
根
拠
に
し
た
身
体
の
自
由
は
刑
事
手
続
以
外
の
場
面
で
も
広
く
包
括
的
権
利

と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
で
は
戦
後
修
正
一
四
条
一
節
が
軸
と
な
っ
て
中
絶
の
権
利
な
ど
の
実
体
的
権
利
が
産
出
さ
れ
る
一
方
で）

1（
（

、

日
本
で
は
む
し
ろ
一
三
条
に
そ
の
役
割
を
担
わ
せ
る
形
で
展
開
し
て
い
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
現
行
憲
法
三
一
条
（
改
正
案
当
時
の

二
八
条
）
に
は
修
正
一
四
条
一
節
の
よ
う
な
「
適
正
な
」（due

）
と
い
う
言
葉
が
存
在
せ
ず
、
ま
た
三
一
条
は
主
と
し
て
刑
事
手
続

を
念
頭
に
置
い
た
規
定
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
憲
法
一
三
条
を
包
括
的
権
利
の
根
拠
規
定
と
考
え
る
方
が
自
然
だ
っ
た
と
い

え
る
か
ら
で
あ
る
。
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ま
た
、
ア
メ
リ
カ
で
は
修
正
一
四
条
以
外
に
も
身
体
に
関
わ
る
条
文
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
ま

ず
、
刑
事
手
続
に
つ
い
て
は
、
不
合
理
な
捜
索
や
逮
捕
な
ど
を
禁
止
す
る
修
正
四
条
や
二
重
の
危
険
を
定
め
る
修
正
五
条
の
よ
う
に

「
身
体
」
を
明
記
す
る
条
文
が
存
在
す
る
。
さ
ら
に
「
身
体
」
を
明
記
し
な
い
も
の
の
、
奴
隷
的
拘
束
を
禁
止
す
る
規
定）

11
（

、
人
身
保

護
令
状
の
規
定）

11
（

、
私
権
剝
奪
を
禁
止
す
る
規
定）

11
（

も
存
在
し
、
様
々
な
角
度
か
ら
身
体
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
規
定
の
存
在
は
、
専
制
国
家
に
お
い
て
恣
意
的
な
刑
罰
権
の
行
使
が
実
践
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
警
戒
や
奴
隷
制
度
の

反
省
が
込
め
ら
れ
る
な
ど
、
歴
史
的
背
景
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
で
は
も
と
も
と

身
体
の
自
由
を
意
識
的
に
手
厚
く
保
護
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も
結
果
的
に
は
そ
う

し
た
側
面
が
に
じ
み
出
る
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
実
際
に
も
身
体
の
自
由
に
関
す
る
判
例
法
理
が
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
た

だ
し
、
人
身
保
護
令
状
を
除
け
ば
、
そ
の
展
開
は
主
に
修
正
一
四
条
を
中
心
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
修
正
一
四
条
の
デ
ュ

ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
は
包
括
的
権
利
を
保
障
す
る
基
盤
と
し
て
展
開
し
た
た
め
、
身
柄
の
裁
判
所
へ
の
移
送
と
い
う
局
所
的
機
能
を
念

頭
に
置
い
た
人
身
保
護
令
状
を
除
く
身
体
の
自
由
一
般
に
関
す
る
問
題
は
修
正
一
四
条
が
引
き
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
う
な
る
と
、
包
括
的
権
利
の
保
障
と
い
う
点
で
は
、
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
修
正
一
四
条
と
日
本
国
憲
法
の
一
三
条
に
共
通

性
が
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
一
三
条
を
中
心
に
身
体
の
自
由
の
問
題
が
展
開
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
一
三
条
が

身
体
の
自
由
を
も
保
障
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
八
条
や
三
一
条
の
場
面
に
限
ら
ず
、
強
制
不
妊
の
問
題
、
ワ
ク
チ
ン
を
含

む
薬
物
投
与
の
問
題
、
中
絶
の
問
題
、
精
神
病
患
者
の
入
院
措
置
、
感
染
症
患
者
の
隔
離
の
問
題
な
ど
、
身
体
的
侵
襲
を
伴
う
問
題

や
身
体
に
関
す
る
自
己
決
定
が
関
わ
る
問
題
を
対
象
に
含
み
う
る
か
ら
で
あ
る
。

4　

身
体
の
自
由

　

憲
法
制
定
過
程
お
よ
び
学
説
の
展
開
を
踏
ま
え
る
と
、
身
体
の
自
由
は
、
奴
隷
的
拘
束
や
意
に
反
す
る
苦
役
、
刑
事
的
拘
束
や
恣
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意
的
な
刑
罰
か
ら
の
自
由
を
要
求
す
る
人
身
の
自
由
、
二
二
条
の
移
動
の
自
由
、
そ
れ
以
外
の
場
面
で
身
体
へ
の
制
約
が
問
題
と
な

る
憲
法
一
三
条
に
基
づ
く
自
由
の
側
面
が
あ
る
と
い
え
る
。
人
身
の
自
由
を
中
心
と
す
る
学
説
は
必
ず
し
も
憲
法
一
三
条
と
の
関
連

で
問
題
と
な
る
身
体
の
自
由
を
排
斥
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
身
体
の
自
由
は
、
広
義
に
お
い
て
は
、
憲
法
一
三
条
、
一
八
条
、
二
二
条
、
三
一
条
に
根
拠
を
置
く
も
の
と
し
て

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
問
題
と
な
る
文
脈
に
応
じ
て
対
応
条
文
が
異
な
っ
て
く
る
。
奴
隷
的
拘
束
や
そ
の
意
に
反
す
る

苦
役
で
あ
れ
ば
一
八
条
、
居
住
・
移
転
関
係
で
あ
れ
ば
二
二
条
、
刑
事
手
続
関
係
で
あ
れ
ば
三
一
条
、
そ
れ
以
外
の
場
面
で
あ
れ
ば

一
三
条
と
な
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
身
体
の
自
由
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。
一
三
条
、
一
八
条
、
二
二
条
、
三
一
条
に

つ
い
て
個
々
の
文
脈
に
応
じ
た
定
義
を
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
す
べ
て
を
包
括
す
る
形
の
定
義
を
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

個
別
に
考
え
る
と
す
れ
ば
、
一
八
条
は
身
体
的
拘
束
と
身
体
的
労
苦
、
二
二
条
は
移
動
の
自
由
、
三
一
条
は
身
体
的
拘
束
と
恣
意
的

刑
罰
、
一
三
条
は
そ
れ
以
外
の
身
体
的
拘
束
や
身
体
的
侵
襲
、
さ
ら
に
は
身
体
に
関
す
る
自
己
決
定
な
ど
を
含
む
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
ら
を
包
括
的
に
定
義
す
る
と
す
れ
ば
、
身
体
的
拘
束
、
身
体
的
侵
襲
、
身
体
的
刑
罰
か
ら
の
自
由
お
よ
び
身
体
的
行
動
そ
の
他

身
体
に
関
す
る
自
由
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
一
三
条
以
外
の
身
体
に
関
わ
る
自
由
は
個
々
の
条
文
に
よ
っ
て
あ
る

程
度
明
確
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
身
体
の
自
由
の
定
義
は
一
三
条
に
つ
い
て
行
え
ば
足
り
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
も
あ
り
え
よ
う
。

た
と
え
ば
、
中
山
茂
樹
は
、
一
八
条
等
の
特
別
規
定
の
存
在
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
公
権
力
に
よ
っ
て
身
体
的
侵
襲
を
加
え
ら
れ
な

い
と
い
う
一
般
的
な
身
体
に
対
す
る
権
利
」
が
一
三
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
と
す
る）

11
（

。
こ
の
定
義
は
後
述
す
る
判
例
の
「
身
体
へ

の
侵
襲
を
う
け
な
い
自
由
」
に
近
い
も
の
と
い
え
る
。
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Ⅲ　

判
例
に
お
け
る
身
体
の
自
由

1　
「
身
体
へ
の
侵
襲
を
う
け
な
い
自
由
」
の
発
露

　
「
身
体
へ
の
侵
襲
を
う
け
な
い
自
由
」
を
最
高
裁
大
法
廷
の
法
廷
意
見
レ
ベ
ル
で
初
め
て
正
面
か
ら
認
め
た
の
は
性
同
一
性
障
害

手
術
要
件
違
憲
決
定
（
二
〇
二
三
年
決
定
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
そ
う
し
た
自
由
ま
た
は
権
利
が
ま
っ
た
く
判
例
や
裁
判
例
に

登
場
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
下
級
審
レ
ベ
ル
で
は
、
優
生
保
護
や
刑
事
捜
査
の
場
面
で
規
制
の
肉
体
的
・
身
体
的
侵
襲
と
い

う
性
格
に
言
及
し
な
が
ら
規
制
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。

（
1
）　

身
体
的
侵
襲
へ
の
言
及

　

ま
ず
は
、
一
九
六
九
年
の
生
殖
腺
除
去
手
術
優
生
保
護
法
違
反
事
件
判
決）

11
（

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
事
件
は
、
優
生
保
護
法
二
八
条

が
「
故
な
く
」
生
殖
不
能
手
術
等
を
行
う
こ
と
を
禁
止
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
医
師
が
性
的
倒
錯
者
の
求
め
に
応
じ
て
生
殖
腺
除
去
手

術
を
行
っ
た
こ
と
が
同
法
等
に
違
反
す
る
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
被
告
人
は
生
殖
腺
除
去
手
術
規
制
が
憲
法
一
三
条
に

基
づ
く
性
的
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
と
主
張
し
た
の
で
、
同
法
の
合
憲
性
が
一
つ
の
争
点
と
な
っ
た）

11
（

。
東
京
地
裁
は
性
的
自
由
が
幸

福
追
求
権
と
密
接
に
関
わ
る
と
し
た
上
で
、「
…
…
第
二
八
条
は
同
法
第
三
条
、
第
四
条
、
第
一
四
条
に
掲
げ
ら
れ
た
よ
う
な
特
殊

な
場
合
に
お
い
て
さ
え
も
公
共
の
福
祉
の
見
地
か
ら
最
少
限
度
の
肉
体
的
侵
襲
に
よ
り
法
の
所
期
す
る
目
的
を
達
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
性
的
自
由
を
で
き
る
だ
け
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
こ
そ
あ
れ
、
性
的
自
由
を
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
な
い）

11
（

」
と
し
、
し
か
も
絶
対
的
に
禁
止
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
合
憲
判
断
を
下
し
た）

11
（

。
こ
こ
で
は
直
接
身
体
の
自
由

が
問
題
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
優
生
手
術
等
に
際
し
て
「
最
少
限
度
の
肉
体
的
侵
襲
」
に
よ
る
こ
と
が
む
し
ろ
性

的
自
由
の
保
障
に
寄
与
し
て
い
る
と
し
て
お
り
、
肉
体
的
侵
襲
に
つ
い
て
は
最
小
限
度
の
措
置
で
あ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
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い
え
る
。

（
2
）　

刑
事
捜
査
に
お
け
る
身
体
侵
襲

　

次
に
、
警
察
官
に
よ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
採
取
が
身
体
侵
襲
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
身
体
的
利
益
ま
た
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
し
う
る
も

の
と
し
た
二
〇
一
九
年
の
知
的
障
害
者
Ｄ
Ｎ
Ａ
採
取
違
法
事
件
判
決）

11
（

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
事
件
は
、
警
察
官
が
知
的
障

害
者
の
取
り
調
べ
に
際
し
て
、
知
的
障
害
ゆ
え
に
口
腔
内
細
胞
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
採
取
に
つ
い
て
有
効
に
同
意
す
る
能
力
を
欠
い
て
い
る
お

そ
れ
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
へ
の
配
慮
な
ど
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
（
余
罪
捜
査
の

た
め
に
必
要
で
あ
れ
ば
令
状
を
請
求
す
る
な
ど
）
が
違
法
で
あ
る
と
し
て
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
神
戸
地

裁
は
、「
特
定
の
個
人
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
の
判
別
を
目
的
と
し
て
そ
の
者
の
口
腔
内
細
胞
を
採
取
す
る
捜
査
は
、
身
体
へ
の
侵
襲
を
伴
う

上
、
当
該
細
胞
（
資
料
）
を
専
門
の
学
識
経
験
に
基
づ
い
て
解
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
遺
伝
情
報
と
い
う
個
人
に
関
す
る
情
報
（
個

人
の
機
微
に
わ
た
る
情
報
）
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
私
的
領
域
に
侵
入
す
る
捜
査
手
法
で
あ
っ
て
、
身
体
検
査
（
刑
訴

法
二
一
八
条
）
又
は
鑑
定
処
分
（
刑
訴
法
二
二
三
条
以
下
）
の
性
質
を
有
す
る
行
為
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
採
取

に
よ
り
侵
害
さ
れ
る
原
告
の
利
益
は
、
身
体
的
利
益
又
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
で
あ
る
と
解
さ
れ
る）

1（
（

」
と
し
た
上
で
、
警
察
官
の
説
明
を

受
け
て
原
告
は
自
ら
口
腔
内
に
棒
状
の
採
取
キ
ッ
ト
を
入
れ
て
採
取
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
原
告
の
口
腔
内
の
皮
膚
の
表
面

の
一
部
を
剝
離
す
る
に
と
ど
ま
り
、
医
学
的
に
危
険
な
行
為
と
は
い
え
ず
、
肉
体
的
な
苦
痛
を
伴
う
も
の
で
も
な
か
っ
た
か
ら
、
こ

れ
に
よ
る
身
体
へ
の
侵
襲
の
程
度
は
大
き
い
も
の
で
は
な
か
っ
た）

11
（

」
の
で
、
自
己
の
身
体
に
同
侵
襲
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
有
効
に
同
意
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
つ
い
て
は
原
告
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
遺
伝
情
報
と
い

う
抽
象
概
念
の
内
容
や
価
値
を
理
解
す
る
能
力
を
欠
い
て
い
た
こ
と
か
ら
本
件
採
取
に
有
効
に
同
意
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き

な
い
と
し
、
そ
れ
に
配
慮
し
な
か
っ
た
の
は
注
意
義
務
違
反
に
当
た
る
と
し
て
、
原
告
の
請
求
を
一
部
認
め
た
。
こ
こ
で
は
、
Ｄ
Ｎ
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Ａ
採
取
が
身
体
へ
の
侵
襲
を
伴
う
身
体
検
査
ま
た
は
鑑
定
処
分
に
当
た
り
身
体
的
利
益
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
両
方
に
関
わ
る
も
の
の
、

身
体
的
利
益
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
特
性
に
応
じ
て
両
者
を
分
け
な
が
ら
そ
の
侵
害
性
を
判
断
し
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
身
体
的
利
益

に
つ
い
て
は
侵
襲
の
程
度
と
同
意
の
有
無
に
着
目
し
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
つ
い
て
は
遺
伝
情
報
の
価
値
の
理
解
に
基
づ
く
同
意
の
有

無
に
着
目
し
て
判
断
さ
れ
た
。
身
体
侵
襲
は
両
方
の
利
益
に
関
わ
る
行
為
で
あ
る
が
、
利
益
の
実
体
に
つ
い
て
は
身
体
の
自
由
（
身

体
的
利
益
）
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
分
け
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
身
体
の
自
由
に
つ
い
て
は
侵
襲
の
程
度
だ
け
で
な
く
、
同
意

の
有
無
も
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
お
り
、
部
分
的
に
自
己
決
定
的
要
素
が
垣
間
見
え
る
形
に
な
っ
て
い
る
。

2　

強
制
不
妊
と
身
体
侵
襲
―
―
下
級
審

　

身
体
的
侵
襲
の
典
型
事
案
は
強
制
不
妊
で
あ
る
。
一
九
四
八
年
に
制
定
さ
れ
た
優
生
保
護
法
が
一
九
九
六
年
に
廃
止
さ
れ
る
ま
で

多
く
の
強
制
不
妊
が
実
施
さ
れ
て
き
た
。
二
〇
一
八
年
に
宮
城
県
の
女
性
が
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
強
制
不
妊
に
対
す
る
国
家
賠
償

請
求
訴
訟
を
提
起
し
て
以
来
、
同
様
の
請
求
の
訴
訟
が
各
地
で
提
起
さ
れ
て
お
り
、
強
制
不
妊
の
合
憲
性
や
除
斥
期
間
の
適
用
が
主

な
争
点
と
な
り
、
下
級
審
の
中
に
は
身
体
的
侵
襲
に
言
及
す
る
判
断
が
増
え
て
き
た
。

　

た
と
え
ば
地
裁
レ
ベ
ル
で
は
、
強
制
不
妊
違
憲
訴
訟
東
京
地
裁
判
決）

11
（

が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
原
告
は
、
本
件
優
生
手
術

に
よ
っ
て
、
身
体
的
な
侵
襲
を
受
け
る
と
と
も
に
、
男
性
と
し
て
の
生
殖
機
能
を
回
復
不
可
能
な
状
態
に
な
る
ま
で
侵
襲
さ
れ
た
も

の
と
認
め
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
実
子
を
も
つ
か
ど
う
か
に
つ
い
て
意
思
決
定
を
す
る
余
地
が
強
制
的
に
奪
わ
れ
、
必
然
的
に
、

そ
の
よ
う
な
意
思
決
定
を
前
提
と
し
た
生
涯
を
送
る
機
会
も
奪
わ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
意
思
決
定
が
で
き
な
い
こ
と
を
前

提
と
し
た
生
涯
を
送
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
憲
法
一
三
条
は
、
国
民
の
私
生
活
上
の

自
由
が
公
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
も
の
で
あ
り
、
実
子
を
も
つ
か
ど
う
か
に
つ
い
て
意
思

決
定
を
す
る
こ
と
は
、
当
然
、
同
条
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
べ
き
私
生
活
上
の
自
由
に
当
た
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
を
、
原
告
が
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主
張
す
る
『
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ
ツ
』
な
い
し
そ
れ
に
包
摂
さ
れ
る
概
念
と
い
う
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
本
件
優
生
手
術

は
、
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
に
憲
法
で
保
護
さ
れ
た
原
告
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
と
い
え
る）

11
（

」。
判
決
は
、
強
制
不
妊
に
よ
っ
て

身
体
的
侵
襲
を
受
け
、
子
を
持
つ
か
ど
う
か
の
意
思
決
定
が
強
制
的
に
奪
わ
れ
た
と
し
て
、
私
生
活
上
の
自
由
（
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ

ブ
・
ラ
イ
ツ
）
を
侵
害
す
る
と
し
て
い
る
の
で
、
身
体
的
侵
襲
と
自
己
決
定
の
侵
害
を
あ
わ
せ
て
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ
ツ
の

侵
害
と
捉
え
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
し
て
、
結
果
と
し
て
自
己
決
定
が
侵
害
さ
れ
た
点
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
や
そ
こ
で
仮
定

さ
れ
て
い
る
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ
ツ
は
自
己
決
定
的
側
面
が
強
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
判
決
が
想
定
す
る
権
利
が
自
己

決
定
権
で
あ
り
、
そ
れ
を
侵
害
す
る
行
為
が
身
体
的
侵
襲
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
理
解
に
立
脚
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

一
方
、
同
事
件
の
控
訴
審
判
決
（
強
制
不
妊
違
憲
訴
訟
東
京
高
裁
判
決）

11
（

）
は
両
者
を
区
別
し
て
判
断
し
て
い
る
。
判
決
に
よ
れ
ば
、

「
憲
法
一
三
条
は
、
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
が
保
護
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
子

を
も
う
け
る
か
否
か
に
つ
い
て
意
思
決
定
を
す
る
自
由
は
、
幸
福
追
求
に
対
す
る
権
利
の
一
内
容
を
構
成
す
る
権
利
と
し
て
同
条
に

よ
り
保
障
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
意
に
反
し
て
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
も
、
同
様
に
同
条
に
よ
り
保
障
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る）

11
（

」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
一
三
条
に
基
づ
き
、
自
己
決
定
権
と
身
体
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
の
両
方
が

認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
優
生
保
護
法
の
優
生
条
項
の
う
ち
、
四
条
に
よ
る
優
生
手
術
及
び
一
二
条
に
よ

る
優
生
手
術
に
係
る
部
分
は
、
本
人
及
び
そ
の
配
偶
者
の
同
意
を
要
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
子
を
も
う
け
る
か
否
か
に
つ
い
て
意
思

決
定
を
す
る
自
由
を
一
方
的
に
奪
い
、
そ
の
意
に
反
し
て
身
体
に
対
す
る
侵
襲
を
受
け
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
一
三
条
に

違
反
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る）

11
（

。」
と
し
て
お
り
、
侵
害
に
つ
い
て
も
自
己
決
定
権
と
身
体
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
と
に
分
け
て

判
断
し
、
本
件
で
は
両
方
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
た
。

　

も
っ
と
も
、
強
制
不
妊
違
憲
訴
訟
札
幌
高
裁
判
決）

11
（

は
こ
の
区
別
に
つ
い
て
や
や
不
明
瞭
な
判
断
を
行
っ
た
。
同
判
決
は
一
審
判
決

を
ほ
ぼ
引
用
し
、「
旧
優
生
保
護
法
四
条
な
い
し
一
三
条
の
本
件
各
規
定
は
、
精
神
病
等
の
特
定
の
疾
患
を
有
す
る
者
に
対
し
、
本
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人
の
同
意
を
要
件
と
せ
ず
、
医
師
の
申
請
及
び
都
道
府
県
優
生
保
護
審
査
会
の
審
査
の
み
で
、
生
殖
を
不
能
に
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
旨
定
め
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
子
を
産
み
育
て
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
意
思
決
定
の
自
由
を
直
接
的
に
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
方
法
は
、
手
術
と
い
う
高
度
に
身
体
的
な
侵
襲
［
高
度
な
身
体
的
侵
襲）

11
（

］
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
件
各
規
定
に

よ
る
侵
害
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
直
接
的
で
あ
り
、
暴
力
的
と
さ
え
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る）

（11
（

。」
と
述
べ
た
。
こ
の
判
示
を
み
る

と
、
自
己
決
定
権
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
身
体
的
侵
襲
に
つ
い
て
は
そ
の
侵
害
態
様
と
し
て
述
べ
て
お
り
、
身

体
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
等
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
国
賠
法
上
の
違
法
性
の
判
断
の
際
に
は
、「
本
件
各
規
定
に

基
づ
く
優
生
手
術
を
受
け
さ
せ
ら
れ
、
高
度
な
身
体
的
侵
襲
を
受
け
た
上
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
殖
能
力
を
不
可
逆
的
に
喪
失
し
、
子

を
も
う
け
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
意
思
決
定
を
す
る
自
由
を
侵
害
さ
れ
た
も
の
で
あ
る）

（1（
（

。」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
高
度
な

身
体
的
侵
襲
の
結
果
、
生
殖
能
力
を
失
う
こ
と
と
な
り
、
ひ
い
て
は
自
己
決
定
権
を
侵
害
す
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
身
体
的
侵

襲
は
必
ず
し
も
独
立
の
自
由
ま
た
は
権
利
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
強
制
不
妊
違
憲
訴
訟
大
阪
高
裁
判
決）

（10
（

も
「
本
件
各
規
定
は
、
こ
の
よ
う
に
立
法
目
的
の
合
理
性
を
欠
い
て
い
る
上
、
手
段

の
合
理
性
を
も
欠
い
て
お
り
、
特
定
の
障
害
等
を
有
す
る
者
に
対
し
て
優
生
手
術
を
受
け
る
こ
と
を
強
制
す
る
も
の
で
、
子
を
産
み

育
て
る
か
否
か
に
つ
い
て
意
思
決
定
を
す
る
自
由
及
び
意
思
に
反
し
て
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
を
明
ら
か
に
侵
害
す
る
と

と
も
に
、
特
定
の
障
害
等
を
有
す
る
者
に
対
し
て
合
理
的
な
根
拠
の
な
い
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
公
共
の
福
祉

に
よ
る
制
約
と
し
て
正
当
化
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
憲
法
一
三
条
、
一
四
条
一
項
に
反
し
て
違
憲
で
あ
る）

（10
（

。」
と
し
、

自
己
決
定
権
と
身
体
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
を
区
別
し
て
い
る
。
こ
の
判
決
は
さ
ら
に
「
…
…
被
害
は
、
こ
の
よ
う
な
身
体
へ
の
侵

襲
及
び
身
体
的
機
能
の
喪
失
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
旧
優
生
保
護
法
は
、『
優
生
上
の
見
地
か
ら
不
良
な
子
孫
の

出
生
を
防
止
す
る
』
こ
と
を
目
的
と
し
、
本
件
各
規
定
に
お
い
て
、
本
人
の
同
意
な
く
優
生
手
術
の
対
象
と
な
る
障
害
な
い
し
疾
患

を
有
す
る
者
を
特
定
・
列
挙
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
…
…
優
生
手
術
を
受
け
さ
せ
ら
れ
た
者
は
、
旧
優
生
保
護
法
の
下
、
一
方
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身体の自由

的
に
『
不
良
』
と
の
認
定
を
受
け
た
に
等
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
制
定
法
に
基
づ
く
こ
の
よ
う
な
非
人
道
的
か
つ
差
別
的
な

烙
印
と
も
い
う
べ
き
状
態
は
、
…
…
個
人
の
尊
厳
を
著
し
く
損
ね
る
も
の
で
、
違
法
な
立
法
行
為
に
よ
る
権
利
侵
害
の
一
環
を
な
す

も
の
で
あ）

（10
（

」
る
と
し
、
上
記
二
つ
の
権
利
侵
害
に
と
ど
ま
ら
ず
、
尊
厳
を
も
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

　

強
制
不
妊
違
憲
訴
訟
仙
台
高
裁
判
決）

（10
（

も
ま
た
自
己
決
定
権
と
身
体
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
を
区
別
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
り
、
さ

ら
に
尊
厳
の
侵
害
に
も
言
及
し
た
。
判
決
は
、「
旧
優
生
保
護
法
の
優
生
条
項
の
内
容
は
、
都
道
府
県
優
生
保
護
審
査
会
の
決
定
に

基
づ
い
て
、
本
人
の
意
思
に
よ
ら
ず
に
身
体
へ
の
侵
襲
を
伴
う
手
術
に
よ
り
不
可
逆
的
に
生
殖
を
不
能
に
す
る
と
い
う
も
の
で
、
個

人
の
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
や
尊
厳
、
子
を
産
み
育
て
る
か
否
か
を
意
思
決
定
す
る
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
と

も
に
、
極
め
て
大
き
な
精
神
的
、
肉
体
的
苦
痛
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
著
し
く
不
合
理
な
も
の
で
あ
る）

（10
（

。」
と
し
た
の
で
あ
る
。

3　

生
殖
腺
除
去
手
術
と
身
体
侵
襲

（
1
）　

二
〇
一
九
年
決
定

　

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
最
高
裁
大
法
廷
が
憲
法
一
三
条
に
基
づ
き
身
体
の
自
由
（
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
）
を
正
面
か

ら
認
め
た
の
は
、
二
〇
二
三
年
の
性
同
一
性
障
害
手
術
要
件
違
憲
決
定
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
は
、
性
同
一
性
障
害
特
例
法）

（10
（

三
条
一

項
四
号）

（10
（

が
い
わ
ゆ
る
生
殖
腺
除
去
手
術
要
件
を
課
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
法
的
な
性
別
変
更
を
望
む
場
合
に
は
生
殖
腺
除
去
手
術
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
が
本
人
の
意
思
に
反
し
て
身
体
へ
の
侵
襲
を
事
実
上
強
制
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
点
が
問
題
と
な
り
、
同
規
定
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

四
年
前
の
第
二
小
法
廷
の
決
定
は
同
規
定
を
合
憲
と
判
断
し
て
い
た
が
、
す
で
に
そ
の
と
き
に
も
同
様
の
自
由
の
存
在
に
言
及
し

て
い
た
。
二
〇
一
九
年
の
性
同
一
性
障
害
手
術
要
件
合
憲
決
定
（
以
下
、「
二
〇
一
九
年
決
定
」
と
い
う）

（10
（

）
は
、「
本
件
規
定
は
、
性
同

一
性
障
害
者
一
般
に
対
し
て
上
記
手
術
を
受
け
る
こ
と
自
体
を
強
制
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
性
同
一
性
障
害
者
に
よ
っ
て
は
、
上
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記
手
術
ま
で
望
ま
な
い
の
に
当
該
審
判
を
受
け
る
た
め
や
む
な
く
上
記
手
術
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
の

意
思
に
反
し
て
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
を
制
約
す
る
面
も
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い）

（（1
（

。」
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
そ
の
意
思
に
反
し
て
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
、
二
〇
二
三
年
決
定
が
認
め
た
「
自
己
の
意
思

に
反
し
て
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
」
と
ほ
ぼ
同
じ
文
言
で
あ
る）

（（（
（

。
た
だ
し
、
二
〇
一
九
年
決
定
は
こ
の
権
利
が
い
か
な
る

憲
法
条
文
を
根
拠
と
し
て
導
か
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
結
論
部
分
で
、
同
規
定
は
憲
法
一
三
条
お
よ
び
一
四
条
に
違

反
し
な
い
と
述
べ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
憲
法
一
三
条
に
関
連
す
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
決
定
文
上
は
そ
れ
が

明
ら
か
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
鬼
丸
か
お
る
裁
判
官
と
三
浦
守
裁
判
官
の
共
同
補
足
意
見
が
憲
法
と
の
関
係
を
説
明
し
て
い
る
。
共
同
補
足

意
見
は
、「
こ
の
よ
う
な
手
術
を
受
け
る
か
否
か
は
、
本
来
、
そ
の
者
の
自
由
な
意
思
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
自
由
は
、

そ
の
意
思
に
反
し
て
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
と
し
て
、
憲
法
一
三
条
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る）

（（0
（

。」
と
述
べ

て
い
る
。
つ
ま
り
、「
そ
の
意
思
に
反
し
て
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
」
は
憲
法
一
三
条
か
ら
導
出
さ
れ
る
権
利
で
あ
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
補
足
意
見
が
法
廷
意
見
と
同
じ
フ
レ
ー
ズ
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
補
足
意
見
も
「
当
該
手

術
を
望
ま
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
本
件
規
定
に
よ
り
、
性
別
の
取
扱
い
の
変
更
を
希
望
し
て
そ
の
審
判
を
受
け
る
た
め
に
は
当
該

手
術
を
受
け
る
ほ
か
に
選
択
の
余
地
が
な
い
こ
と
に
な
る）

（（0
（

。」
こ
と
を
踏
ま
え
て
こ
の
自
由
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

補
足
意
見
は
法
廷
意
見
と
同
様
の
権
利
を
想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
補
足
意
見
を
し
て
も
な
お
憲
法
一
三
条
に
よ

り
保
障
さ
れ
る
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
一
三
条
と
の
具
体
的
関
係
性
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
し
て
法
廷
意
見
は
判
決
当
時
の
時
点
で
は
合
憲
と
判
断
し
た
も
の
の
、「
こ
れ
ら
の
配
慮
の
必
要
性
、
方
法
の
相
当
性
等
は
、

性
自
認
に
従
っ
た
性
別
の
取
扱
い
や
家
族
制
度
の
理
解
に
関
す
る
社
会
的
状
況
の
変
化
等
に
応
じ
て
変
わ
り
得
る
も
の
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
規
定
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
は
不
断
の
検
討
を
要
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る）

（（0
（

」
と
述
べ
て
お
り
、
将
来
の
変
更
可



（1

身体の自由

能
性
を
予
期
さ
せ
る
よ
う
な
判
示
を
し
て
い
る）

（（0
（

。
そ
れ
は
憲
法
適
合
性
の
結
果
の
み
な
ら
ず
、
身
体
の
自
由
に
関
す
る
判
断
も
将
来

的
に
展
開
す
る
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
た
と
い
え
る
。

　

も
っ
と
も
、
二
〇
二
三
年
決
定
が
下
さ
れ
る
前
に
、
性
同
一
性
障
害
者
の
ト
イ
レ
利
用
に
関
す
る
経
産
省
性
同
一
性
障
害
判
決）

（（0
（

に

お
い
て
身
体
侵
襲
に
言
及
す
る
補
足
意
見
が
あ
っ
た
。
宇
賀
克
也
裁
判
官
の
補
足
意
見
は
「
性
別
適
合
手
術
は
、
身
体
へ
の
侵
襲
が

避
け
ら
れ
ず
、
生
命
及
び
健
康
へ
の
危
険
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
経
済
的
負
担
も
大
き
く
、
ま
た
、
体
質
等
に
よ
り
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
者
も
い
る
の
で
、
こ
れ
を
受
け
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
可
能
な
限
り
、
本
人
の
性
自
認
を
尊
重
す
る
対
応
を
と
る

べ
き
と
い
え
る）

（（0
（

。」
と
述
べ
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
も
身
体
侵
襲
と
い
う
制
約
の
側
面
に
言
及
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
憲
法
一

三
条
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
二
〇
二
三
年
決
定
を
待
つ
こ
と
と
な
っ
た
。

（
2
）　

二
〇
二
三
年
決
定

　

二
〇
二
三
年
決
定
は
、
大
法
廷
が
「
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
」
に
言
及
し
た
重
要
な
決
定
で
あ
る
。
法
廷
意
見
は
、

「
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
と
こ
ろ
、

自
己
の
意
思
に
反
し
て
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
（
以
下
、
単
に
「
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
」
と
い
う
。）
が
、
人
格

的
生
存
に
関
わ
る
重
要
な
権
利
と
し
て
、
同
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
生
殖
腺
除
去
手
術
は
、
精
巣

又
は
卵
巣
を
摘
出
す
る
手
術
で
あ
り
、
生
命
又
は
身
体
に
対
す
る
危
険
を
伴
い
不
可
逆
的
な
結
果
を
も
た
ら
す
身
体
へ
の
強
度
な
侵

襲
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
生
殖
腺
除
去
手
術
を
受
け
る
こ
と
が
強
制
さ
れ
る
場
合
に
は
、
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
に

対
す
る
重
大
な
制
約
に
当
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る）

（（0
（

。」
と
述
べ
た
。

　

つ
ま
り
、
同
決
定
は
、
憲
法
一
三
条
に
基
づ
き
、
人
格
的
生
存
に
関
わ
る
重
要
な
権
利
と
し
て
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
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が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る）

（（0
（

。
そ
し
て
、
生
殖
腺
除
去
手
術
は
生
命
又
は
身
体
に
対
す
る
危
険
を
伴
い
不
可
逆
的
な
結
果
を
も

た
ら
す
身
体
へ
の
強
度
な
侵
襲
で
あ
り
、
そ
の
強
制
は
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
に
対
す
る
重
大
な
制
約
に
当
た
る
と
し
た
。

　

具
体
的
な
制
約
態
様
に
つ
い
て
は
、「
本
件
規
定
は
、
治
療
と
し
て
は
生
殖
腺
除
去
手
術
を
要
し
な
い
性
同
一
性
障
害
者
に
対
し

て
、
性
自
認
に
従
っ
た
法
令
上
の
性
別
の
取
扱
い
を
受
け
る
と
い
う
重
要
な
法
的
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
、
同
手
術
を
受
け
る
こ

と
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
を
制
約
す
る）

（01
（

」
と
し
、「
そ
し
て
、
本
件
規
定
に

よ
る
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
に
対
す
る
制
約
は
、
上
記
の
よ
う
な
医
学
的
知
見
の
進
展
に
伴
い
、
治
療
と
し
て
は
生
殖
腺

除
去
手
術
を
要
し
な
い
性
同
一
性
障
害
者
に
対
し
、
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
を
放
棄
し
て
強
度
な
身
体
的
侵
襲
で
あ
る
生

殖
腺
除
去
手
術
を
受
け
る
こ
と
を
甘
受
す
る
か
、
又
は
性
自
認
に
従
っ
た
法
令
上
の
性
別
の
取
扱
い
を
受
け
る
と
い
う
重
要
な
法
的

利
益
を
放
棄
し
て
性
別
変
更
審
判
を
受
け
る
こ
と
を
断
念
す
る
か
と
い
う
過
酷
な
二
者
択
一
を
迫
る
も
の）

（0（
（

」
と
し
て
、「
現
時
点
に

お
い
て
、
そ
の
必
要
性
が
低
減
し
て
お
り
、
そ
の
程
度
が
重
大
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
総
合
的
に
較
量
す
れ
ば
、
必
要

か
つ
合
理
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い）

（00
（

」
と
し
、
憲
法
一
三
条
に
違
反
す
る
と
し
て
違
憲
判
断
を
下
し
、
二
〇
一
九
年
決
定

を
変
更
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
権
利
の
侵
害
に
対
し
て
は
ど
の
よ
う
な
合
憲
性
判
断
を
行
う
の
か
、
そ
れ
は
自
己
決
定
を
含
む
の
か
な
ど
に
つ

い
て
、
法
廷
意
見
お
よ
び
個
別
意
見
を
み
て
考
え
て
み
る
。

Ⅳ　

二
〇
二
三
年
決
定
と
身
体
の
自
由

1　

判
断
構
造
―
―
合
憲
性
審
査

　

ま
ず
、
判
断
構
造
を
確
認
し
て
お
く
。
最
高
裁
に
よ
れ
ば
、
憲
法
一
三
条
は
人
格
的
生
存
に
関
わ
る
重
要
な
権
利
と
し
て
身
体
へ



（（

身体の自由

の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
を
保
障
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
本
件
規
定
は
治
療
と
し
て
は
生
殖
腺
除
去
手
術
を
要
し
な
い
性
同
一
性
障
害

者
に
対
し
て
性
自
認
に
従
っ
た
法
令
上
の
性
別
の
取
扱
い
を
受
け
る
と
い
う
重
要
な
法
的
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
は
生
殖
腺
除
去

手
術
を
受
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
を
制
約
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
性
自

認
に
基
づ
く
法
的
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
性
同
一
性
障
害
者
が
そ
の
性
自
認
に
従
っ
た
法
令
上
の
性
別
の
取
扱
い

を
受
け
る
こ
と
は
、
法
的
性
別
が
社
会
生
活
上
の
多
様
な
場
面
に
お
い
て
個
人
の
基
本
的
な
属
性
の
一
つ
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
お

り
、
性
同
一
性
障
害
を
有
す
る
者
の
置
か
れ
た
状
況
が
既
に
み
た
と
お
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
個
人
の
人
格
的
存
在

と
結
び
付
い
た
重
要
な
法
的
利
益
と
い
う
べ
き
で
あ
る）

（00
（

」
と
し
、
そ
れ
も
ま
た
人
格
的
存
在
と
結
び
付
い
た
重
要
な
法
的
利
益
と
し

た
。
そ
し
て
本
件
規
制
は
身
体
に
対
す
る
直
接
的
強
制
で
は
な
い
と
し
て
も
、「
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
の
重
要
性
に
照

ら
し
、
必
要
か
つ
合
理
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
、
許
さ
れ
な
い）

（00
（

」
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、「
本
件
規
定
が
必
要

か
つ
合
理
的
な
制
約
を
課
す
も
の
と
し
て
憲
法
一
三
条
に
適
合
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
本
件
規
定
の
目
的
の
た
め
に
制
約
が
必

要
と
さ
れ
る
程
度
と
、
制
約
さ
れ
る
自
由
の
内
容
及
び
性
質
、
具
体
的
な
制
約
の
態
様
及
び
程
度
等
を
較
量
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る）

（00
（

。」
と
し
て
審
査
を
行
っ
た
。

　

ま
ず
、
規
制
の
必
要
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
最
高
裁
に
よ
れ
ば
、
本
件
規
定
は
、
性
別
変
更
前
の
生
殖
機
能
に
よ
り
子
が
生
ま
れ

る
と
親
子
関
係
等
の
面
に
お
い
て
社
会
的
混
乱
が
起
き
て
し
ま
い
、
従
来
馴
染
ん
で
き
た
生
物
学
的
性
別
に
対
し
て
急
激
な
形
で
の

変
化
を
避
け
る
必
要
が
あ
る
と
の
配
慮
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
性
同
一
性
障
害
者
は
少
数
で
あ
る
こ
と
、
中
に

は
自
己
の
生
物
学
的
な
性
別
に
よ
る
身
体
的
特
徴
に
対
す
る
不
快
感
等
を
解
消
す
る
た
め
に
治
療
と
し
て
生
殖
腺
除
去
手
術
を
受
け

る
者
も
相
当
数
存
在
す
る
こ
と
、
生
来
の
生
殖
機
能
に
よ
り
子
を
も
う
け
る
こ
と
自
体
に
抵
抗
感
を
有
す
る
者
も
少
な
く
な
い
こ
と

か
ら
す
る
と
、
生
殖
腺
除
去
手
術
を
受
け
ず
に
性
別
変
更
審
判
を
受
け
た
者
が
子
を
も
う
け
る
こ
と
に
よ
り
親
子
関
係
等
に
関
わ
る

問
題
が
生
ず
る
こ
と
は
、
極
め
て
ま
れ
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
法
律
上
の
親
子
関
係
の
成
否
や
戸
籍
へ
の
記
載
方
法
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等
の
問
題
は
、
法
令
の
解
釈
、
立
法
措
置
等
に
よ
り
解
決
を
図
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
親
子
関
係
等
に
関
わ

る
混
乱
が
社
会
に
生
じ
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
加
え
て
、
特
例
法
の
施
行
か
ら
約
一
九
年
が
経
過
し
て
一
万
人
を
超
え
る
者
が
性

別
変
更
審
判
を
受
け
る
に
至
っ
て
い
る
中
で
、
性
同
一
性
障
害
を
有
す
る
者
に
関
す
る
理
解
が
広
ま
り
つ
つ
あ
り
、
そ
の
社
会
生
活

上
の
問
題
を
解
消
す
る
た
め
の
環
境
整
備
に
向
け
た
取
組
等
も
社
会
の
様
々
な
領
域
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

社
会
全
体
に
と
っ
て
予
期
せ
ぬ
急
激
な
変
化
に
当
た
る
と
ま
で
は
い
い
難
い
と
し
、
特
例
法
の
制
定
当
時
に
考
慮
さ
れ
て
い
た
本
件

規
定
に
よ
る
制
約
の
必
要
性
は
諸
事
情
の
変
化
に
よ
り
低
減
し
て
い
る
と
し
た
。

　

次
に
、
規
制
に
よ
っ
て
制
約
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
で
あ
る
。
最
高
裁
に
よ
れ
ば
、
本
法
制
定
当
時
、
性
別
適
合
手
術
は
段
階

的
治
療
に
お
け
る
最
終
段
階
の
治
療
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
性
別
変
更
審
判
を
求
め
る
者
に
生
殖
腺
除

去
手
術
を
受
け
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
こ
と
は
必
要
な
治
療
を
受
け
た
者
を
対
象
と
す
る
点
で
医
学
的
に
も
合
理
的
関
連
性
を
有
し

て
い
た
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
医
学
的
知
見
の
進
展
に
よ
り
必
要
な
治
療
を
受
け
た
か
否
か
は
性
別
適
合
手
術
を
受
け
た
か
否

か
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
で
は
な
く
な
り
、
医
学
的
に
み
て
合
理
的
関
連
性
を
欠
く
に
至
っ
た
と
す
る
。
そ
う
し
た
中
、
本
件
規
定

に
よ
る
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
に
対
す
る
制
約
は
、
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
を
放
棄
し
て
強
度
な
身
体
的
侵
襲

で
あ
る
生
殖
腺
除
去
手
術
を
受
け
る
こ
と
を
甘
受
す
る
か
、
ま
た
は
性
自
認
に
従
っ
た
法
令
上
の
性
別
の
取
扱
い
を
受
け
る
と
い
う

重
要
な
法
的
利
益
を
放
棄
し
て
性
別
変
更
審
判
を
受
け
る
こ
と
を
断
念
す
る
か
と
い
う
過
酷
な
二
者
択
一
を
迫
る
も
の
に
な
っ
た
と

し
、
さ
ら
に
生
殖
能
力
の
喪
失
を
法
令
上
の
性
別
の
取
扱
い
を
変
更
す
る
た
め
の
要
件
と
し
な
い
国
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
も
考

慮
す
る
と
、
制
約
と
し
て
過
剰
に
な
っ
て
い
る
と
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
手
術
の
必
要
性
が
低
減
し
て
い
る
反
面
、
侵
害
の
程
度
が
重
大
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
総
合
的
に
較
量

す
る
と
、
必
要
か
つ
合
理
的
と
は
い
え
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
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身体の自由

2　

自
己
決
定
の
関
連

　

そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
登
場
し
た
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
形
成
す
る
の
だ
ろ
う
か）

（00
（

。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
ま
ず
文
字
通
り
「
身
体
へ
の
侵
襲
」、
す
な
わ
ち
直
接
強
制
的
に
身
体
を
侵
襲
す
る
場
合
の
み
を
指
す
の
か
と
い
う
問
題

が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
本
決
定
は
、
直
接
強
制
的
な
場
合
に
限
ら
ず
、
本
件
の
よ
う
に
強
度
な
身
体
的
侵
襲
の
甘
受
か
性
自
認

の
法
的
利
益
の
放
棄
か
と
い
う
二
者
択
一
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
場
合
に
は
当
該
権
利
の
制
約
に
な
る
と
し
た
た
め
、
直
接
強
制
的
に

身
体
的
侵
襲
を
受
け
た
場
合
に
限
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

（
1
）　

制
約
の
構
造

　

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
い
う
侵
害
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
最
高
裁
は
、「
本
件
規
定
は
、

治
療
と
し
て
は
生
殖
腺
除
去
手
術
を
要
し
な
い
性
同
一
性
障
害
者
に
対
し
て
、
性
自
認
に
従
っ
た
法
令
上
の
性
別
の
取
扱
い
を
受
け

る
と
い
う
重
要
な
法
的
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
、
同
手
術
を
受
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
身
体
へ
の

侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
を
制
約
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
こ
の
よ
う
な
制
約
は
、
性
同
一
性
障
害
を
有
す
る
者
一
般
に
対
し

て
生
殖
腺
除
去
手
術
を
受
け
る
こ
と
を
直
接
的
に
強
制
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自

由
の
重
要
性
に
照
ら
し
、
必
要
か
つ
合
理
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
、
許
さ
れ
な
い）

（00
（

」
と
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、
性
自
認
の
法
的
利
益
の
実
現
に
際
し
身
体
的
侵
襲
を
伴
う
負
担
を
課
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
。
い
わ
ば
そ
の
利
益
に
対
し
て
違
憲
な
条
件
を
課
し
て
い
る
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
そ
れ
は
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
に
対
す
る
制
約
と
い
う
よ
り
も
、
性
自
認
の
法
的
利
益
を
軸

に
据
え
て
違
憲
な
条
件
の
法
理
の
よ
う
な
形
で
対
応
し
た
方
が
素
直
な
構
造
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
実
際
、
本
決
定
は
性
自
認
に

応
じ
た
法
的
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
「
個
人
の
人
格
的
存
在
と
結
び
付
い
た
重
要
な
法
的
利
益
」
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
ス
ト
レ
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ー
ト
に
こ
の
重
要
な
法
的
利
益
の
制
約
と
し
て
捉
え
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
構
造
に
な
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
最
高
裁
は
あ
く
ま
で
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
に
対
す
る
制
約
に
こ
だ
わ
っ
た
。
本
決
定
は
、
性
自
認

の
法
的
利
益
の
実
現
の
た
め
に
手
術
要
件
を
課
す
こ
と
が
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
を
制
約
す
る
と
し
、
手
術
が
直
接
的
強

制
で
は
な
い
と
し
て
も
、
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
の
重
要
性
に
照
ら
し
て
必
要
か
つ
合
理
的
で
な
け
れ
ば
許
さ
れ
な
い
と

し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
最
高
裁
は
こ
の
よ
う
な
構
造
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か）

（00
（

。
い
く
つ
か
理
由
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
判
断
構

造
の
軸
に
関
わ
る
二
点
を
挙
げ
て
お
く
。
一
つ
は
そ
れ
が
権
利
で
は
な
く
法
的
利
益
に
と
ど
ま
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
最
高
裁
は
、

身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
に
つ
い
て
は
人
格
的
生
存
に
関
わ
る
重
要
な
権
利
で
あ
る
と
し
た
の
に
対
し
、
性
自
認
に
応
じ
た

法
的
取
扱
い
を
受
け
る
利
益
は
そ
れ
が
人
格
的
存
在
と
結
び
つ
い
た
重
要
な
法
的
利
益
で
あ
る
と
述
べ
る
に
と
ど
め
た
。
し
た
が
っ

て
、
身
体
的
侵
襲
を
受
け
な
い
権
利
が
制
約
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
権
利
侵
害
の
構
造
の
軸
と
な
り
、
性
自
認
の
法
的
利
益
と
手

術
に
よ
る
身
体
的
侵
襲
を
迫
る
二
者
択
一
の
法
制
度
が
身
体
的
侵
襲
を
受
け
な
い
権
利
を
制
約
す
る
と
い
う
判
断
構
造
を
と
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
決
定
が
「
性
自
認
に
従
っ
た
法
令
上
の
性
別
の
取
扱
い
を
受
け
る
と
い
う
重
要
な
法

的
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
、
同
手
術
を
受
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自

由
を
制
約
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き）

（00
（

」、「
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
の
重
要
性
に
照
ら
し
、
必
要
か
つ
合
理
的
な
も
の

と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
、
許
さ
れ
な
い）

（01
（

」
と
述
べ
た
点
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
先
の
点
に
も
関
わ
る
が
、
も
し
性
自
認
に
応
じ
た
法
的
取
扱
い
を
受
け
る
利
益
を
軸
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

を
権
利
と
し
て
認
め
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
自
ら
性
自
認
を
決
定
す
る
自
己
決
定
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
う
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
正
面
か
ら
自
己
決
定
権
を
認
め
な
く
と
も
、
エ
ホ
バ
の
証
人
輸
血
拒
否
事
件
判
決）

（0（
（

の
よ
う
に
人
格
権

の
一
内
容
と
し
て
意
思
決
定
を
す
る
権
利
と
い
う
形
で
捉
え
る
方
法
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
性
自
認
に
応
じ
た
法
的
取
扱
い
は
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様
々
な
法
制
度
に
依
存
す
る
側
面
が
少
な
く
な
く
、
ま
た
社
会
構
造
に
広
範
囲
に
影
響
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
を

権
利
制
約
の
軸
に
置
く
こ
と
、
ひ
い
て
は
権
利
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

（
2
）　

身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
と
生
殖
に
関
す
る
自
己
決
定
権

　

も
っ
と
も
、
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
権
利
を
軸
に
据
え
た
場
合
で
も
、
そ
れ
が
自
己
決
定
的
要
素
を
含
む
か
ど
う
か
と
い
う

問
題
が
あ
る
。
本
決
定
は
生
殖
腺
除
去
手
術
と
い
う
「
生
命
又
は
身
体
に
対
す
る
危
険
を
伴
い
不
可
逆
的
な
結
果
を
も
た
ら
す
身
体

へ
の
強
度
な
侵
襲
」
を
課
し
、
し
か
も
治
療
を
要
し
な
い
性
同
一
性
障
害
者
に
対
し
て
も
そ
れ
を
課
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
が

直
接
的
強
制
で
な
く
と
も
、
身
体
的
侵
襲
を
制
約
す
る
も
の
と
し
て
扱
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
身
体
に
対
し
て
強
度
な
侵
襲
を
課
す

場
合
は
権
利
の
重
要
性
と
侵
害
の
強
度
性
を
か
ん
が
み
て
、
法
的
利
益
を
受
け
る
た
め
の
選
択
肢
と
し
て
設
定
す
る
だ
け
で
そ
の
権

利
を
制
約
す
る
と
し
た
の
で
あ
り
、
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
権
利
自
体
に
自
己
決
定
的
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
自
己
決
定
的
要
素
は
間
接
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
軸
は
身
体
的
侵
襲
そ
の
も
の
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
、
生
殖
腺
除
去
手
術
は
生
殖
に
関
す
る
決
定
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
性
自
認
に
関
す
る
自
己
決
定
と
い
う

よ
り
も
、
生
殖
に
関
す
る
自
己
決
定
に
対
す
る
制
約
と
捉
え
る
方
法
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
わ
ゆ
る
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ

イ
ツ
の
侵
害
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宇
賀
克
也
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
点
に
言
及
し
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
本
件
規
定
は
、
生
殖
に
関
す
る
自
己
決
定
権
で
あ
る
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ
ツ
の
侵
害
と
い
う
面
に

お
い
て
も
重
大
な
問
題
を
抱
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
最
高
裁
平
成
三
一
年
一
月
二
三
日
第
二
小
法
廷
決
定
の
共
同
補
足

意
見
に
お
い
て
も
、
性
別
適
合
手
術
に
よ
る
卵
巣
又
は
精
巣
の
摘
出
が
、
生
命
な
い
し
身
体
に
対
す
る
危
険
を
伴
う
と
と
も
に
、
生

殖
機
能
の
喪
失
と
い
う
重
大
か
つ
不
可
逆
的
な
結
果
を
も
た
ら
す
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ

イ
ツ
に
つ
い
て
は
、
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
と
は
別
に
保
障
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
身
体
へ
の
侵
襲
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を
受
け
な
い
自
由
に
包
摂
さ
れ
る
と
い
う
理
解
も
あ
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
一
一
年
（
平
成
二
三
年
）、
ド
イ
ツ
の

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
性
別
取
扱
い
の
変
更
に
つ
い
て
生
殖
能
力
喪
失
を
要
件
と
す
る
規
定
を
違
憲
で
あ
る
と
判
示
し
た
が
、
そ
こ

で
は
、
人
間
の
生
殖
能
力
は
、
基
本
法
二
条
二
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
身
体
不
可
侵
の
権
利
の
要
素
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て

い
る）

（00
（

。」
と
い
う
。
そ
し
て
、
宇
賀
裁
判
官
は
、「
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
の
み
な
ら
ず
、
本
件
の
よ
う
に
、
性
同
一
性
障

害
者
が
そ
の
性
自
認
に
従
っ
た
法
令
上
の
性
別
の
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
は
、
幸
福
追
求
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
り
、
憲
法
一
三
条

で
保
障
さ
れ
る
基
本
的
人
権
と
い
え
る
と
思
わ
れ
る）

（00
（

」
と
し
、「
性
自
認
に
従
っ
た
法
令
上
の
性
別
の
取
扱
い
を
受
け
る
権
利
が
憲

法
一
三
条
に
よ
り
保
障
さ
れ
た
基
本
的
人
権
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
特
例
法
三
条
一
項
の
他
の
規
定
に
関
し
て
も
、
基
本
的
人
権
へ
の

制
約
が
許
さ
れ
る
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る）

（00
（

。」
と
述
べ
た
。

　

宇
賀
意
見
は
、
生
殖
腺
除
去
手
術
の
問
題
に
つ
き
、
生
殖
に
関
す
る
自
己
決
定
権
と
し
て
捉
え
る
か
、
身
体
へ
の
侵
襲
を
受
け
な

い
自
由
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
さ
ら
に
一
歩
進
め
た
上

で
、
性
自
認
に
基
づ
く
法
令
上
の
性
別
取
扱
い
を
受
け
る
権
利
（
以
下
、「
性
自
認
の
権
利
」
と
い
う
）
が
一
三
条
に
よ
っ
て
保
障
さ

れ
る
と
し
た
。

　

宇
賀
裁
判
官
の
意
見
は
五
号
要
件
と
の
関
係
で
「
反
対
意
見
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
点
は
さ
て
お
き
、
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ

ブ
・
ラ
イ
ツ
ま
た
は
身
体
的
侵
襲
を
受
け
な
い
権
利
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
と
し
て
も
自
己
決
定
的
要
素
が
含
有
さ
れ
て
い
る
点
、

そ
し
て
性
自
認
の
権
利
を
認
め
て
い
る
点
が
法
廷
意
見
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

Ⅴ　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
身
体
の
自
由

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
憲
法
制
定
過
程
に
お
い
て
「
身
体
」
を
盛
り
込
も
う
と
し
た
の
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
で
あ
り
、
そ
れ
は
も
と
も
と
ア
メ
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リ
カ
が
イ
ギ
リ
ス
の
専
制
主
義
下
に
お
け
る
身
体
拘
束
の
苦
い
経
験
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
人
身
保
護
令
状
、
私
権
剝
奪
禁
止
、

刑
事
手
続
保
障
な
ど
を
設
け
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
当
初
憲
法
が
対
象
と
す
る
身

体
の
自
由
の
場
面
は
右
の
よ
う
な
局
所
的
場
面
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
コ
モ
ン
ロ
ー
に
よ
っ
て
身
体
や
財
産
が
保
護
さ
れ
て
き
た
こ

と
も
あ
り
、
広
い
意
味
で
の
身
体
の
自
由
が
一
般
社
会
に
承
認
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
奴
隷
制
の
反
省
が
込
め
ら
れ
た
修
正
一
三
条

や
修
正
一
四
条
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
人
身
の
自
由
が
憲
法
上
確
立
し
た
と
い
え
る
。

　

も
っ
と
も
、
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
の
身
体
の
自
由
が
判
例
上
確
立
し
て
い
く
の
は
二
〇
世
紀
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
修
正
一

三
条
等
が
当
初
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
主
に
奴
隷
制
の
廃
止
で
あ
り
、
そ
の
文
脈
以
外
に
お
い
て
は
合
理
的
な
理
由
が
あ
れ
ば
身

体
の
自
由
が
制
限
さ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
。
当
初
、
連
邦
最
高
裁
は
ポ
リ
ス
パ
ワ
ー
に
基
づ
く
身
体
侵
襲
の
合
理
性
を
容
易
に
認
め

る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
違
憲
判
断
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
刑
事
手
続
の
場
面
で
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
尊
厳
と
絡
め
る
形
で
身

体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
身
体
の
自
由
の
保
護
が
徐
々
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
。

　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
身
体
の
自
由
に
関
す
る
判
例
法
理
の
展
開
は
身
体
の
自
由
が
何
を
対
象
と
す
る
も
の
な
の
か
を
考
え
る
際
の

ヒ
ン
ト
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
、
判
例
を
概
観
す
る
。

1　

コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
身
体
の
権
利
と
憲
法
上
の
身
体
の
権
利

（
1
）　

コ
モ
ン
ロ
ー
に
お
け
る
展
開

　

実
は
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
は
、
今
も
な
お
身
体
に
関
す
る
憲
法
上
の
保
護
に
つ
い
て
、
十
分
に
法
理
化
で
き
て
い
な
い
と
指
摘
さ

れ
る）

（00
（

。
た
し
か
に
、
連
邦
最
高
裁
に
お
い
て
身
体
的
侵
襲
の
文
脈
で
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、

そ
れ
を
実
質
的
に
展
開
し
た
の
は
個
別
意
見
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

南
北
戦
争
前
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
憲
法
上
の
身
体
の
自
由
は
、
人
身
保
護
令
状
や
刑
事
手
続
な
ど
身
柄
拘
束
に
関
わ
る
移
送
や
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手
続
保
障
、
あ
る
い
は
私
権
剝
奪
禁
止
に
よ
る
身
体
や
財
産
の
保
護
な
ど
の
よ
う
な
限
定
的
場
面
で
し
か
登
場
し
な
か
っ
た
。
そ
の

た
め
、
身
体
の
自
由
と
い
う
広
い
概
念
よ
り
も
、
個
別
の
場
面
に
お
け
る
身
体
の
保
護
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

　

一
方
、
一
般
的
な
意
味
に
お
け
る
身
体
の
自
由
は
私
法
上
の
コ
モ
ン
ロ
ー
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
き
た）

（00
（

。
か
つ
て
ウ
ォ
ー
レ
ン
＝

ブ

ラ
ン
ダ
イ
ス
（Sam

uel D
. W

arren &
 Louis D

. Brandeis

）
が
書
い
た
有
名
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
論
文
に
お
い
て
も
「
各
人
の
身
体

お
よ
び
財
産
が
完
全
に
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
コ
モ
ン
ロ
ー
と
同
じ
く
ら
い
古
い
原
理
で
あ
る）

（00
（

」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

実
際
、
一
九
世
紀
末
の
連
邦
最
高
裁
判
決
を
み
る
と
、
身
体
に
関
す
る
権
利
が
コ
モ
ン
ロ
ー
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
き
た
こ
と
に

言
及
す
る
も
の
が
あ
る
。
特
に
有
名
な
の
が
、
一
八
九
一
年
のU

nion Pac. Ry. Co. v. Botsford

連
邦
最
高
裁
判
決）

（00
（

で
あ
る
。

こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
鉄
道
乗
車
中
に
怪
我
を
負
っ
た
こ
と
に
対
し
て
鉄
道
会
社
に
損
害
賠
償
請
求
を
し
た
事
案
に
お
い
て
、
鉄
道
会

社
側
が
原
告
に
対
し
て
適
切
な
診
断
と
障
害
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
に
外
科
的
検
査
を
受
け
る
よ
う
に
要
求
し
た
こ
と
が
問
題
と

な
っ
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
そ
の
よ
う
な
要
求
は
コ
モ
ン
ロ
ー
で
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
裁
判
所
に
そ
の
よ
う
な
権
限
は
な
い
と
し

て
鉄
道
会
社
の
請
求
を
し
り
ぞ
け
た
。
そ
の
際
、
外
科
的
検
査
の
強
制
が
身
体
に
関
す
る
権
利
を
侵
害
す
る
か
ど
う
か
が
一
つ
の
争

点
と
な
り
、
グ
レ
イ
（H

orace Gray

）
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
身
体
の
権
利
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、「
各
人

が
自
己
の
身
体
（person

）
を
所
有
か
つ
管
理
し
、
明
白
か
つ
正
当
な
権
限
に
基
づ
く
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
他
者
に
よ
る
拘
束
や
干

渉
を
受
け
な
い
権
利
ほ
ど
神
聖
な
も
の
、
ま
た
は
コ
モ
ン
ロ
ー
に
よ
っ
て
念
入
り
に
保
護
さ
れ
て
き
た
も
の
は
な
い
。
か
つ
て
ク
ー

リ
ー
（T

hom
as M

. Cooley

）
裁
判
官
が
述
べ
た
よ
う
に
、〝
各
人
の
身
体
の
権
利
は
あ
る
種
の
防
御
権
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
不
可
侵
な
の
で
あ
る）

（00
（

〟。」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
判
決
は
、
身
体
の
権
利
が
コ
モ
ン
ロ
ー
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
神
聖
不

可
侵
な
権
利
と
位
置
付
け
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
身
体
の
権
利
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
身
体
を
所
有
お
よ
び
管
理
す
る
権
利
と
拘
束

や
干
渉
を
受
け
な
い
権
利
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
所
有
権
、
管
理
権
、
不
当
に
拘
束
さ
れ
な
い
権
利
、
不
当
に
干
渉
さ
れ

な
い
権
利
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
身
体
の
文
脈
に
照
ら
せ
ば
、
身
体
保
持
の
権
利
、
身
体
を
拘
束
さ
れ
な
い
権
利
、
身
体
侵
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身体の自由

襲
を
受
け
な
い
権
利
な
ど
が
保
障
さ
れ
た
と
い
え
る
。

　

ま
たBotsford

判
決
は
身
体
の
権
利
が
身
体
侵
襲
の
み
な
ら
ず
、
他
に
も
侵
害
さ
れ
る
場
面
が
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
た
と
え
ば
、
身
に
着
け
て
い
る
服
だ
け
で
な
く
、
身
に
着
け
て
い
る
時
計
や
宝
石
も
、
さ
し
あ
た
り
、
家
賃
未

払
、
中
間
手
続
の
担
保
、
債
務
履
行
、
動
産
占
有
回
復
令
状
に
よ
っ
て
差
し
押
さ
え
ら
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
身
体
不
可
侵
が
き
わ

め
て
強
く
侵
害
さ
れ
る
の
は
強
制
的
に
剝
奪
さ
れ
た
り
暴
行
に
よ
っ
て
身
を
さ
ら
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る）

（01
（

」
と
い
う
。
こ
こ
で

は
、
身
体
そ
の
も
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
身
に
着
け
て
い
る
物
も
含
ま
れ
る
と
し
て
お
り
、
そ
れ
が
強
奪
さ
れ
な
い
権
利
が
あ
る
と
し

て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
判
決
は
身
体
の
権
利
に
つ
い
て
財
産
的
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
と
い
え
る
。

（
2
）　

憲
法
上
の
身
体
の
権
利

　

一
方
、
憲
法
上
の
身
体
の
自
由
は
、
人
身
保
護
令
状
、
刑
事
手
続
、
私
権
剝
奪
な
ど
の
場
面
を
除
き
、
必
ず
し
も
十
分
に
保
護
さ

れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
身
体
の
自
由
は
修
正
一
四
条
に
基
づ
く
自
由
と
し
て
保
護
対
象
に
含
ま
れ
な
が
ら
も
、
当
初
は
そ

れ
ほ
ど
強
く
保
護
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
典
型
が
強
制
不
妊
の
問
題
で
あ
る
。
一
九
世
紀
末
か
ら
優
生
思
想
が
ア
メ
リ
カ
で
流
行
す
る
と
、
州
に
よ
っ
て
は
障
害
者
等

に
対
し
て
強
制
不
妊
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
さ
に
身
体
侵
襲
の
問
題
が
浮
上
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
優
生
思
想
は
司
法
に
も

影
響
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
当
初
、
連
邦
最
高
裁
は
か
か
る
強
度
な
身
体
侵
襲
よ
り
も
強
制
不
妊
の
必
要
性
を
重
視
す
る
姿
勢
を

と
っ
た）

（0（
（

。
知
的
障
害
者
に
対
す
る
強
制
不
妊
の
合
憲
性
が
問
わ
れ
た
一
九
二
七
年
のBuck v. Bell

連
邦
最
高
裁
判
決）

（00
（

は
、
社
会
に

と
っ
て
望
ま
し
く
な
い
者
の
子
孫
が
続
く
こ
と
を
止
め
る
こ
と
は
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
と
し
、
強
制
不
妊
を
合
憲
と
し
た
の
で

あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
り
、
ナ
チ
ス
の
優
生
思
想
に
対
す
る
反
発
が
広
ま
る
と
、
優
生
思
想
に
懐
疑
的
な
立
場
が
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増
え
る
よ
う
に
な
り
、
一
五
年
後
に
は
再
び
強
制
不
妊
の
合
憲
性
が
連
邦
最
高
裁
で
争
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
四
二
年
の

Skinner v. O
klahom

a

連
邦
最
高
裁
判
決）

（00
（

で
は
、
二
回
以
上
不
道
徳
重
罪
を
犯
し
た
常
習
犯
に
対
す
る
刑
罰
と
し
て
の
強
制
不
妊

の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
強
制
不
妊
が
も
た
ら
す
損
害
の
大
き
さ
を
重
視
し
て
判
断
を
行
っ
た
。
連
邦
最
高
裁
に

よ
れ
ば
、
強
制
不
妊
は
基
本
的
権
利
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
種
の
存
続
と
い
う
重
要
事
項
に
破
壊
的
影
響
を
も
た
ら
し
、
回
復
不

可
能
な
損
害
を
与
え
る
と
い
う
。
そ
し
て
本
件
に
お
け
る
強
制
不
妊
の
合
理
性
に
つ
い
て
平
等
の
観
点
か
ら
審
査
し
、
強
制
不
妊
の

対
象
と
な
る
犯
罪
と
そ
の
対
象
に
な
ら
な
い
犯
罪
と
の
区
別
に
合
理
性
が
な
い
と
し
て
平
等
違
反
の
判
断
を
下
し
た
。
法
廷
意
見
は

平
等
の
観
点
か
ら
審
査
し
た
の
で
、
強
制
不
妊
が
身
体
の
自
由
を
侵
害
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
行
わ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
（Robert H

. Jackson

）
裁
判
官
の
同
意
意
見
が
、
強
制
不
妊
の
よ
う
な
生
物
的
実
験
に
は
尊
厳
、
人
格
、
そ
の

他
の
権
利
と
の
関
係
で
限
界
が
あ
る
こ
と
に
言
及
し
た）

（00
（

。

　

Skinner

判
決
は
、
身
体
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
が
重
大
な
憲
法
問
題
を
惹
起
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
件
で
は
平
等
違

反
の
み
が
審
査
さ
れ
た
が
、
法
廷
意
見
が
述
べ
た
よ
う
に
平
等
の
み
な
ら
ず
基
本
的
権
利
に
も
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
は
ジ
ャ
ク
ソ
ン
裁
判
官
の
同
意
意
見
で
も
補
足
説
明
さ
れ
て
お
り
、
身
体
の
自
由
を
修
正
一
四
条
の
問
題
と
し
て
扱
う
こ
と
の

楔
が
打
た
れ
た
と
い
え
る
。

（
3
）　

残
忍
か
つ
攻
撃
の
基
準

　

修
正
一
四
条
に
基
づ
く
身
体
の
自
由
が
保
障
さ
れ
始
め
た
の
は
刑
事
手
続
の
場
面
で
あ
っ
た
。
一
九
五
二
年
のRochin v. 

California

連
邦
最
高
裁
判
決）

（00
（

は
身
体
へ
の
有
形
力
行
使
を
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
と
み
な
し
、
修
正
一
四
条
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に

違
反
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
警
察
官
が
部
屋
に
踏
み
込
ん
だ
際
に
、
容
疑
者
が
麻
薬
の
入
っ
て
い
る
疑
い
の
あ
る

カ
プ
セ
ル
を
飲
み
込
ん
だ
た
め
、
警
察
が
病
院
で
強
制
的
に
嘔
吐
薬
を
飲
ま
せ
て
カ
プ
セ
ル
を
吐
き
出
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
モ
ル
ヒ
ネ
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身体の自由

が
検
出
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
よ
う
な
捜
査
手
法
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
本
件
は
刑
事
手
続
に

対
し
て
要
求
さ
れ
る
修
正
一
四
条
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
反
し
た
疑
い
が
あ
る
と
し
て
審
査
を
行
っ
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
ー

（Felix Frankfurter

）
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
、「
上
告
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
違
法
に
侵
入
し
、
彼
の
口
を
こ
じ
開
け
て
胃
の
内

容
物
を
無
理
や
り
取
り
出
す
と
い
う
捜
査
手
法
に
よ
っ
て
証
拠
を
入
手
す
る
こ
と
は
鈍
感
な
感
性
で
す
ら
も
傷
つ
け
る
も
の
で
あ

る
）
（00
（

」
と
し
、
非
自
発
的
な
自
白
の
使
用
は
、
信
頼
性
が
低
い
の
み
な
ら
ず
、「
た
と
え
そ
の
自
白
の
中
に
真
実
の
部
分
が
あ
る
と
し

て
も
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
基
づ
き
認
め
ら
れ
な
い）

（00
（

」
と
し
た
。
そ
し
て
法
廷
意
見
は
、
捜
査
手
法
に
関
す
る
他
の
事
件
と
の
区
別

に
触
れ
つ
つ
、「
容
疑
者
か
ら
証
拠
を
得
る
た
め
に
人
間
の
尊
厳
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
残
忍
か
つ
攻
撃
的
な
有
形
力
の
行
使
を
合
法

化
す
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
判
例
と
整
合
し
な
い）

（00
（

」
と
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、Rochin

判
決
は
胃
の
内
容
物
を
強
制
的
に
嘔
吐
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
捜
査
手
法
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
し
、

修
正
一
四
条
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
反
す
る
と
し
、
特
に
尊
厳
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
手
法
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
尊
厳
を
損
な
う
よ
う
な
捜
査
手
法
で
身
体
侵
襲
を
行
う
こ
と
は
修
正
一
四
条
違
反
に
な
る
こ
と
が
示

さ
れ
た
と
い
え
る
。
他
面
、
判
決
は
本
件
と
他
の
捜
査
手
法
と
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
他
の
有
形
力
を
用
い
た
身
体

侵
襲
が
す
べ
て
身
体
の
自
由
を
侵
害
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

2　

身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ

（
1
）　

社
会
許
容
性
の
指
標

　

そ
の
後
、
連
邦
最
高
裁
は
身
体
侵
襲
の
手
法
や
程
度
に
留
意
し
な
が
ら
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
違
反
を
判
断
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の

際
に
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
言
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ま
ず
、
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
飲
酒
が
疑
わ
れ
る
者
に
対
し
て
血
液
検
査
に
よ
る
ア
ル
コ
ー
ル
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
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る
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。
一
九
五
七
年
のBreithaupt v. A

bram

連
邦
最
高
裁
判
決）

（00
（

で
は
、
ト
ラ
ッ
ク
運
転
手
が
事
故
を
起
こ
し

て
重
傷
を
負
い
、
意
識
不
明
の
ま
ま
病
院
で
治
療
を
受
け
て
い
た
と
こ
ろ
、
警
察
は
車
内
に
酒
瓶
を
見
つ
け
た
た
め
、
医
師
に
命
じ

て
血
液
サ
ン
プ
ル
を
採
取
さ
せ
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
州
裁
判
所
の
裁
判
で
は
、
血
液
中
に
ア
ル
コ
ー
ル
が
検
出
さ
れ
た
こ
と

も
あ
り
、
被
告
人
は
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、Rochin

判
決
と
の
区
別
を
は
か
り
な
が
ら
、
当
該
検
査
が
デ
ュ
ー

プ
ロ
セ
ス
を
侵
害
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
た
。
ク
ラ
ー
ク
（T

hom
as C. Clark

）
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
、
本
件
は
医
師
の
保
護

下
で
血
液
サ
ン
プ
ル
が
採
取
さ
れ
た
だ
け
で
あ
り
、Rochin

判
決
と
違
っ
て
残
忍
で
も
攻
撃
的
で
も
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
意
識

が
な
い
状
態
で
行
わ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
憲
法
上
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
し
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
を
侵

害
す
る
よ
う
な
身
体
侵
襲
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、「
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
は
、
個
人
的
感
覚
や
過
敏
な
人
の
脈

拍
計
の
尺
度
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
一
般
的
経
験
に
よ
っ
て
許
容
可
能
な
行
為
と
し
て
織
り
込
ま
れ
て
き
た
〝
適
正

か
つ
公
正
〟
に
関
す
る
地
域
全
体
の
認
識
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
こ
れ
を
基
に
し
て
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス

の
概
念
を
構
築
し
て
き
た
。
血
液
検
査
手
続
は
日
常
生
活
に
お
い
て
あ
り
ふ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る）

（01
（

」
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
法
廷
意
見
は
、「
思
う
に
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
は
、
少
な
く
と
も
、
法
執
行
者
が
犯
罪
の
容
疑
者
か
ら
証
拠
を
得
よ
う
と
す
る

際
に
、
力
づ
く
で
あ
ろ
う
と
ひ
そ
か
で
あ
ろ
う
と
、
身
体
に
打
撃
を
加
え
た
り
、
皮
膚
を
傷
つ
け
た
り
、
組
織
を
刺
し
た
り
、
体
液

を
採
取
し
た
り
す
る
の
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
判
断
す
べ
き
で
あ
る）

（0（
（

」
と
述
べ
、
本
件
で
は
デ
ュ
ー
プ
ロ

セ
ス
違
反
に
な
ら
な
い
と
し
た
。

　

Breithaupt

判
決
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
身
体
侵
襲
が
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
違
反
を
構
成
す
る
か
に
つ
い
て
、
一
定
の
指

針
が
示
さ
れ
た
と
い
え
る
。
ま
ず
、
身
体
に
対
し
て
残
忍
か
つ
攻
撃
的
な
有
形
力
を
加
え
て
い
る
か
ど
う
か
が
主
な
基
準
と
な
る
。

そ
れ
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
基
づ
い
て
許
容
さ
れ
る
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
個
人
の

主
観
的
感
覚
で
は
な
く
、
社
会
の
客
観
的
認
識
―
―
普
段
許
容
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
手
法
か
ど
う
か
な
ど
―
―
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
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る
。
そ
し
て
、
身
体
に
打
撃
を
加
え
た
り
、
皮
膚
を
傷
つ
け
た
り
、
組
織
を
刺
し
た
り
、
体
液
を
採
取
し
た
り
す
る
よ
う
な
方
法
は

許
さ
れ
な
い
こ
と
が
提
示
さ
れ
た
。

　

こ
の
社
会
許
容
性
の
指
標
は
、
殴
打
や
穿
孔
と
い
っ
た
一
般
に
許
容
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
有
形
力
の
行
使
を
認
め
な
い
と
い
う

点
で
、
一
般
的
な
身
体
侵
襲
に
対
し
て
は
有
効
な
物
差
し
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
身
体
所
有
者
の
内
面

や
意
識
の
状
態
を
考
慮
し
て
い
な
い
た
め
、
精
神
的
侵
襲
が
許
容
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
本
件
の
よ
う
に
意
識
の
な
い
状
態

で
あ
っ
て
も
許
容
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ダ
グ
ラ
ス
（W

illiam
 O

. D
ouglas

）
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
ま
さ
に
こ
の
点

を
問
題
視
し
た）

（00
（

。
ダ
グ
ラ
ス
裁
判
官
に
よ
れ
ば
、
抵
抗
を
抑
圧
し
て
身
体
に
有
形
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
違
反
に

な
る
と
す
れ
ば
、
抵
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
有
形
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
そ
の
程
度
が
弱
く
て
も
デ
ュ
ー
プ
ロ

セ
ス
違
反
に
な
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
不
当
な
有
形
力
の
行
使
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
意
識
の
な
い
状
態
で
な
さ
れ
た
場
合
も
個

人
の
尊
厳
を
貶
め
る
（indignity

）
こ
と
に
な
る
と
し
た
。

　

こ
の
よ
う
にBreithaupt

判
決
は
一
般
的
な
身
体
侵
襲
の
ケ
ー
ス
に
妥
当
す
る
基
準
を
提
示
し
た
も
の
の
、
身
体
所
有
者
の
意

思
や
状
態
を
考
慮
し
な
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
が
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
。

（
2
）　

身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
の
登
場

　

そ
の
九
年
後
、
連
邦
最
高
裁
は
再
び
同
様
の
事
件
を
審
理
し
、
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
そ
れ
が
一
九
六

六
年
のSchm

erber v. California

連
邦
最
高
裁
判
決）

（00
（

で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
自
動
車
事
故
を
起
こ
し
た
被
告
人
が
病
院
で
治

療
を
受
け
て
い
た
際
、
ア
ル
コ
ー
ル
臭
が
し
た
こ
と
に
加
え
酔
っ
て
い
る
状
態
が
確
認
さ
れ
た
た
め
、
警
察
は
被
告
人
を
逮
捕
し
、

被
告
人
が
拒
否
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
医
師
に
ア
ル
コ
ー
ル
検
査
用
の
血
液
サ
ン
プ
ル
を
採
取
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
そ
の
結

果
、
酩
酊
状
態
に
あ
る
こ
と
を
示
す
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
が
検
出
さ
れ
、
被
告
人
は
裁
判
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
こ
れ
に
対
し
、
被
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告
人
は
無
理
や
り
血
液
を
採
取
さ
れ
た
こ
と
が
修
正
五
条
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
や
修
正
四
条
の
不
合
理
な
捜
索
の
禁
止
な
ど
を
侵

害
し
て
い
る
と
し
て
上
告
し
た
。

　

ブ
レ
ナ
ン
（W

illiam
 J. Brennan, Jr.

）
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
、「
修
正
四
条
の
優
先
的
機
能
は
州
に
よ
る
不
当
な
侵
害
か
ら
個

人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
尊
厳
を
守
る
こ
と
で
あ
る）

（00
（

」
と
し
、
修
正
四
条
と
修
正
五
条
の
保
護
が
重
複
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
も
の
の
、

修
正
五
条
が
血
液
検
査
を
許
容
す
る
場
合
に
は
修
正
四
条
の
問
題
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
、
そ
の
手
段
や
手
続
の
合
理

性
が
問
題
に
な
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
本
件
で
は
飲
酒
を
疑
う
相
当
の
理
由
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
時
点
で
血
液
を
採
取
し
な
け
れ
ば

当
時
の
ア
ル
コ
ー
ル
量
を
検
出
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
検
査
を
す
る
た
め
に
は
血
液
検
査
が
き
わ
め
て
効
果
的
で
あ
り
、
そ
の

採
取
方
法
も
事
実
上
リ
ス
ク
や
痛
み
が
な
い
こ
と
か
ら
、
血
液
採
取
は
合
理
的
で
あ
っ
た
と
し
た
。
も
っ
と
も
、
法
廷
意
見
は
最
後

に
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
の
重
要
性
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
法
廷
意
見
は
、「
個
人
の
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
は
社
会
が
大
切

に
し
て
き
た
価
値
で
あ
る
。
本
日
の
判
断
を
ま
と
め
る
と
、
憲
法
は
州
が
厳
し
く
限
定
さ
れ
た
条
件
の
下
で
個
人
の
身
体
に
対
し
て

軽
微
な
侵
襲
を
行
う
こ
と
を
許
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
条
件
で
な
い
場
合
に
、
よ
り
実
質
的
な
侵
害
や
侵
襲
を
行
う
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る）

（00
（

」
と
い
う
点
を
確
認
し
た
。

　

Schm
erber

判
決
は
本
人
の
同
意
の
な
い
血
液
採
取
を
認
め
た
と
い
う
点
で
はBreithaupt

判
決
と
共
通
し
て
い
る
が
、
本
件

で
は
本
人
の
明
確
な
拒
絶
が
あ
っ
て
も
血
液
採
取
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
の
で
、
血
液
採
取
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
拡
大
し
た
と
い

え
る
。

　

も
っ
と
も
、
本
件
は
五
対
四
の
判
決
で
あ
り
、
ダ
グ
ラ
ス
裁
判
官
は
再
び
反
対
意
見
を
書
い
た
。
ダ
グ
ラ
ス
裁
判
官
は
「
修
正
四

条
は
〝
自
己
の
身
体
〟
を
守
る
人
々
の
権
利
を
保
障
し
て
い
る
。
本
件
の
強
制
的
瀉
血
は
こ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
明
ら
か
に

侵
害
し
て
い
る）

（00
（

」
と
し
た
。
ダ
グ
ラ
ス
裁
判
官
はBreithaupt

判
決
の
反
対
意
見
に
お
い
て
そ
も
そ
も
強
制
的
血
液
採
取
が
認
め

ら
れ
な
い
立
場
を
と
っ
て
い
た
た
め
、
本
件
は
当
然
な
が
ら
許
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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本
判
決
は
、
捜
査
の
必
要
性
、
手
段
の
相
当
性
、
方
法
の
合
理
性
、
身
体
侵
襲
の
程
度
な
ど
様
々
な
要
素
を
考
慮
し
て
い
る
が
、

端
的
に
い
え
ば
、
捜
査
利
益
と
身
体
侵
襲
の
程
度
を
比
較
衡
量
し
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
と
も
す
る
と
身
体
侵
襲
が
容
易
に

認
め
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
判
断
手
法
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
本
判
決
は
最
後
に
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
の
重
要
性

に
言
及
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
う
な
る
と
、
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
と
は
何
か
が
問
題
に
な
る
が
、
法
廷
意
見
は
そ
の
具
体
的
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
な

い
。
ま
た
、
法
廷
意
見
も
ダ
グ
ラ
ス
裁
判
官
の
反
対
意
見
も
、
身
体
侵
襲
か
ら
の
防
御
を
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
し
て
構
成
し
て

い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
箇
所
が
あ
り
、
ま
た
法
廷
意
見
は
尊
厳
に
も
関
連
さ
せ
て
い
る
が
、
そ
の
関
係
性
は
判
然
と
し
な
い
。

　

ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
が
再
び
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
言
及
し
た
の
は
、Schm

erber

判
決
か
ら
約
二
〇
年
経
過
し
た

W
inston v. Lee

連
邦
最
高
裁
判
決）

（00
（

で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
は
、
犯
行
時
に
被
害
者
か
ら
撃
た
れ
た
拳
銃
の
弾
が
被
告
人
の
体
内

に
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
証
拠
と
し
て
取
り
出
せ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
は
、
被
告
人
の
左

鎖
骨
付
近
に
残
っ
て
い
る
弾
を
取
り
出
す
に
は
局
所
麻
酔
で
わ
ず
か
二
分
の
一
イ
ン
チ
（
一
・
二
七
セ
ン
チ
）
切
開
す
る
だ
け
で
あ

る
と
し
、
裁
判
所
命
令
を
求
め
て
申
立
て
を
行
っ
た
。
州
裁
判
所
は
申
立
て
を
認
め
た
が
、
連
邦
裁
判
所
は
そ
れ
を
認
め
ず
、
最
終

的
に
連
邦
最
高
裁
が
判
断
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
、
証
拠
を
入
手
す
る
た
め
に
強
制
的
な
外
科
手
術
を
も
っ
て
身
体
侵
襲
す
る
こ
と
が
修
正
四
条

の
下
で
合
理
的
と
い
え
る
か
ど
う
か
が
争
点
に
な
る
と
し
、
合
理
性
の
判
断
に
つ
い
て
はSchm

erber

判
決
が
示
し
た
比
較
衡
量

に
基
づ
い
て
行
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
身
体
安
全
の
利
益
が
有
罪
判
決
の
証
拠
を
得
る
と
い
う
社
会
的

利
益
に
勝
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
法
廷
意
見
はSchm

erber
判
決
が
こ
う
し
た
要
素
の
み
な
ら
ず
、
身
体
の
イ
ン
テ

グ
リ
テ
ィ
等
を
考
慮
し
た
こ
と
に
言
及
し
た
。
法
廷
意
見
は
、「
別
の
要
素
と
し
て
、
身
体
的
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
身
体
的
イ
ン
テ
グ

リ
テ
ィ
に
関
す
る
個
人
の
尊
厳
の
利
益
に
対
す
る
侵
害
の
程
度
が
あ
る）

（00
（

」
と
し
、「Schm

erber

判
決
が
血
液
検
査
は
〝
近
年
で
は
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定
期
的
健
康
診
断
に
お
い
て
あ
り
ふ
れ
た
も
の
〟
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
た
際
に
、
社
会
的
認
識
に
よ
れ
ば
血
液
検
査
は
個
人
の
身

体
的
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
対
し
て
不
当
な
過
剰
負
担
を
加
え
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た）

（00
（

」
こ
と
を
確
認
し

た
。
そ
し
て
本
件
に
お
け
る
比
較
衡
量
を
行
い
、「
州
が
や
ろ
う
と
し
て
い
る
手
術
は
被
上
告
人
の
保
護
さ
れ
た
利
益
を
実
質
的
に

侵
害
し
て
い
る
。
こ
の
手
術
の
医
療
的
リ
ス
ク
は
、
著
し
く
深
刻
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
ま
で
は
い
え
な
い
も
の
の
、
議
論
の
余

地
が
あ
る
。
そ
の
不
確
実
性
は
当
該
手
術
の
合
理
性
に
対
し
て
不
利
に
働
く
。
加
え
て
、
当
該
手
術
に
よ
る
被
上
告
人
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
利
益
に
対
す
る
侵
害
は
深
刻
で
あ
る
。
そ
の
反
面
、
弾
は
被
上
告
人
を
訴
追
す
る
た
め
に
有
益
な
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
州
は
そ
の
必
要
性
が
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
と
証
明
で
き
て
い
な
い）

（01
（

。」
と
し
、
被
告
人
の
主
張
を
認
め
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、W

inston
判
決
はSchm

erber

判
決
の
比
較
衡
量
を
踏
襲
し
、
侵
襲
の
強
さ
と
比
べ
て
証
拠
の
必
要
性
が
弱
い

と
し
て
合
理
性
を
否
定
し
、
修
正
四
条
違
反
の
判
断
を
下
し
た
。
そ
の
際
、
身
体
の
利
益
を
考
慮
す
る
と
き
に
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ

テ
ィ
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。
ま
ず
、
注
目
す
べ
き
は
、
身
体
的
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
（personal privacy

）
と
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ

ィ
（bodily integrity

）
に
関
す
る
個
人
の
尊
厳
の
利
益
が
あ
る
と
し
た
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
人
の
尊
厳
が
軸
に
あ
り
、
そ
れ

に
身
体
的
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
が
関
連
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
も
、
こ
こ
で
は
身

体
的
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
情
報
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
は
区
別
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

最
後
の
比
較
衡
量
の
場
面
で
は
被
告
人
の
利
益
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
利
益
と
い
う
大
き
な
意
味
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
で
ま
と
め
ら
れ
て

お
り
、
こ
こ
で
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
身
体
の
自
由
を
包
括
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
広
い
意
味
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
尊

厳
が
存
在
し
、
そ
れ
を
身
体
の
文
脈
に
お
い
て
細
分
化
す
る
と
、
身
体
的
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
と
い
う
要
素

が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
尊
厳
を
前
景
に
置
く
点
はSchm

erber

判
決

と
同
じ
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
先
例
を
踏
襲
し
て
い
る
と
い
え
る
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
も
な
お
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
の
内

実
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
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（
3
）　

身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
の
内
実

　

そ
う
し
た
中
、
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
を
発
展
さ
せ
た
の
が
、
一
九
九
〇
年
のW

ashington v. H
arper

連
邦
最
高
裁
判
決）

（0（
（

の
反
対
意
見
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
は
、
精
神
疾
患
を
抱
え
た
犯
罪
者
の
治
療
等
を
行
う
特
殊
犯
罪
者
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
た
原

告
が
途
中
で
向
精
神
薬
の
服
用
を
拒
絶
し
た
た
め
、
同
施
設
は
規
則
の
定
め
る
手
続
に
基
づ
い
て
向
精
神
薬
の
強
制
投
与
を
行
っ
た
。

そ
こ
で
原
告
が
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
侵
害
な
ど
を
主
張
し
て
訴
訟
を
提
起
し
た
。

　

ケ
ネ
デ
ィ
（A

nthony M
. K

ennedy

）
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
、「
被
上
告
人
は
、
州
が
政
策
的
に
創
り
上
げ
た
自
由
の
利
益
の

み
な
ら
ず
、
修
正
一
四
条
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
基
づ
き
そ
の
意
に
反
し
て
向
精
神
薬
を
強
制
的
に
服
用
さ
れ
な
い
と
い
う
重

要
な
自
由
の
利
益
を
有
す
る）

（00
（

」
と
し
た
上
で
、
本
件
を
刑
務
所
内
の
受
刑
者
の
権
利
に
関
す
る
系
列
の
事
件
と
位
置
付
け
、

T
urner v. Safley

連
邦
最
高
裁
判
決）

（00
（

な
ど
が
用
い
て
き
た
基
準
を
適
用
し
て
判
断
す
る
と
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
該
規
制
が

正
当
な
刑
罰
利
益
と
合
理
的
に
関
連
し
て
い
る
か
を
審
査
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
、
具
体
的
に
は
、
規
制
と
政
府
利
益
と
の
合
理
的

関
連
性
、
権
利
制
限
が
果
た
す
収
容
施
設
や
他
の
受
刑
者
等
へ
の
影
響
、
代
替
手
段
の
欠
如
を
検
討
す
る
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
本

件
で
は
、
州
の
正
当
な
利
益
に
は
刑
務
所
内
の
本
人
お
よ
び
他
者
に
対
す
る
危
険
に
対
応
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
、
強
制
投
与
に
よ
り

危
害
の
危
険
を
減
ら
す
の
は
正
当
な
利
益
で
あ
り
、
本
件
規
則
は
重
大
な
精
神
病
患
者
に
対
し
て
治
療
目
的
の
み
強
制
投
与
を
認
め

る
も
の
で
あ
り
、
精
神
状
態
を
安
定
さ
せ
る
最
も
効
果
的
手
段
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
か
ら
合
理
的
な
手
段
で
あ
り
、
原
告
側
が
主
張

す
る
別
の
手
段
は
代
替
手
段
に
は
な
り
え
な
い
と
し
た
。

　

も
っ
と
も
、
審
査
は
こ
れ
で
終
了
せ
ず
、
法
廷
意
見
は
「
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
手
続
的
保
護
は
個
別
の

事
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
権
利
と
利
益
を
参
照
し
な
が
ら
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

（00
（

」
と
し
、
身
体
の
自
由
に
言
及
し
た
。
法

廷
意
見
に
よ
れ
ば
、「
同
意
し
て
い
な
い
者
の
身
体
に
対
し
て
薬
物
を
強
制
投
与
す
る
こ
と
は
そ
の
者
の
自
由
に
実
質
的
に
干
渉
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
当
該
薬
物
の
目
的
は
患
者
の
脳
内
の
化
学
物
質
の
バ
ラ
ン
ス
を
変
え
、
患
者
の
認
知
過
程
に
有
益
と
な
る
よ
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う
な
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
向
精
神
薬
の
治
療
効
果
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
薬
は
重
大
、
時
に
は
致
命
的

な
副
作
用
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
う
し
た
副
作
用
の
中
に
は
、
事
実
審
が
認
め
た
よ
う
に
、
急
性
ジ
ス
ト
ニ
ア
、
上
半
身
、

舌
、
喉
、
目
の
不
随
意
痙
攣
が
あ
る）

（00
（

」
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
法
廷
意
見
は
、
重
症
化
率
の
割
合
は
高
く
な
く
、
そ
う
し
た
リ
ス
ク

が
あ
る
と
し
て
も
投
薬
を
医
療
専
門
家
に
任
せ
る
こ
と
で
そ
の
者
の
利
益
は
適
切
に
保
護
さ
れ
る
と
し
、
本
件
規
則
を
合
憲
と
し
た
。

　

本
件
は
本
人
が
拒
否
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
身
体
侵
襲
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
た
と
い
う
点
で
は

Schm
erber

判
決
と
同
様
で
あ
る
が
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
血
液
採
取
で
は
な
く
薬
物
投
与
で
あ
り
、
投
与
も
身
体
侵
襲

に
な
る
の
か
が
注
目
さ
れ
た
。
法
廷
意
見
は
薬
物
投
与
も
身
体
の
自
由
に
対
す
る
実
質
的
干
渉
に
な
る
と
し
て
身
体
侵
襲
に
該
当
す

る
と
し
た
。

　

も
っ
と
も
、
法
廷
意
見
はSchm

erber

判
決
が
言
及
し
た
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
は
触
れ
て
お
ら
ず
、
薬
物
投
与
自
体
が

身
体
侵
襲
に
当
た
る
と
し
て
も
、
そ
の
内
面
作
用
が
身
体
侵
襲
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
薬
物
投
与
が

身
体
の
物
理
的
側
面
を
侵
害
す
る
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
内
面
的
側
面
を
も
侵
害
す
る
と
し
て
い
る
の
か
が
判
然
と
し
な
い
。

投
与
の
コ
ス
ト
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
分
析
に
お
い
て
内
面
作
用
に
つ
い
て
は
有
効
な
部
分
し
か
見
て
お
ら
ず
、
内
面
作
用
に
対
す
る
リ
ス

ク
を
考
慮
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
物
理
的
身
体
に
対
す
る
侵
襲
を
念
頭
に
置
い
た
判
断
の
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
き
、
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
言
及
し
な
が
ら
、
内
面
作
用
の
侵
襲
の
強
さ
を
重
視
し
て
反
対
意
見
を
展
開
し
た
の
が
ス
テ
ィ

ー
ブ
ン
ス
（John Paul Stevens

）
裁
判
官
で
あ
っ
た）

（00
（

。

　

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
は
、
ま
ず
、「
法
廷
意
見
は
修
正
一
四
条
に
基
づ
き
〝
被
上
告
人
は
望
ま
な
い
向
精
神
薬
の
処
方
を
拒

否
す
る
重
要
な
自
由
の
利
益
が
あ
る
〟
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
の
自
由
の
多
く
の
側
面
を
無
視
し
て
い
る
。

そ
れ
は
身
体
的
側
面
と
知
的
側
面
で
あ
る
。
人
の
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
侵
害
は
人
の
自
由
の
侵
害
と
な
る

の
で
あ
る）

（00
（

」
と
し
た
。
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続
け
て
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
は
「
も
し
そ
の
侵
害
が
永
続
的
な
傷
害
や
死
期
を
早
め
る
実
質
的
リ
ス
ク
が
あ
る
場
合
、
そ

の
侵
害
の
程
度
は
特
に
強
ま
る
。
さ
ら
に
、
意
思
能
力
の
あ
る
人
が
特
定
の
医
学
的
治
療
方
法
を
拒
否
す
る
判
断
を
行
っ
た
場
合
に

そ
れ
を
覆
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
行
為
は
尊
厳
を
傷
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
強
制
的
薬
物
投
与
の
目
的
ま
た
は
効
果
が
そ
の

人
の
意
思
や
精
神
を
変
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
は
文
字
通
り
根
本
的
意
味
で
自
由
を
奪
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る）

（00
（

」

と
し
た
。
こ
こ
で
は
、「
尊
厳
」（dignity

）
と
い
う
言
葉
自
体
は
用
い
て
い
な
い
が
、「
尊
厳
を
傷
つ
け
る
」（degrading

）
と
述
べ

て
い
る
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
も
ま
た
副
作
用
の
リ
ス
ク
分
析
を
行
い
、
身
体
作
用
に
つ
い
て
は
重
大
な
リ
ス
ク
が
存
在
し
、

ま
た
精
神
作
用
に
含
め
ら
れ
る
よ
う
な
リ
ス
ク
も
勘
案
し
、
自
由
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
し
た
。

　

ま
た
、
最
後
に
は
「
尊
厳
」
自
体
に
も
言
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「〝
受
刑
者
で
あ
っ
て
も
不
可
侵
の
自
由
の
利
益
―
―
最
低

限
の
尊
厳
を
も
っ
て
扱
わ
れ
る
権
利
―
―
が
あ
り
、
そ
れ
は
憲
法
が
決
し
て
手
放
さ
な
い
も
の
で
あ
る
〟
こ
と
を
信
じ
続
け
て
い
る
。

意
思
能
力
者
が
向
精
神
薬
を
拒
否
す
る
権
利
は
修
正
一
四
条
の
下
で
最
大
の
保
護
を
受
け
る
自
由
で
あ
る）

（00
（

」
と
述
べ
た
。

　

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
の
反
対
意
見
を
整
理
す
る
と
、
身
体
に
は
外
面
的
側
面
（
物
理
的
身
体
）
と
内
面
的
側
面
（
知
的
側
面
）

が
あ
り
、
い
ず
れ
を
傷
つ
け
る
場
合
も
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
は
身
体
の

統
一
性
や
完
全
性
を
指
し
て
お
り
、
そ
れ
は
外
面
と
内
面
の
両
方
か
ら
成
っ
て
い
る
た
め
、
い
ず
れ
に
対
す
る
侵
襲
も
身
体
の
自
由

の
侵
害
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
、
法
廷
意
見
と
反
対
意
見
の
違
い
は
、
身
体
の
自
由
の
保
護
範
囲
の
相
違
に
起
因
す
る
。
法
廷
意
見
は
外
面
の
み
を
対

象
に
し
た
の
に
対
し
、
反
対
意
見
は
外
面
と
内
面
の
両
方
を
含
む
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
反
対
意
見
が
両
方
を
含
む
た
め

に
依
拠
し
た
概
念
が
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
で
あ
り
、
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
様
々
な
侵
襲
に
対
応
し
う
る
身
体
の
自
由

を
提
示
し
た
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
反
対
意
見
が
尊
厳
に
言
及
し
た
箇
所
は
内
面
作
用
が
尊
厳
を
侵
害
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
治
療
拒
否
ま
た
は
投
薬
拒
否
の
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判
断
が
覆
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
尊
厳
を
侵
害
す
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
尊
厳
は
自
己
決
定
と
類
似
の
意
味
を
持

つ
形
で
使
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

3　

身
体
拘
束
と
自
由
の
利
益

　

身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
は
い
ず
れ
も
身
体
侵
襲
を
伴
う
刑
事
手
続
の
分
野
で
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
身
体
の
自
由
が
関

わ
る
典
型
的
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
刑
事
手
続
以
外
の
分
野
に
お
い
て
も
身
体
の
制
約
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
先

に
取
り
上
げ
た
強
制
不
妊
や
強
制
ワ
ク
チ
ン
接
種
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
ま
だ
取
り
上
げ
て
い
な
い
他
の
事
例
と
し
て
、
精
神
病
患

者
の
身
体
拘
束
の
問
題
が
あ
る
。

　

そ
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
が
一
九
八
二
年
のY

oungberg v. Rom
eo

連
邦
最
高
裁
判
決）

（01
（

で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
州
の

知
的
障
害
施
設
に
強
制
的
に
収
容
さ
れ
た
知
的
障
害
者
が
自
分
自
身
に
暴
力
を
ふ
る
っ
た
り
他
者
か
ら
暴
力
を
ふ
る
わ
れ
た
り
し
た

た
め
、
違
憲
な
強
制
収
容
で
あ
る
と
し
て
、
修
正
一
四
条
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
基
づ
き
身
体
安
全
の
権
利
（right to 

personal security

）
や
身
体
拘
束
か
ら
の
自
由
（right to freedom

 from
 bodily restraint

）
な
ど
を
主
張
し
て
訴
訟
を
提
起
し
た
。

　

パ
ウ
エ
ル
（Lew

is F. Pow
ell, Jr.

）
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
、
ま
ず
強
制
収
容
先
に
お
け
る
安
全
確
保
の
た
め
の
身
体
安
全
の
権

利
が
憲
法
上
要
求
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
判
断
し
た
。
法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
、「
こ
れ
ま
で
連
邦
最
高
裁
は
身
体
安
全
の
権
利
が
デ
ュ

ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
っ
て
実
質
的
に
保
障
さ
れ
た
〝
歴
史
的
な
自
由
の
利
益
〟
と
判
示
し
て
き
たIngraham

 v. W
right, 4（0 

U
.S. （（1, （7（ 

（1977

）。
そ
の
権
利
は
合
法
的
な
拘
禁
で
あ
っ
て
も
消
滅
す
る
こ
と
は
な
く
、
た
と
え
刑
事
目
的
の
拘
禁
の
場
合
で

あ
っ
て
も
同
様
に
消
滅
す
る
こ
と
は
な
いH

utto v. Finney, 4（7 U
.S. （7（ 

（197（

）。
も
し
有
罪
判
決
を
受
け
た
受
刑
者
が
安
全

で
な
い
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
に
当
た
る
と
す
れ
ば
、
強
制
的
に
収
容
さ
れ
た
者
―
―
刑
罰
目
的
は
な

く
―
―
が
安
全
で
な
い
状
態
に
置
か
れ
て
い
れ
ば
違
憲
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

（0（
（

」
と
い
う
。
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身体の自由
　

そ
し
て
身
体
拘
束
か
ら
の
自
由
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
被
上
告
人
は
身
体
拘
束
か
ら
の
自
由
の
権
利
が
あ
る
と
主

張
し
て
い
る
。
他
の
文
脈
で
は
、
連
邦
最
高
裁
の
先
例
を
見
る
と
、
そ
う
し
た
自
由
が
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
実
際
、

〝
身
体
拘
束
か
ら
の
［
自
由
］
は
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
っ
て
恣
意
的
な
政
府
行
為
か
ら
保
護
さ
れ
た
自
由
の
核
心
と
し
て
い

つ
も
認
め
ら
れ
て
き
た
〟Greenholtz v. N

ebraska Penal Inm
ates, 442 U

.S. 1, 1（  

（1979

） （Pow
ell, J., concurring in part 

and dissenting in part

）。
こ
の
利
益
は
有
罪
判
決
や
収
監
の
際
に
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
。
同
様
に
、
そ
れ
は
強
制
収
容
の
場
面

に
お
い
て
も
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い）

（00
（

」。

　

こ
の
よ
う
に
法
廷
意
見
は
身
体
安
全
の
権
利
と
身
体
拘
束
か
ら
の
自
由
の
両
方
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
自
由
の
利
益
で
あ
る
と
し
、

本
件
に
お
い
て
も
原
告
（
被
上
告
人
）
が
そ
の
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
た
だ
し
、
こ
の
自
由
の
利
益
は
絶
対
的
な
も
の

で
は
な
く
、
制
約
の
程
度
や
性
質
、
安
全
性
の
欠
如
な
ど
が
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
を
侵
害
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
と
し
、
結
局

本
件
に
お
い
て
も
、「
被
上
告
人
の
憲
法
上
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
そ
の
自
由
の
利
益
と
関
連
す
る
州
の
利
益
を
比
較

衡
量
し
て
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

（00
（

」
と
し
た
。
法
廷
意
見
は
比
較
衡
量
の
際
に
州
が
そ
う
し
た
利
益
を
適
切
に
保
護
し
た
か
ど
う

か
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
本
件
の
よ
う
な
拘
禁
に
は
州
は
適
切
な
専
門
家
の
判
断
に
よ
る
訓
練
を
受
け
さ
せ
る
義

務
を
負
う
と
し
、
州
が
そ
の
義
務
を
果
た
し
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
原
審
に
差
し
戻
し
た
。

　

Y
oungberg

判
決
は
、
強
制
収
容
施
設
に
お
け
る
身
体
安
全
の
権
利
や
身
体
拘
束
か
ら
の
自
由
が
憲
法
上
保
護
さ
れ
る
と
し
た

点
が
重
要
で
あ
る
。
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
基
づ
く
身
体
の
自
由
は
、
身
体
に
対
す
る
直
接
的
な
侵
襲
の
み
な
ら
ず
、
身
体
の
安
全
や

身
体
の
拘
禁
に
も
及
ぶ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
自
由
が
保
護
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
、
州
が
適
切
な
対
応
を
行
う
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
し
、
そ
れ
を
適
切
に
果
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
本
件
は
知
的
障
害
者
が
対
象
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
利
益
は
本
人
の
意
思
能
力
の
有
無
に

関
係
な
く
保
障
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
も
留
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。
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4　

自
己
決
定

　

身
体
の
自
由
は
自
己
の
身
体
に
関
わ
る
事
柄
を
決
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
自
己
決
定
権
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か

と
い
う
問
題
が
あ
る
。
た
だ
し
、
身
体
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
と
同
様
、
身
体
の
自
己
決
定
も
そ
の
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
が
難
し
い

概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
意
思
能
力
の
有
無
を
前
提
と
す
る
か
ど
う
か
に
も
関
わ
る
こ
と
に
加
え
、
決
定
自
体
が
問
題
に
な
る
こ
と

も
あ
れ
ば
、
決
定
と
身
体
の
使
用
や
処
分
と
い
っ
た
行
為
が
混
在
す
る
こ
と
も
あ
る
。
純
粋
に
決
定
の
み
が
問
題
に
な
る
ケ
ー
ス
は

少
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
中
絶
を
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
や
脳
死
状
態
に
お
け
る
臓
器
移
植
の
可
否
の
事
前
選
択
な
ど
は
決
定
を
中

心
と
し
た
問
題
と
し
て
把
握
で
き
よ
う
。
一
方
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
強
制
は
自
己
決
定
と
身
体
侵
襲
の
両
方
が
混
在
し
て
い
る
と
い

え
る
。
あ
る
い
は
、
強
制
不
妊
は
身
体
侵
襲
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
生
殖
に
関
す
る
選
択
を
奪
っ
て
い
る
点
に

お
い
て
自
己
決
定
も
関
連
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
先
述
し
た
日
本
の
性
同
一
性
障
害
手
術
要
件
の
よ
う

に
、
過
酷
な
選
択
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
自
己
決
定
と
隣
接
す
る
側
面
を
持
つ
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
ま

た
、
安
楽
死
の
よ
う
に
身
体
と
生
命
が
連
動
す
る
と
同
時
に
当
該
決
定
が
自
己
の
身
体
に
一
定
の
作
為
を
求
め
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

こ
の
よ
う
に
、
身
体
の
自
己
決
定
を
権
利
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
問
題
と
な
る
場
面
は
多
々
存
在
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
が
取
り
上
げ
て
き
た
の
は
主
に
中
絶
問
題
と
治
療
拒
否
の
問
題
で
あ
る
。
奇
し
く
も
、

先
のH

arper

判
決
と
同
じ
開
廷
期
に
、
治
療
拒
否
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
な
るCruzan v. D

ir., M
o. D

ep’t of H
ealth

連

邦
最
高
裁
判
決）

（00
（

が
下
さ
れ
た
。

　

こ
の
事
件
は
、
事
故
に
よ
っ
て
植
物
状
態
に
な
っ
た
娘
の
両
親
が
そ
の
延
命
治
療
を
中
止
す
る
裁
判
所
命
令
を
求
め
て
訴
訟
を
提

起
し
た
も
の
で
あ
る
。
下
級
審
は
延
命
治
療
を
拒
否
す
る
娘
の
明
確
な
意
思
が
な
い
と
し
て
請
求
を
し
り
ぞ
け
た
た
め
、
連
邦
最
高

裁
が
判
断
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

レ
ー
ン
キ
ス
ト
（W

illiam
 H

. Rehnquist

）
長
官
の
法
廷
意
見
は
、
修
正
一
四
条
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
は
治
療
拒
否
の
決
定



（（

身体の自由

に
つ
い
て
患
者
本
人
以
外
の
者
に
委
ね
る
こ
と
を
州
に
要
求
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
た
が
、
患
者
本
人
の
治
療
拒
否
に
つ
い
て
身

体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
言
及
し
な
が
ら
判
断
し
た
。

　

法
廷
意
見
は
、
身
体
の
神
聖
不
可
侵
に
言
及
し
たBotsford

判
決
に
触
れ
な
が
ら
、「
こ
の
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
の
概
念
は
、

医
療
の
場
面
に
お
い
て
は
一
般
に
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
点
で
具
体
化
さ
れ
て
き
た
。
カ
ー
ド
ー
ゾ

（Benjam
in N

. Cardozo

）
裁
判
官
が
か
つ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
最
高
裁
裁
判
官
で
あ
っ
た
時
代
に
適
切
に
こ
の
法
理
を
説
明
し
た
。

す
な
わ
ち
、〝
何
人
も
成
人
に
達
し
、
意
思
能
力
を
有
す
る
場
合
に
は
自
己
の
身
体
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
に
つ
い
て
決
定
す
る
権

利
を
有
す
る
。
ま
た
患
者
の
同
意
な
く
手
術
を
行
っ
た
外
科
医
は
暴
行
を
行
っ
た
と
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
こ

の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
の
法
理
は
ア
メ
リ
カ
不
法
行
為
法
に
し
っ
か
り
と
根
付
い
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
〟

Schloendorff v. Society of N
ew

 Y
ork H

ospital, 211 N
.Y

. 12（, 129-（0, 10（ N
.E. 92, 9（  

（1914

）
（00
（

）」
と
し
た
。

　

そ
し
て
修
正
一
四
条
が
治
療
拒
否
の
権
利
を
認
め
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
修
正
一
四
条
は
い
か
な

る
州
も
〝
法
の
適
正
な
手
続
に
よ
ら
ず
に
、
何
人
か
ら
も
生
命
、
自
由
、
又
は
財
産
を
奪
っ
て
は
な
ら
な
い
〟
と
定
め
て
い
る
。
先

例
を
推
察
す
る
と
、
意
思
能
力
を
有
す
る
者
は
望
ま
な
い
治
療
を
拒
否
す
る
こ
と
に
つ
い
て
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
自
由
の
利
益

（liberty interest

）
を
有
す
る
と
い
う
原
理
が
あ
る
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、Jacobson

判
決
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
感
染
症

を
防
ぐ
州
の
利
益
と
望
ま
な
い
天
然
痘
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
拒
否
す
る
個
人
の
自
由
の
利
益
を
比
較
衡
量
し
た）

（00
（

」。
続
け
て
、
法
廷

意
見
はH

arper

判
決
に
言
及
し
な
が
ら
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
基
づ
く
自
由
の
利
益
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

法
廷
意
見
は
、「
ち
ょ
う
ど
本
開
廷
期
に
お
い
て
、
受
刑
者
に
向
精
神
薬
を
投
与
す
る
州
の
手
続
は
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
の
要
件
を
十

分
に
満
た
す
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
し
た
際
に
、
受
刑
者
は
〝
修
正
一
四
条
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
基
づ
く
望
ま
な
い
向
精
神

薬
を
投
与
さ
れ
な
い
重
要
な
自
由
の
利
益
〟
を
有
す
る
こ
と
を
我
々
は
認
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る）

（00
（

」
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
望
ま
な
い
治
療
を
拒
否
す
る
権
利
が
修
正
一
四
条
に
基
づ
く
自
由
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
州
の
利
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益
と
の
比
較
衡
量
に
よ
っ
て
最
終
的
に
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
法
廷
意
見
い
わ
く
、「
あ
る
者
が
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
基
づ

く
〝
自
由
の
利
益
〟
を
有
す
る
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
で
審
査
が
終
わ
る
わ
け
で
は
な
い）

（00
（

。〝
被
上
告
人
の
憲
法
上
の

権
利
が
侵
害
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
そ
の
自
由
の
利
益
と
関
連
す
る
州
の
利
益
と
を
比
較
衡
量
し
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

（00
（

〟」

の
で
あ
る
。

　

法
廷
意
見
は
、「
合
衆
国
憲
法
は
意
思
能
力
者
に
対
し
て
生
命
維
持
の
た
め
の
水
分
補
給
お
よ
び
栄
養
補
給
を
拒
否
す
る
憲
法
上

の
権
利
を
与
え
て
い
る
と
想
定
す
る）

（01
（

」
と
し
た
上
で
、
州
に
は
生
命
保
護
の
利
益
が
あ
り
、
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

す
る
。
州
の
生
命
保
護
の
利
益
は
一
般
に
正
当
で
あ
る
と
同
時
に
、
個
別
の
文
脈
で
は
生
死
の
選
択
と
い
う
き
わ
め
て
個
人
的
な
事

柄
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
人
以
外
の
者
が
延
命
治
療
の
中
止
を
求
め
る
場
合
に
州
が
明
確
か
つ
説
得
力
の
あ
る
証
拠

を
要
求
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
判
決
は
、
望
ま
な
い
治
療
を
拒
否
す
る
自
由
を
認
め
た
こ
と
と
、
そ
れ
に
は
本
人
の
明
確
な
意
思
が
必
要
で
あ

る
と
し
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
い
ず
れ
の
点
も
重
要
な
論
点
で
あ
り
、
個
別
意
見
が
補
足
や
批
判
を
提
示
し
た
。

　

ま
ず
、
望
ま
な
い
治
療
を
拒
否
す
る
自
由
の
構
造
に
つ
い
て
で
あ
る
。
法
廷
意
見
は
身
体
の
自
由
と
絡
め
な
が
ら
、
治
療
拒
否
の

自
由
が
憲
法
上
の
自
由
の
利
益
と
し
て
保
護
さ
れ
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
が
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ

ン
ト
を
要
求
し
自
己
の
身
体
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
を
決
め
る
権
利
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
先
例
を
参
照
し
な
が
ら
確
認
し
、
意
思

能
力
を
有
す
る
者
は
望
ま
な
い
治
療
を
拒
否
す
る
と
い
う
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
基
づ
く
自
由
の
利
益
が
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
端

的
に
い
え
ば
、
治
療
拒
否
の
問
題
は
身
体
処
分
の
決
定
に
絡
む
と
い
う
点
に
お
い
て
身
体
の
自
由
か
ら
導
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
構
造
を
補
足
説
明
し
た
の
が
オ
コ
ナ
ー
（Sandra D

ay O
’Connor

）
裁
判
官
の
同
意
意
見
で
あ
る
。
オ
コ
ナ
ー
裁
判
官

は
、「
法
廷
意
見
が
判
示
し
た
よ
う
に
、
治
療
を
拒
否
す
る
自
由
の
利
益
は
州
の
身
体
侵
襲
に
関
す
る
先
例
に
由
来
す
る
。
我
が
国

の
自
由
の
概
念
は
身
体
の
自
由
と
自
己
決
定
の
思
想
と
相
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
の
で
、
先
例
は
し
ば
し
ば
州
の
身
体
侵
襲
が
デ
ュ
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ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
利
益
を
侵
害
す
る
と
判
断
し
て
き
た）

（0（
（

」
と
説
明
し
、
法
廷
意
見
が
認
め
た
治
療
拒
否
の
自

由
は
身
体
の
自
由
の
一
環
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
う
し
た
理
解
は
実
体
的
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
を
容
認
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
体
的
デ
ュ
ー

プ
ロ
セ
ス
に
消
極
的
な
裁
判
官
か
ら
は
認
め
が
た
い
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
ス
カ
リ
ア
（A

ntonin Scalia

）
裁
判
官
の
同
意
意
見

は
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
は
単
な
る
自
由
の
侵
害
か
ら
個
人
を
守
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
基
づ

か
な
い
侵
害
行
為
か
ら
個
人
を
保
護
し
て
い
る
と
し
た
上
で
、
本
件
に
お
い
て
こ
の
論
点
を
議
論
す
る
必
要
は
な
い
も
の
の
、
少
な

く
と
も
侵
害
さ
れ
た
権
利
が
歴
史
的
お
よ
び
伝
統
的
に
保
護
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
実
体
的
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
は
認

め
ら
れ
な
い
と
し
た）

（00
（

。

　

一
方
、
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
い
わ
ゆ
る
歴
史
と
伝
統
の
テ
ス
ト
を
用
い
て
も
治
療
拒
否
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
と
す

る
）
（00
（

。
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
に
よ
れ
ば
、「
法
廷
意
見
が
認
め
た
よ
う
に
、
自
己
の
身
体
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
を
決
め
る
べ
く
、
同
意

な
き
治
療
を
拒
否
す
る
権
利
は
、
わ
が
国
の
伝
統
に
深
く
根
差
し
て
い
る）

（00
（

」
と
い
う
。
た
だ
し
、
法
廷
意
見
は
歴
史
と
伝
統
の
テ
ス

ト
を
直
接
用
い
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
は
法
廷
意
見
が
先
例
等
を
参
照
し
な
が
ら
当
該
権
利
を
認
め
た
こ
と
を

も
っ
て
伝
統
に
根
差
し
た
も
の
と
説
明
し
た
。

　

そ
う
な
る
と
、
ス
カ
リ
ア
裁
判
官
を
除
き
、
法
廷
意
見
や
個
別
意
見
は
治
療
拒
否
の
自
由
を
憲
法
上
の
自
由
ま
た
は
権
利
と
し
て

認
め
る
点
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
自
由
の
利
益
に
と
ど
ま
る
の
か
、
そ
れ
と
も
基
本
的
権
利

（fundam
ental right

）
な
の
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
法
廷
意
見
は
自
由
の
利
益
と
位
置
付
け
る
一
方
、
ブ
レ
ナ
ン
裁
判

官
は
「
望
ま
な
い
治
療
を
拒
否
す
る
自
由
は
明
ら
か
に
〝
人
々
の
伝
統
と
良
心
に
強
く
根
差
し
た
基
本
的
な
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る
〟
原
理
の
中
の
一
つ
で
あ
る）

（00
（

」
と
し
て
お
り
、
基
本
的
権
利
と
み
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

次
に
重
要
な
の
が
、
治
療
拒
否
の
自
由
は
自
己
決
定
権
な
の
か
、
そ
れ
と
も
身
体
の
自
由
に
自
己
決
定
が
付
随
す
る
の
か
と
い
う
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問
題
が
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
オ
コ
ナ
ー
裁
判
官
は
身
体
の
自
由
を
ベ
ー
ス
と
し
つ
つ
身
体
の
自
由
と
自
己
決
定
が
相
即
不
離

の
関
係
に
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
の
反
対
意
見
も
自
己
決
定
的
側
面
を
正
面
か
ら
認
め
て
い
る）

（00
（

。
ス
テ
ィ

ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
は
、「
先
例
は
こ
れ
ま
で
私
生
活
に
関
わ
る
決
定
や
選
択
を
行
う
自
由
は
我
々
の
〝
秩
序
あ
る
自
由
の
概
念
〟
に

と
っ
て
き
わ
め
て
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
き
た）

（00
（

」
と
し
、「
こ
う
し
た
選
択
の
尊
重
が
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
付
随
す

る
権
利
の
承
認
を
導
い
て
き
た）

（00
（

」
の
で
あ
り
、「
人
の
身
体
に
対
す
る
憲
法
的
保
護
は
確
実
に
身
体
に
内
在
す
る
内
心
や
精
神
と
相

即
不
離
の
関
係
に
あ
る）

（00
（

」
と
し
た
。
オ
コ
ナ
ー
裁
判
官
も
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
も
身
体
の
自
由
を
軸
に
し
つ
つ
、
そ
れ
に
は
自

己
決
定
的
要
素
が
含
ま
れ
る
と
考
え
て
い
る
と
い
え
る
。

5　

身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
・
自
己
決
定
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
―
―
中
絶

　

一
方
、
中
絶
の
文
脈
で
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
が
身
体
の
利
益
を
包
括
し
た
り
、
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
・
自
己
決
定
・
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
の
す
べ
て
が
関
わ
る
問
題
と
み
な
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
中
絶
自
体
は
女
性
の
身
体
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
強
制
す
る
場
合
に
は
当
然
な
が
ら
身
体
の
自
由
に
関
わ
り
、
そ
れ
を
認
め
な
い
場
合
に
も
妊
娠
継
続
お
よ
び
出
産
と
い
う
身

体
的
変
化
お
よ
び
身
体
的
負
担
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
身
体
の
自
由
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
他
面
、
中
絶
す
る
か
ど
う
か

は
自
身
の
人
生
や
家
族
形
成
に
関
わ
る
重
大
な
選
択
で
あ
る
こ
と
か
ら
自
己
決
定
に
密
接
に
関
わ
る
と
同
時
に
、
私
事
性
の
高
い
事

柄
で
あ
る
の
で
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
も
密
接
に
関
わ
る
。
も
っ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
で
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
中
に
自
己
決
定
を
包
含
す
る

こ
と
が
あ
る
た
め
、
両
者
は
連
動
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
絶
問
題
は
こ
れ
ら
三
つ
の
要
素
が
密
接
に
絡
む
可

能
性
が
あ
り
、
実
際
、
連
邦
最
高
裁
の
裁
判
官
の
中
に
は
そ
う
し
た
指
摘
を
行
う
者
が
少
な
く
な
い
。

　

中
絶
問
題
と
い
え
ば
、
従
来
中
絶
の
権
利
を
認
め
たRoe v. W

ade
連
邦
最
高
裁
判
決）

（01
（

とPlanned Parenthood v. Casey

連

邦
最
高
裁
判
決）

（0（
（

が
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
が
、
二
〇
二
二
年
のD

obbs

判
決
が
こ
れ
を
覆
し
た
た
め
、
先
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例
と
し
て
の
効
力
は
失
わ
れ
た
。
し
か
し
、
中
絶
が
い
か
な
る
権
利
に
関
わ
り
う
る
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
際
に
は
重
要
な
素
材

を
提
供
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
二
つ
の
判
決
を
ベ
ー
ス
に
身
体
の
自
由
と
の
関
係
を
考
え
て
み
る
。

　

Roe
判
決
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
認
め
て
き
た
先
例
を
列
挙
す
る
際
に
、
盗
聴
に
は
令
状
が
必
要
と
し
たK

atz v. 

U
nited States

連
邦
最
高
裁
判
決）

（00
（

や
避
妊
具
の
使
用
規
制
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
侵
害
す
る
と
し
たGrisw

old v. 

Connecticut
連
邦
最
高
裁
判
決）

（00
（

の
み
な
ら
ず
、Botsford

判
決
やSkinner

判
決
も
参
照
し
て
い
る）

（00
（

。
も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
は
絶
対
的
で
は
な
い
と
し
た
上
で
、「
人
は
自
身
の
身
体
を
自
由
に
取
り
扱
う
無
制
約
な
権
利
を
有
す
る
と
い

う
ア
ミ
カ
ス
の
主
張
は
先
例
が
認
め
て
き
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
連
邦
最

高
裁
は
過
去
に
お
い
て
そ
こ
ま
で
無
制
約
な
権
利
を
認
め
て
こ
な
か
っ
たJacobson v. M

assachusetts, 197 U
. S. 11  

（190（

） 

（vaccination

）; Buck v. Bell, 274 U
. S. 200 

（1927

） （sterilization

）
（00
（

）」
と
述
べ
た
。
こ
の
文
脈
で
は
無
制
約
性
を
否
定
す
る
内

容
で
登
場
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
か
か
る
自
由
の
根
拠
と
し
てJacobson

判
決
とBuck

判
決
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
の
一
場
面
と
し
て
身
体
の
自
由
を
捉
え
る
か
の
よ
う
な
判
断
を
し

て
い
る
と
い
え
る
。

　

Roe

判
決
の
中
絶
の
権
利
を
維
持
し
たCasey

判
決
は
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
や
自
己
決
定
に
言
及
し
て
い
る
。
オ
コ
ナ

ー
・
ケ
ネ
デ
ィ
・
ス
ー
タ
ー
（D

avid Souter

）
の
共
同
意
見
は
、「Roe

判
決
はGrisw

old

判
決
の
よ
う
な
自
由
の
モ
デ
ル
と
し

て
だ
け
で
な
く
、
治
療
を
強
制
し
た
り
治
療
を
拒
否
し
た
り
す
る
の
を
妨
げ
る
政
府
権
限
に
限
界
を
設
け
た
判
例
法
理
と
親
和
的
な

個
人
の
自
律
や
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
の
ル
ー
ル
（
そ
れ
が
誤
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
）
と
み
な
さ
れ
て
よ
い）

（00
（

」
と
述
べ

て
い
る
。
こ
こ
で
はRoe

判
決
を
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
の
権
利
を
認
め
た
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
判
決
は
、
先
例
が
家
族
形
成
に
つ
い
て
州
の
介
入
か
ら
保
護
し
て
き
た
こ
と
に
触
れ
な
が
ら
、「
こ
れ
ら
の
事
項
は
、
人

の
人
生
に
お
い
て
最
も
親
密
か
つ
個
人
的
な
選
択
、
す
な
わ
ち
個
人
の
尊
厳
や
自
律
の
核
に
関
わ
る
選
択
は
修
正
一
四
条
に
よ
っ
て
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保
護
さ
れ
た
自
由
の
中
心
で
あ
る）

（00
（

」
と
し
た
上
で
、
中
絶
規
制
の
問
題
に
つ
い
て
家
族
形
成
と
女
性
の
自
由
の
両
方
が
絡
む
こ
と
に

つ
き
、「
州
は
家
族
の
私
的
領
域
に
介
入
す
る
だ
け
で
な
く
、
ま
さ
に
妊
娠
し
た
女
性
の
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
介
入
す
る
わ

け
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
女
性
の
自
由
に
対
す
る
州
の
規
制
の
影
響
は
二
重
の
審
査
に
服
す
る
こ
と
に
な
る）

（00
（

」
と
し
、

中
絶
規
制
の
問
題
が
女
性
の
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

　

す
る
と
、Roe

判
決
とCasey

判
決
は
中
絶
問
題
に
お
い
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
の
一
つ
と
し
て
の
身
体
の
自
由
が
密
接
に

関
わ
る
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
自
己
決
定
も
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
の
一
部
同
意
・
一
部
反
対
意
見
は
、
中
絶
に
関
す
る
女
性
の
憲
法
上
の
自
由
の
利
益
に
言
及
す
る
中
で
、

Rochin

判
決
とSkinner
判
決
を
参
照
し
な
が
ら
「
こ
の
自
由
の
一
つ
が
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
の
権
利
、
す
な
わ
ち
自
己
の

身
体
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利
で
あ
る）

（00
（

」
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
「
女
性
の
憲
法
上
の
自
由
の
利
益
は
高
度
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
事
項

や
き
わ
め
て
個
人
的
な
事
項
に
つ
い
て
決
め
る
自
由
に
も
関
連
す
る
。
女
性
が
中
絶
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、〝
自
身
の
将
来
に
と

っ
て
大
き
な
出
来
事
で
あ
り
き
わ
め
て
重
大
か
つ
個
人
的
に
影
響
を
も
た
ら
す
難
し
い
選
択
を
迫
ら
れ
る
…
…
〟。
こ
の
よ
う
な
精

神
的
に
重
い
負
担
と
な
り
な
が
ら
も
同
時
に
力
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
な
決
定
を
下
す
権
限
は
人
間
の
尊
厳
の
基
本
的
要
素
で
あ

る
）
011
（

」
と
し
た
。

　

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
が
考
え
る
権
利
構
造
を
整
理
す
る
と
、
ま
ず
女
性
に
は
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
自
由
の
利
益
が
あ
り
、
そ

の
中
に
は
自
己
の
身
体
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利
や
自
己
に
関
す
る
重
大
な
決
定
を
行
う
権
利
が
あ
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
自
由
の
利
益
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
身
体
の
自
由
と
自
己
決
定
は
そ
れ
に
包
含
さ
れ
る
形
と
な
り
、
具
体
的
問
題
に

即
し
て
考
え
る
場
合
に
は
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
（H

arry A
. Blackm

un

）
裁
判
官
の
一
部
同
意
・
一
部
結
果
同
意
・
一
部
反
対
意
見
も
ま
た
中
絶
問
題
に
身
体

の
自
由
や
自
己
決
定
、
そ
し
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
絡
め
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
こ
で
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
が
随
所
に
姿
を
見
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身体の自由

せ
て
い
る）

01（
（

。

　

ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
裁
判
官
の
個
別
意
見
は
、「
本
日
、
連
邦
最
高
裁
は
こ
れ
ま
で
長
く
認
め
ら
れ
て
き
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と

身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
の
権
利
を
再
確
認
し
た
。
連
邦
最
高
裁
は
す
で
に
一
八
九
一
年
の
時
点
で
〝
各
人
が
自
己
の
身
体
を
所
有

か
つ
管
理
し
、
明
白
か
つ
正
当
な
権
限
に
基
づ
く
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
他
者
に
よ
る
拘
束
や
干
渉
を
受
け
な
い
権
利
ほ
ど
神
聖
な
も

の
、
ま
た
は
コ
モ
ン
ロ
ー
に
よ
っ
て
念
入
り
に
保
護
さ
れ
て
き
た
も
の
は
な
い
〟U

nion Pacific R
. Co. v. Botsford, 141 U

.S. 

2（0, 2（1 

（1（91

）
と
判
示
し
て
い
た
。
二
〇
世
紀
を
通
し
て
、
連
邦
最
高
裁
は
基
本
的
権
利
と
し
て
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
生
殖
、

養
育
、
結
婚
、
避
妊
の
選
択
の
よ
う
な
家
族
形
成
に
つ
い
て
政
府
の
介
入
か
ら
市
民
を
保
護
す
る
と
判
断
し
て
き
たSee ante, （0（ 

U
.S. at （47-（49

。
こ
う
し
た
先
例
は
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
運
命
に
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
も
た

ら
す
個
人
の
決
定
が
政
府
の
介
入
か
ら
広
く
守
ら
れ
る
べ
き
と
い
う
原
理
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
るE

isenstadt, 40（ U
.S. at 

4（（

。Roe

判
決
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
こ
れ
ら
の
原
理
を
女
性
の
中
絶
を
選
択
す
る
権
利
に
正
し
く
当
て
は
め
た
の
で
あ
る）

010
（

」

と
述
べ
た
。
こ
こ
で
は
、
身
体
の
自
由
を
端
緒
に
家
族
形
成
に
お
け
る
選
択
と
い
っ
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
が
保
護
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
展
開
を
踏
ま
え
て
、
身
体
、
自
身
、
人
生
に
関
す
る
個
人
の
決
定
と
い
う
形
で
ま
と
め
て
い
る
。
換
言
す
る
と
、

身
体
の
自
由
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
を
包
括
す
る
も
の
と
し
て
、
身
体
、
自
身
、
人
生
に
関
す
る
自
己
決
定
が
あ

る
と
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
中
絶
問
題
の
場
面
で
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
中
心
に
権
利
侵
害
を
説
明
し
て
い
る
。

　

ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
裁
判
官
い
わ
く
、「
州
の
中
絶
規
制
は
女
性
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
（right of privacy

）
を
二
つ
の
点
で
侵
害

し
て
い
る
。
第
一
に
、
妊
娠
継
続
を
強
い
る
こ
と
は
実
質
的
に
身
体
侵
襲
を
行
い
身
体
に
対
す
る
重
大
な
リ
ス
ク
を
も
た
ら
す
の
で

女
性
の
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
の
権
利
を
侵
害
す
る
。
…
…
さ
ら
に
、
州
が
女
性
の
妊
娠
を
終
わ
ら
せ
る
権
利
を
侵
害
す
る
と
き
、

そ
れ
は
女
性
の
生
殖
や
家
族
計
画
と
い
っ
た
連
邦
最
高
裁
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
（right to privacy

）
の
中
心
に
す
え
て
き
た
重
大

な
選
択
に
関
す
る
自
己
決
定
権
を
奪
う
こ
と
に
な
る）

010
（

」。
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こ
こ
で
は
、
あ
る
意
味
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
が
二
つ
の
レ
ベ
ル
で
登
場
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
大
き
な
意
味
で
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
権
利
で
あ
り
、
そ
れ
は
身
体
の
自
由
や
自
己
決
定
を
包
含
す
る
。
も
う
一
つ
は
、
個
別
の
自
己
決
定
場
面
に
お
け
る
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
の
権
利
で
あ
る）

010
（

。
仮
に
そ
れ
ら
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
大
き
な
意
味
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
が
あ
り
、
そ
の

中
に
身
体
の
自
由
や
自
己
決
定
と
し
て
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
用
い
る
言
葉
こ
そ
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
権
利
構
造
は
お
お
よ
そ
近
い
内
容
に
な
っ
て
い
る
と
い
え

る
。
す
な
わ
ち
、
自
由
の
利
益
ま
た
は
大
き
な
意
味
で
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
軸
と
し
、
そ
こ
に
は
身
体
の
自
由
や
自
己
決
定

権
が
含
ま
れ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
共
同
意
見
が
言
及
し
た
内
容
と
も
整
合
し
う
る
も
の
で

あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
を
補
足
す
る
よ
う
な
内
容
―
―
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
と
自
己
決
定
権
を
認
め
た
点
―
―
と
な
っ
て
い
る
。

Ⅵ　

身
体
の
自
由
の
内
実
と
保
護

1　

強
度
な
身
体
侵
襲

　

そ
れ
で
は
、
日
米
の
判
例
法
理
で
得
た
知
見
を
基
に
し
て
考
え
た
場
合
、
現
在
に
お
い
て
も
な
お
危
険
に
さ
ら
さ
れ
や
す
い
身
体

に
対
し
て
い
か
な
る
保
護
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

両
国
の
判
例
法
理
に
基
づ
く
と
、
身
体
侵
襲
や
身
体
拘
禁
に
対
し
て
は
最
も
強
い
保
護
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
公
益
と
の
比

較
衡
量
が
行
わ
れ
る
も
の
の
、
侵
害
の
程
度
が
強
い
場
合
に
は
違
憲
と
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
か
つ
て
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
や
精
神

病
患
者
に
対
し
て
収
容
所
や
療
養
所
に
囲
っ
て
強
制
不
妊
を
実
施
し
た
こ
と
を
正
当
化
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
を
説
明
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
い
う
よ
う
な
ホ
モ
サ
ケ
ル
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
現
代
立
憲
主
義
が
抱
え
て
き

た
闇
の
部
分
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
身
体
の
自
由
は
ロ
ッ
ク
以
来
要
求
さ
れ
て
き
た
固
有
の
権
利
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身体の自由

で
あ
り
、
コ
モ
ン
ロ
ー
に
よ
っ
て
も
歴
史
的
に
保
護
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
身
体
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
出

て
こ
な
い
も
の
の
、
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
や
日
本
国
憲
法
一
三
条
に
反
映
さ
れ
、
他
の
人
身
の
自
由
と
連
動
し
て
憲
法
に
お
い
て
保

障
さ
れ
た
基
本
的
権
利
で
あ
る
。
か
つ
て
専
断
的
国
家
権
力
に
よ
っ
て
身
体
が
重
大
な
侵
害
を
被
っ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

そ
の
歴
史
を
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
社
会
変
化
に
よ
っ
て
生
じ
う
る
新
た
な
形
の
身
体
侵
襲

に
も
対
抗
で
き
る
よ
う
な
権
利
で
あ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
日
本
国
憲
法
九
七
条
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
人
類
の
多

年
に
わ
た
る
自
由
獲
得
の
努
力
の
成
果
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
過
去
幾
多
の
試
錬
に
堪
へ
、
現
在
及
び
将
来
の
国
民
に
対

し
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権
利
」
そ
の
も
の
と
い
え
よ
う
。
い
わ
ば
基
本
的
権
利
の
中
の
基
本
的
権
利
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。

　

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ホ
モ
サ
ケ
ル
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
例
外
を
顕
出
し
て
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
極
力
そ
れ
を
消
失
さ
せ

る
方
向
で
論
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ
れ
ば
、「
近
代
民
主
主
義
は
、
聖
な
る
生
を
廃
棄
す
る
の
で
は
な
く
、

こ
れ
を
細
か
く
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
身
体
の
内
に
播
き
散
ら
し
、
政
治
的
衝
突
の
争
点
と）

010
（

」
し
、
生
に
お
い
て
何
が
内
に
あ
り
何
が

外
に
な
る
の
か
を
判
別
・
分
離
す
る
境
界
線
を
定
義
し
直
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
が）

010
（

、
ホ
モ
サ
ケ
ル
を
法
の
例
外
と
し
て
把
握
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
例
外
状
態
を
限
り
な
く
封
じ
込
め
る
か
、
あ
ら
た
め
て
平
時
・
例
外
の
対
比
に
立
ち
戻
り
、
少
な
く
と
も
平
時
に
お

い
て
ホ
モ
サ
ケ
ル
を
創
出
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
身
体
の
自
由
、
と
り
わ
け
そ
の
核

た
る
身
体
侵
襲
の
防
御
は
何
人
に
も
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
や
精
神
病
患
者
の
強
制
不
妊
は

仮
に
そ
の
目
的
に
公
益
性
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
身
体
侵
襲
の
程
度
が
著
し
く
強
く
、
身
体
の
自
由
を
侵
害
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
危
険
な
レ
ベ
ル
の
感
染
症
患
者
や
加
害
行
為
の
お
そ
れ
の
あ
る
精
神
病
患
者
を
放
置
す
る
と
社
会
に
重
大
な
害
悪
を
も
た

ら
す
お
そ
れ
が
あ
り
、
多
く
の
国
で
は
そ
れ
ら
の
者
を
隔
離
し
た
り
強
制
入
院
さ
せ
た
り
す
る
制
度
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
日

本
で
は
感
染
症
患
者
の
隔
離
や
精
神
病
患
者
の
強
制
入
院
の
制
度
が
あ
る
。
も
し
、
そ
れ
ら
の
者
が
社
会
に
与
え
る
危
険
性
が
現
実
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具
体
的
に
差
し
迫
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
隔
離
や
入
院
の
強
制
に
よ
る
社
会
的
効
用
は
高
く
、
支
持
さ
れ
る

余
地
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
ホ
モ
サ
ケ
ル
と
位
置
付
け
て
法
の
世
界
か
ら
放
逐
す
べ
き
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
法
の
領
域
の
内

に
捉
え
、
そ
の
生
命
や
身
体
に
は
尊
厳
や
人
格
に
配
慮
し
た
適
正
な
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
種
の
予
防
拘

禁
的
側
面
を
有
す
る
こ
れ
ら
の
拘
禁
制
度
は
、
行
動
や
移
動
の
自
由
の
み
な
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
直
接
的
・
物
理
的
に
身
体
拘

束
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ゆ
え
に
身
体
の
自
由
の
制
約
の
程
度
は
著
し
く
強
い
。
そ
の
た
め
、
専
門
家
の
判
断
や
期
間
の
設
定

な
ど
適
正
手
続
が
要
請
さ
れ
る
の
は
当
然
と
し
て
、Y

oungberg

判
決
が
述
べ
た
よ
う
に
施
設
内
に
お
い
て
適
切
な
処
遇
を
し
な

け
れ
ば
身
体
の
自
由
の
侵
害
に
な
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

2　

軽
度
な
身
体
侵
襲

　

も
っ
と
も
、
身
体
侵
襲
の
程
度
ば
か
り
に
気
を
と
ら
れ
る
と
、
身
体
の
自
由
に
固
有
の
広
範
性
を
不
当
に
狭
め
て
し
ま
う
お
そ
れ

が
あ
る
。
苦
痛
の
程
度
、
方
法
の
相
当
性
、
社
会
的
許
容
性
な
ど
を
重
視
す
る
だ
け
で
は
、
侵
襲
の
程
度
さ
え
弱
け
れ
ば
、
容
易
に

制
約
が
認
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
実
際
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
法
理
で
は
注
射
に
よ
る
ワ
ク
チ
ン
接
種
な
ど
は
侵

襲
の
程
度
が
弱
い
も
の
と
み
な
さ
れ
て
合
憲
と
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
問
題
は
身
体
に
対
す
る
侵
襲
の

程
度
の
み
な
ら
ず
自
己
決
定
の
要
素
が
密
接
に
絡
む
。
そ
れ
は
手
段
が
経
口
薬
で
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
り
、
た
と
え
痛
み
が
な
く
、

一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
方
法
で
あ
っ
て
も
身
体
の
中
に
異
物
を
入
れ
込
む
こ
と
自
体
が
問
題
と
な
る
。

　

個
人
の
利
益
に
照
射
し
た
場
合
、
ワ
ク
チ
ン
と
治
療
は
近
似
す
る
行
為
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
個
人
に
と
っ
て
は
自
己
の
身
体
や

健
康
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
り
、
自
己
決
定
の
対
象
と
な
る
。
ア
メ
リ
カ
で
はCruzan

判
決
が
治
療
の
選
択
の
自
由
を
認
め
、

日
本
で
も
エ
ホ
バ
の
証
人
輸
血
拒
否
事
件
判
決
が
宗
教
上
の
信
念
に
基
づ
く
治
療
拒
否
を
認
め
て
お
り）

010
（

、
さ
ら
に
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド

コ
ン
セ
ン
ト
の
要
請
が
普
遍
化
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
基
本
的
に
は
治
療
選
択
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
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身体の自由

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
強
制
は
自
己
の
身
体
に
関
す
る
決
定
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
身
体
の
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
、
公
益
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
ワ
ク
チ
ン
と
治
療
は
異
な
る
側
面
が
あ
る
。
ワ
ク
チ
ン
は
、
本
人
の
健
康
保
護
の
み

な
ら
ず
、
感
染
症
ま
ん
延
を
防
ぐ
と
い
う
社
会
全
体
の
利
益
が
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、
個
人
の
自
己
決
定
に
収
斂
す
る
わ
け
で
は

な
く
、
公
益
と
の
比
較
衡
量
の
対
象
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
と
き
、
身
体
の
物
理
的
侵
襲
の
み
に
着
目
す
る
と
、
侵
襲
の
程
度
が
弱

い
と
認
定
さ
れ
て
、
合
憲
判
断
が
下
さ
れ
る
可
能
性
が
強
い
。
実
際
、
天
然
痘
ワ
ク
チ
ン
の
強
制
接
種
が
問
題
と
な
っ
た

Jacobson

判
決
は
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
公
益
の
重
要
性
を
重
視
し
、
公
益
と
手
段
の
関
連
性
を
緩
く
審
査
し
て
合
憲
と
し
て
お
り
、

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
強
制
接
種
が
問
題
と
な
っ
たN

at’l Fedn. of Indep. Bus. v. D
O

L

連
邦
最
高
裁
判
決）
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は
違
法
判
決
を

下
し
た
も
の
の
、
そ
の
判
断
は
法
律
の
授
権
の
欠
如
を
理
由
と
し
た
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

3　

身
体
的
自
己
決
定

　

ま
た
、
侵
襲
の
程
度
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
は
自
己
決
定
的
側
面
も
十
分
保
障
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
身
体
に
関
す

る
自
己
決
定
権
自
体
が
な
お
発
展
途
上
に
あ
り
、
身
体
の
自
由
そ
れ
自
体
と
は
区
分
さ
れ
る
別
の
権
利
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
に

付
随
す
る
権
利
な
の
か
な
ど
、
な
お
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
独
立
し
た
権
利
で
あ
る
場
合
に
は
、
防
御
権
的
性
格
に
と
ど
ま

る
の
か
、
そ
れ
と
も
請
求
権
的
側
面
も
有
す
る
の
か
な
ど
、
権
利
の
性
質
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
安
易
に
請
求
権
的
側
面
も

認
め
て
し
ま
う
と
、
自
己
決
定
の
射
程
は
大
き
く
広
が
る
も
の
の
、
従
来
の
秩
序
や
制
度
が
大
幅
な
変
更
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
社
会
的
混
乱
が
起
き
る
と
同
時
に
、
個
々
の
要
求
に
応
じ
る
社
会
的
コ
ス
ト
が
膨
大
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
性
自

認
は
そ
の
典
型
で
あ
り
、
個
人
の
意
思
の
み
で
法
的
な
性
別
変
更
の
請
求
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
結
婚
や
養
子

な
ど
の
家
族
制
度
、
ス
ポ
ー
ツ
の
ル
ー
ル
、
ト
イ
レ
や
浴
場
等
の
施
設
な
ど
、
様
々
な
場
面
で
大
き
な
変
更
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
。
ゆ
え
に
二
〇
二
三
年
決
定
が
自
己
決
定
権
を
正
面
か
ら
認
め
ず
、
身
体
侵
襲
に
つ
な
が
る
過
酷
な
二
者
択
一
を
問
題
視
す
る
に
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と
ど
め
た
の
は
相
応
の
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

か
か
る
判
断
は
、
身
体
に
関
わ
る
自
己
決
定
が
侵
害
態
様
に
依
拠
す
る
形
で
身
体
の
自
由
に
付
随
す
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
身
体
の
自
由
の
軸
に
は
身
体
侵
襲
が
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
自
己
決
定
的
側
面
も
含
ま
れ
る
こ
と

が
あ
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
身
体
の
自
由
の
対
象
領
域
を
広
げ
る
可
能
性
が
あ
る
と
と
も
に
、
逆
に

自
己
決
定
の
側
面
に
照
射
し
て
規
制
を
認
め
る
方
法
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
精
神
障
害
者
の
強
制
入
院

は
物
理
的
な
意
味
に
お
け
る
身
体
の
自
由
の
制
約
度
合
い
が
強
い
も
の
の
、
身
体
の
自
由
の
自
己
決
定
的
側
面
の
問
題
と
し
て
考
え

た
場
合
、
身
体
に
関
す
る
自
己
決
定
は
意
思
能
力
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
の
で
、
そ
の
観
点
か
ら
制
約
が
正
当
化
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
。
一
方
、
感
染
症
患
者
の
隔
離
は
意
思
能
力
の
観
点
か
ら
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
物
理
的
な
意
味

に
お
け
る
身
体
の
自
由
の
問
題
と
な
り
、
適
正
手
続
の
履
行
を
前
提
と
し
た
上
で
、
施
設
内
に
お
け
る
適
切
な
処
遇
や
感
染
状
況
や

治
療
薬
開
発
の
進
展
な
ど
随
時
状
況
を
踏
ま
え
た
期
間
の
短
縮
の
検
討
な
ど
、
必
要
最
小
限
で
あ
る
か
ど
う
か
が
厳
密
に
審
査
さ
れ

る
こ
と
に
な
ろ
う
。

4　

身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
判
例
お
よ
び
学
説
と
も
に
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
利
益
を
肯
定
的
に
解
す
る
傾
向
に
あ
る
。
少
な

く
と
も
、
判
例
上
、
自
由
の
利
益
に
含
ま
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
と
い
う
ワ
ー
ド
自
体
は
、
高
潔
性
や
純

一
性
、
道
徳
的
健
全
性
と
い
う
抽
象
的
な
意
味
を
有
し）

010
（

、
さ
ら
に
は
統
一
体
を
意
味
す
る
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
（integration

）

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
日
本
語
に
直
接
対
応
す
る
言
葉
を
見
出
し
難
い
。
も
っ
と
も
、
身
体
と
結
合
し
て
身
体

的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
に
な
る
と
、
そ
れ
は
主
と
し
て
健
全
な
身
体
の
統
合
を
意
味
す
る
。
判
例
で
は
主
に
身
体
の
自
由

が
精
神
的
側
面
を
併
せ
持
つ
こ
と
を
表
す
場
面
で
登
場
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
身
体
の
自
由
に
は
物
理
的
身
体
と
精
神
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的
身
体
の
両
面
が
あ
り
、
健
全
な
統
合
体
と
し
て
の
身
体
を
維
持
す
る
こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
に
直
接
対
応
す
る
日
本
語
が
な
い
と
し
て
も
、
日
本
に
お
い
て
も
そ
れ
に
近
い
形
で
身

体
の
自
由
を
捉
え
る
発
想
が
存
在
し
て
い
た
。
憲
法
制
定
過
程
に
お
け
る
議
論
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
、
身
体
の

自
由
に
は
物
理
的
身
体
の
み
な
ら
ず
精
神
的
身
体
を
も
含
む
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
個
別
の
権
利
に
お
い
て
も

含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
個
人
の
様
々
な
外
面
的
活
動
お
よ
び
内
面
的
活
動
の
基
盤
に
身
体
の
自
由
の
要
素
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
た
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
個
人
が
自
由
を
享
受
し
行
使
す
る
た
め
に
自
己
の
身
体
を
健
全
な
統
合
体
に
維
持
す
る
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
は
日
米
に
共
通
し
て
看
取
で
き
る
概
念
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
ラ
マ
チ
ャ
ン
ド
ラ
ン
（Gow
ri Ram

achandran

）
の
よ
う
に
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
否
定
的
な
見
解
も
あ
る
。

ラ
マ
チ
ャ
ン
ド
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
を
支
え
る
根
拠
と
し
て
財
産
権
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
尊
厳
的
ア
プ
ロ
ー
チ

が
あ
り
う
る
が
、
い
ず
れ
も
問
題
を
抱
え
て
い
る
と
い
う）

0（1
（

。
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
は
身
体
の
処
分
や
使
用
の
自
由
を
要
求
す
る

が
、
た
と
え
身
体
を
所
有
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
身
体
パ
ー
ツ
の
販
売
や
譲
渡
が
許
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
行
為
は
身

体
を
傷
つ
け
る
結
果
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
身
体
を
傷
つ
け
な
い
行
為
で
あ
っ
て
も
、
尊
厳
を
損
な
う
場
合
が
あ
る
。
た
と

え
ば
、
身
体
使
用
が
自
由
だ
と
し
て
も
、
自
ら
を
奴
隷
に
貶
め
る
行
為
は
そ
の
尊
厳
を
損
な
う
こ
と
に
な
り
、
許
さ
れ
な
い
。
ま
た
、

身
体
に
関
す
る
自
己
決
定
も
、
ワ
ク
チ
ン
の
強
制
接
種
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
制
約
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
ら
の
身
体
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利
と
し
て
の
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
の
権
利
は
認
め
ら
れ
な

い
と
す
る
。

　

ラ
マ
チ
ャ
ン
ド
ラ
ン
は
、
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
の
よ
う
に
物
理
的
身
体
や
統
合
的
身
体
に
関
す
る
法
的
権
利
を
求
め
る
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
表
現
の
自
由
の
よ
う
に
人
格
や
社
会
と
の
関
係
で
身
体
を
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
人
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
内
面
的
な
思
考
だ
け
で
形
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
身
体
操
作
や
身
体
経
験
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
と
い
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う
。
そ
し
て
身
体
に
は
、
身
体
操
作
は
文
化
や
社
会
の
影
響
を
受
け
る
と
い
う
政
治
的
側
面
と
、
身
体
経
験
は
個
人
の
経
験
的
身
体

活
動
に
基
づ
く
と
い
う
個
人
的
側
面
が
あ
る
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
こ
の
両
側
面
と
連
動
し
な
が
ら
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
阻
害
す
る
規
制
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
奴
隷
が
許
さ
れ
な
い
の
は
社
会
的
交
流
を
断
絶
す
る
が

ゆ
え
に
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
を
阻
害
す
る
の
で
許
さ
れ
な
い
。
ま
た
拷
問
も
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
傷
つ
け
る

こ
と
に
な
る
の
で
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
、
自
己
の
身
体
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
権
利
で
は
な
く
、
義
務
の
側
面
か
ら
導
出
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
も
あ
る
。
フ
ァ
ー
ブ
ル

（Cécile Fabre

）
は
良
き
サ
マ
リ
ア
人
の
法
の
観
点
か
ら
そ
れ
を
導
き
出
し
て
い
る）

0（（
（

。
サ
マ
リ
ア
人
の
法
は
、
急
病
人
な
ど
危
機
に

瀕
し
た
人
を
救
助
す
る
活
動
を
行
っ
た
と
き
、
仮
に
失
敗
し
て
も
免
責
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
フ
ァ
ー
ブ
ル
は
こ
れ
を
身
体

が
問
題
に
な
る
場
面
に
援
用
す
る
。
フ
ァ
ー
ブ
ル
に
よ
れ
ば
、
サ
マ
リ
ア
人
の
法
の
前
提
と
し
て
、
道
徳
お
よ
び
正
義
の
原
理
に
よ

り
、
危
機
に
瀕
し
た
人
を
救
助
す
る
義
務
が
発
生
す
る
と
考
え
る）

0（0
（

。
た
だ
し
、
そ
の
義
務
は
社
会
全
体
が
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く）

0（0
（

、

個
人
の
自
律
的
判
断
で
行
う
義
務
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
自
己
の
身
体
の
一
部
を
危
機
に
瀕
し
て
い
る
者
の
救
助
に
役
立
て
る
こ
と

も
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
ま
た
、
フ
ァ
ー
ブ
ル
は
、
そ
れ
が
救
助
さ
れ
る
権
利
と
表
裏
一
体
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
危
機

に
瀕
し
た
者
が
救
助
を
求
め
る
権
利
が
あ
る
と
し
て
い
る）

0（0
（

。

　

こ
の
考
え
を
さ
ら
に
広
げ
る
と
、
自
己
決
定
の
射
程
を
も
広
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
た
と
え
ば
、
安
楽
死
の
た
め
に
自
己
の
身

体
に
薬
剤
接
種
を
医
師
に
求
め
る
場
合
、
本
人
は
ま
さ
に
危
機
に
瀕
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
救
助
を
求
め
る
権
利
が
認
め
ら

れ
る
と
同
時
に
、
医
師
は
そ
れ
に
応
じ
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
サ
マ
リ
ア
人
の
法
が
キ
リ
ス
ト
教

に
由
来
す
る
点
を
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
救
助
に
は
生
命
を
終
わ
ら
せ
る
行
為
を
含
ま
な
い
と
い
う
反
論
も
あ
り
う
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
は
身
体
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
自
己
決
定
だ
け
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
完
全
な
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自
己
の
身
体
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
求
め
た
り
、
あ
ら
ゆ
る
身
体
的
自
己
決
定
を
要
求
し
た
り
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
は
身
体
の

健
全
な
統
合
の
維
持
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
自
己
の
身
体
に
つ
い
て
一
定
の
自
己
決
定
を
要
請
す
る
も
の
の
、
そ
れ

が
身
体
の
健
全
な
統
合
を
著
し
く
妨
げ
る
よ
う
な
場
合
に
は
そ
う
し
た
決
定
は
内
在
的
限
界
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
美
容
の
観
点
か
ら
整
形
手
術
を
受
け
た
り
―
―
程
度
に
も
よ
る
が
―
―
、
末
期
の
緩
和
治
療
と
し
て
モ
ル
ヒ

ネ
の
投
与
を
求
め
た
り
す
る
こ
と
は
、
身
体
の
健
全
な
統
合
を
損
な
う
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
意
図
的
に

危
険
行
為
を
行
っ
て
半
身
不
随
に
な
っ
た
り
、
享
楽
の
た
め
に
ヘ
ロ
イ
ン
を
摂
取
し
た
り
す
る
こ
と
は
も
は
や
自
己
の
身
体
を
健
全

な
形
で
統
合
的
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
蓋
然
性
が
高
く
、
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

5　

類
型
化

　

以
上
の
考
察
か
ら
、
身
体
の
自
由
は
身
体
侵
襲
を
受
け
な
い
こ
と
を
核
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
身
体
的
自
己
決
定
や
身
体
的
イ

ン
テ
グ
リ
テ
ィ
の
要
素
を
包
含
す
る
可
能
性
を
有
し
て
お
り
、
な
お
発
展
途
上
に
あ
る
権
利
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
は
身
体
の
自
由
の
コ
ア
に
あ
た
る
身
体
侵
襲
の
防
御
を
基
盤
に
据
え
て
、
侵
害
態
様
に
応
じ
た
権
利
内
容
を
考

え
る
こ
と
が
身
体
の
自
由
の
意
味
を
考
え
る
上
で
建
設
的
な
取
り
組
み
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
身
体
に
対
す
る
侵
害
は
身
体
侵
襲
を

伴
う
こ
と
も
あ
れ
ば
そ
う
で
な
い
―
―
あ
る
い
は
程
度
が
低
い
―
―
こ
と
も
あ
り
、
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
や
自
己
決
定
の
側
面

が
強
く
表
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
様
々
な
要
素
が
混
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
侵
害
の
程
度
が
最
も
強
く
表
れ

る
側
面
に
照
ら
し
て
身
体
の
自
由
を
区
分
す
る
と
、
物
理
的
身
体
、
人
格
的
身
体
、
使
用
的
身
体
、
表
現
的
身
体
、
外
在
的
身
体
に

類
型
化
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

物
理
的
身
体
は
文
字
通
り
身
体
そ
の
も
の
で
あ
り
、
身
体
に
対
す
る
物
理
的
侵
襲
や
物
理
的
拘
禁
が
侵
害
と
し
て
想
定
さ
れ
る
場
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面
を
指
す
。
そ
の
典
型
は
、
奴
隷
、
拷
問
、
強
制
不
妊
、
ワ
ク
チ
ン
の
強
制
接
種
、
隔
離
、
強
制
入
院
、
収
容
時
の
身
体
拘
束
具
な

ど
で
あ
る
。
物
理
的
身
体
の
制
約
は
身
体
侵
襲
性
が
強
い
こ
と
が
多
く
、
身
体
の
自
由
の
核
心
部
分
を
脅
か
す
お
そ
れ
が
あ
る
。
血

液
採
取
の
よ
う
な
身
体
侵
襲
性
が
弱
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
制
約
で
あ
っ
て
も
、
物
理
的
身
体
を
傷
つ
け
る
点
に
変
わ
り
は
な
く
、

そ
の
強
制
を
安
易
に
合
憲
と
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う）

0（0
（

。
ま
た
、
身
体
の
安
全
を
脅
か
し
た
り
負
担
を
も
た
ら
し
た
り
す
る
行

為
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
た
と
え
ば
、
中
絶
規
制
な
ど
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

　

次
に
、
身
体
と
人
格
維
持
が
密
接
に
関
わ
る
場
面
が
人
格
的
身
体
で
あ
る
。
実
は
身
体
と
人
格
の
関
係
は
き
わ
め
て
難
し
い
。
身

体
と
人
格
は
常
に
一
体
な
の
か
、
両
者
は
器
と
中
身
の
関
係
に
あ
る
の
か
、
連
動
す
る
と
し
て
も
主
従
ま
た
は
優
劣
関
係
が
あ
り
う

る
の
か
な
ど
、
哲
学
的
問
い
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
二
〇
二
三
年
決
定
は
身
体
的
侵
襲
を
受
け
な
い
権
利
を
人
格
的
生
存
に
関
わ
る

重
要
な
権
利
と
位
置
付
け
た
が
、
そ
れ
は
人
格
を
頂
点
と
し
た
身
体
と
い
う
構
造
を
示
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
両
者
の
密
接
な
関
係

を
示
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
人
格
の
前
提
と
し
て
の
身
体
を
示
し
た
の
か
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
問

題
は
容
易
に
解
決
で
き
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
侵
害
態
様
と
の
関
係
の
み
を
考
え
る
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
が
治
療
の

選
択
で
あ
る
。
自
己
の
身
体
に
関
す
る
治
療
の
選
択
を
妨
げ
る
こ
と
は
身
体
を
物
理
的
に
傷
つ
け
な
く
て
も
身
体
の
人
格
を
損
な
う

結
果
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
薬
物
投
与
の
強
制
は
物
理
的
身
体
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
も
入
り
う
る
が
、
そ
の
主
な
作
用
が
精
神
面
に
及
ぶ

場
合
に
は
人
格
的
身
体
の
問
題
と
な
ろ
う
。
他
に
、
学
校
等
に
お
い
て
人
格
を
著
し
く
損
な
う
よ
う
な
手
法
を
伴
う
身
体
検
査
も
問

題
と
な
る
。

　

使
用
的
身
体
は
身
体
使
用
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
売
春
規
制
や
臓
器
販
売
規
制
な
ど
が
こ
れ
に
当
た
る
が
、
身
体
に
影
響
を
与

え
て
一
定
の
行
為
を
縛
る
規
制
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着
用
義
務
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。

　

表
現
的
身
体
は
身
体
を
用
い
た
表
現
規
制
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
表
現
の
自
由
と
重
複
す
る
た
め
、
い
ず
れ
の
問
題
と
し
て
把

握
す
る
か
が
難
し
い
事
項
で
あ
る
が
、
身
体
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
場
合
は
こ
れ
に
該
当
し
、
あ
る
い
は
表
現
の
自
由
と
連
動
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す
る
形
で
問
題
に
な
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
髪
型
規
制
や
髭
規
制
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、
自
己
が
所
有
す
る
身
体
と
は
切
り
離
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
が
外
在
的
身
体
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
死
ん
だ
後
の
身
体
は
自
己
が
所
有
す
る
身
体
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
死
後
の
臓
器
移
植
の
同
意
制
度
や
死
体
損
壊
罪
な
ど

の
刑
事
罰
が
存
在
し
て
お
り
、
一
定
の
保
護
が
及
ん
で
い
る
。
ま
た
、
胎
児
の
身
体
も
、
自
己
の
身
体
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
妊

婦
の
身
体
と
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
侵
害
態
様
に
応
じ
て
身
体
の
自
由
が
制
約
さ
れ
る
場
面
を
考
察
し
、
身
体
の
自
由
の
保
護
範
囲
や
保
護
の
程
度
を

明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
身
体
の
自
由
の
内
容
を
固
め
て
い
く
こ
と
が
身
体
の
自
由
を
確
保
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
な
作
業
と
な
ろ
う
。

後　

序

　

身
体
の
自
由
は
日
米
両
国
に
お
い
て
判
例
上
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
身
体
侵
襲
を
受
け
な
い
自
由
が
軸
に
な
っ
て
い
る
点
も

共
通
し
て
い
る
。
日
本
で
は
、
こ
れ
ま
で
人
身
の
自
由

0

0

0

0

0

に
含
ま
れ
て
き
た
身
体
の
問
題
が
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
強
制
不
妊
や
性
同
一
性

障
害
の
裁
判
を
契
機
に
身
体
の
自
由

0

0

0

0

0

と
し
て
主
題
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
少
な
く
と
も
身
体
侵
襲
か
ら
の
防
御
は
判
例
上
人
格
的
生
存

に
関
わ
る
重
要
な
権
利
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
身
体
の
自
由
の
核
と
な
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
身
体
の
不
可
侵
が
コ

モ
ン
ロ
ー
上
認
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
性
も
あ
り
、
そ
の
侵
害
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
身

体
の
自
由
の
制
限
に
つ
い
て
は
比
較
衡
量
で
判
断
す
る
の
が
一
般
で
あ
り
、
厳
格
審
査
が
し
ば
し
ば
要
求
さ
れ
る
表
現
の
自
由
と
比

べ
る
と
、
身
体
の
自
由
の
保
障
の
程
度
は
そ
れ
ほ
ど
強
い
よ
う
に
も
思
え
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
最
近
の
判
例
で
は
身
体
侵

襲
の
程
度
が
強
い
場
合
に
は
違
憲
に
な
る
可
能
性
が
高
く
、
ま
た
そ
の
保
護
領
域
は
精
神
面
に
も
及
び
、
さ
ら
に
収
容
や
拘
束
も
身

体
の
自
由
の
制
約
に
な
る
。
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た
だ
し
、
自
己
決
定
的
側
面
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
両
国
と
も
に
発
展
途
上
に
あ
る
。
日
本
で
は
、
身
体

の
自
由
に
自
己
決
定
的
要
素
が
あ
る
と
し
て
も
間
接
的
に
関
連
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
人
格
権
の
一
つ
と
し
て
治

療
選
択
を
認
め
た
判
決
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
身
体
の
自
由
と
は
別
に
事
実
上
の
自
己
決
定
権
が
存
在
し
て
い
る
可
能
性
も
あ

る
。
一
方
、
ア
メ
リ
カ
で
は
自
己
決
定
的
側
面
が
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
権
利
構
造
に
つ
い
て
は
や
や
不
明
瞭
な
部
分
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
身
体
の
自
由
に
連
動
し
て
い
る
の
か
、
自
己
決
定
権
が
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
問
題
場
面
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
一
般
に
は
自
由
の
利
益
ま
た
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
基
に
、
そ

こ
で
保
障
さ
れ
る
権
利
の
一
つ
と
し
て
身
体
の
自
由
や
自
己
決
定
権
が
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
両
者
が
同
時
に
問
題
に
な
る
こ
と

も
あ
る
。
た
だ
し
、
自
己
決
定
が
認
め
ら
れ
る
の
は
本
人
が
意
思
能
力
を
有
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
日
本
の
法

制
度
に
も
共
通
す
る
側
面
が
あ
る
。
本
人
の
意
思
能
力
の
欠
如
が
関
わ
る
も
の
と
し
て
精
神
病
患
者
の
強
制
入
院
が
あ
る
。
ま
た
、

本
人
の
明
確
な
意
思
の
有
無
が
問
題
に
な
る
場
面
と
し
て
安
楽
死
が
あ
り
、
東
海
大
学
病
院
事
件
判
決）

0（0
（

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
人

の
明
確
な
意
思
が
条
件
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
意
思
能
力
に
基
づ
く
自
己
決
定
の
認
否
は
、
一
見
す
る
と
、
妥
当
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
し
か
し
、

身
体
に
関
す
る
自
己
決
定
の
否
定
は
場
合
に
よ
っ
て
は
強
度
な
身
体
侵
襲
を
受
容
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
た
と
え
ば
精
神
病

患
者
の
強
制
入
院
や
身
体
拘
束
は
強
度
な
身
体
制
約
で
あ
り
、
自
己
決
定
ど
こ
ろ
か
身
体
侵
襲
を
厭
わ
な
い
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

意
思
能
力
の
欠
如
を
も
っ
て
身
体
に
関
す
る
自
己
決
定
を
全
否
定
す
べ
き
で
な
く
、
手
続
保
障
に
加
え
、
そ
の
後
の
対
応
に
つ
い
て

も
身
体
の
自
由
が
可
能
な
限
り
保
障
さ
れ
る
よ
う
な
処
遇
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
自
己
決
定
能
力
を
有
す
る
と
さ
れ
る

人
々
の
権
利
や
自
由
が
、
自
己
決
定
能
力
に
欠
け
る
と
さ
れ
る
人
々
へ
の
強
制
と
抱
き
合
わ
せ
で
保
障
さ
れ
て
き
た）

0（0
（

」
と
い
う
事
実

に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
事
理
弁
別
の
観
点
か
ら
意
思
能
力
の
有
無
を
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
正
常
／

異
常
の
区
分
の
下
、
一
方
で
は
胎
児
の
中
絶
が
許
さ
れ
、
他
方
で
は
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
強
制
不
妊
が
認
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
事
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身体の自由

実
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
日
本
で
は
優
生
保
護
法
が
人
口
政
策
の
観
点
か
ら
中
絶
と
強
制
不
妊
の
両
方
を
管
轄
し
、
あ
る
種
の
正

常
／
異
常
の
境
界
線
を
引
き
な
が
ら
生
殖
に
関
す
る
自
己
決
定
の
承
認
と
否
定
を
実
践
し
て
き
た
。
ま
さ
に
そ
れ
は
生
政
治
そ
の
も

の
で
あ
り
、
そ
し
て
ホ
モ
サ
ケ
ル
を
生
み
出
し
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い）

0（0
（

。
旧
法
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
法
制
度
に
よ

っ
て
身
体
の
自
由
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
意
思
能
力
の
有
無
の
判
断
は
難
し
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
判
別
の
困
難
性
を
踏
ま
え
た
上
で
身
体
保
護
を
考
え
る
必
要

が
あ
る
。
そ
こ
で
重
要
な
鍵
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
が
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
の
概
念
で
あ
る
。
統
合
的
観
点
か
ら
身
体
の
自
由

を
補
足
す
る
こ
の
概
念
は
身
体
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
制
約
か
ら
の
保
護
を
可
能
に
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
定

義
が
難
し
い
が
ゆ
え
に
、
あ
ら
ゆ
る
規
制
が
身
体
の
自
由
を
制
約
す
る
と
い
っ
た
立
論
に
な
り
か
ね
ず
、
実
際
に
は
使
え
な
い
概
念

に
な
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
も
あ
る
。
ま
た
、
人
格
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
っ
た
課
題
も
残
る
。
二
〇
二
三
年
決
定

は
身
体
的
侵
襲
を
受
け
な
い
権
利
を
人
格
的
生
存
に
関
わ
る
重
要
な
権
利
と
位
置
付
け
た
が
、
そ
れ
が
身
体
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
と

同
一
視
で
き
る
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
ま
た
、
近
時
の
科
学
技
術
の
発
展
に
よ
り
、
人
格
と
身
体
が
切
り
離
さ
れ
な
が
ら
別
々

に
存
在
す
る
可
能
性
も
あ
り
、
神
経
法
学
の
分
析
も
考
慮
に
入
れ
た
新
た
な
研
究
も
始
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る）

0（0
（

。

　

身
体
の
自
由
が
抱
え
る
課
題
は
時
代
の
変
化
や
技
術
の
発
展
に
よ
り
一
層
重
く
か
つ
多
様
化
す
る
状
況
に
あ
り
、
神
聖
不
可
侵
の

理
念
は
も
は
や
意
味
を
な
さ
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
現
実
を
直
視
し
な
が
ら
も
将
来
に
向
け
た
身
体
の
自
由
の
内
容
を
構

想
し
、
理
論
と
実
践
の
両
面
に
お
い
て
そ
れ
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
1
）　

高
橋
和
之
『
立
憲
主
義
と
日
本
国
憲
法
』〔
第
五
版
〕
二
九
九
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）。
高
橋
和
之
は
、
身
体
の
自
由
が
規
定

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
理
由
に
つ
き
、「
身
体
が
不
当
に
拘
束
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
当
然
の
こ
と
で
、
こ
の
こ
と

を
正
面
か
ら
規
定
し
た
条
文
は
憲
法
に
は
な
い
」
と
説
明
し
て
い
る
。
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（
2
）　

芦
部
信
喜
（
高
橋
和
之
補
訂
）『
憲
法
』〔
第
八
版
〕
二
六
四
頁
（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
三
年
）。
ま
た
、
憲
法
に
は
自
然
法
的
思
想

に
立
脚
し
た
身
体
の
自
由
が
あ
る
と
い
う
指
摘
（
丹
羽
巌
「
身
体
の
自
由
と
逮
捕
の
問
題
点
」
国
際
関
係
学
部
紀
要
二
四
号
五
一
頁
（
二

〇
〇
〇
年
））
も
あ
る
。

（
（
）　

最
大
決
令
和
五
年
一
〇
月
二
五
日
民
集
七
七
巻
七
号
一
七
九
二
頁
。
な
お
、
本
決
定
に
つ
い
て
は
多
く
の
判
例
評
釈
が
存
在
す
る
が
、

本
稿
で
は
網
羅
的
に
列
挙
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
内
容
に
関
連
す
る
限
り
で
参
照
す
る
に
と
ど
め
る
。

（
4
）　

二
〇
二
三
年
決
定
・
前
掲
注（
（
）一
七
九
八
頁
。

（
（
）　

二
〇
二
三
年
決
定
・
前
掲
注（
（
）一
八
〇
一
―
一
八
〇
二
頁
。

（
（
）　

二
〇
二
三
年
決
定
・
前
掲
注（
（
）一
七
九
九
頁
。

（
7
）　

決
定
は
、
特
例
法
制
定
当
時
の
制
約
の
必
要
性
が
社
会
変
化
に
よ
り
低
減
し
、
ま
た
制
定
時
に
は
生
殖
腺
除
去
手
術
要
件
が
医
学
的

に
も
合
理
的
関
連
性
が
あ
っ
た
も
の
の
医
学
の
進
展
に
よ
り
必
要
な
治
療
を
受
け
た
か
否
か
は
性
別
適
合
手
術
を
受
け
た
か
否
か
に
よ
っ

て
決
ま
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
た
め
当
該
要
件
が
医
学
的
に
合
理
的
関
連
性
を
欠
く
に
至
っ
た
と
し
て
い
る
。

（
（
）　J.W

. H
arris, W

ho O
w

ns M
y Body, O

.J.L.S. （（, （（ 

（199（

）.

（
9
）　

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
中
野
好
夫
訳
）『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
九
年
）。

（
10
）　

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
・
前
掲
注（
9
）一
四
四
頁
。

（
11
）　

な
お
、
政
治
思
想
の
分
野
で
は
ダ
ン
（John D

unn

）
に
よ
る
神
学
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
り
従
来
の
ロ
ッ
ク
の
理
解
と
一
線
を
画
す

る
分
析
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
身
体
保
護
の
解
釈
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
も
あ
る
。
こ
う
し
た
議
論
や
背
景
に
つ
い
て

は
、
加
藤
節
『
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
―
―
神
と
人
間
と
の
間
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
）、
堤
林
剣
「
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
の

批
判
的
継
承
の
可
能
性
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）（
二
）
―
―
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
連
鎖
を
手
掛
か
り
と
し
て
」
法
学
研
究
七
二
巻
一
一
号

四
一
頁
（
一
九
九
九
年
）、
同
七
三
巻
三
号
三
三
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
12
）　

円
谷
勝
男
「
個
人
の
尊
厳
と
幸
福
追
求
権
」
東
洋
法
学
三
五
巻
二
号
六
五
頁
、
七
〇
頁
（
一
九
九
二
年
）。

（
1（
）　

本
稿
で
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い
が
、
ロ
ッ
ク
の
自
己
所
有
と
身
体
所
有
の
関
係
に
つ
い
て
は
様
々
な
議
論
が
あ
る
。
森
村
進
「
自
己

所
有
権
論
の
擁
護
―
―
批
判
者
に
答
え
る
―
―
」
一
橋
法
学
五
巻
二
号
四
一
七
頁
（
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
14
）　

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
（
加
藤
節
訳
）『
統
治
二
論
』
四
三
三
頁
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）。
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（
1（
）　

ロ
ッ
ク
・
前
掲
注（
14
）四
三
五
頁
。

（
1（
）　

ロ
ッ
ク
・
前
掲
注（
14
）四
四
一
―
四
四
二
頁
。

（
17
）　

ロ
ッ
ク
・
前
掲
注（
14
）四
四
六
頁
。

（
1（
）　

ロ
ッ
ク
・
前
掲
注（
14
）四
四
六
頁
。

（
19
）　

ロ
ッ
ク
・
前
掲
注（
14
）四
六
〇
―
四
六
一
頁
。

（
20
）　

ロ
ッ
ク
・
前
掲
注（
14
）三
二
六
頁
。

（
21
）　

ロ
ッ
ク
・
前
掲
注（
14
）四
五
四
頁
。

（
22
）　

ロ
ッ
ク
・
前
掲
注（
14
）四
五
五
頁
。

（
2（
）　Jill M

a
rsh

a
ll, P

erso
n
a
l F

reed
o
m T

h
ro
u
gh H

u
m
a
n R

igh
t
s L

a
w? A

u
t
o
n
o
m
y, Id

en
t
it
y a

n
d In

t
egrit

y U
n
d
er t

h
e 

E
u
ro
pea

n C
o
n
v
en
t
io
n o
n H

u
m
a
n R

igh
t
s, 1（（ （200（

）.

（
24
）　

檜
垣
立
哉
『
生
命
と
身
体
―
―
フ
ラ
ン
ス
哲
学
論
考
』
六
―
二
四
頁
（
勁
草
書
房
、
二
〇
二
三
年
）。

（
2（
）　

新
川
明
「
新
南
島
風
土
記
（
抄
）」
沖
縄
文
学
全
集
編
集
委
員
会
編
『
沖
縄
文
学
全
集　

第
一
二
巻
』
二
七
八
―
二
八
〇
頁
（
図
書

刊
行
会
、
一
九
九
二
年
）。

（
2（
）　

深
沢
七
郎
『
楢
山
節
考
』
三
七
―
一
〇
五
頁
（
新
潮
社
、
一
九
六
四
年
）。

（
27
）　

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
（
田
村
俶
訳
）『
狂
気
の
歴
史
―
―
古
典
主
義
時
代
に
お
け
る
』［
改
版
・
新
装
版
］
二
一
―
七
二
頁
（
新
潮

社
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
2（
）　

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
（
渡
辺
守
章
訳
）『
性
の
歴
史　

知
へ
の
意
志
』
一
〇
一
―
二
〇
三
頁
（
新
潮
社
、
一
九
八
六
年
）。（
以
下
、

『
知
へ
の
意
志
』
と
い
う
）。

（
29
）　
『
知
へ
の
意
志
』・
前
掲
注（
2（
）一
八
〇
頁
。

（
（0
）　
『
知
へ
の
意
志
』・
前
掲
注（
2（
）一
七
六
―
一
七
七
頁
。

（
（1
）　

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
（
高
桑
和
巳
訳
）『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
―
―
主
権
権
力
と
剝
き
出
し
の
生
』
一
七
頁
（
以
文
社
、
二
〇
〇

七
年
）。（
以
下
、『
ホ
モ
サ
ケ
ル
』
と
い
う
）。

（
（2
）　

上
村
忠
男
・
田
崎
英
明
「
特
集　

ア
ガ
ン
ベ
ン
―
―
剝
き
出
し
の
生　

言
語
と
時
の
〈
閾
〉」
現
代
思
想
三
四
巻
七
号
五
二
頁
、
五
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五
―
五
七
頁
（
二
〇
〇
六
年
）。

（
（（
）　

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
（
上
村
忠
男
・
中
村
勝
巳
訳
）『
例
外
状
態
』
七
―
八
頁
（
未
来
社
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
（4
）　
『
ホ
モ
サ
ケ
ル
』・
前
掲
注（
（1
）七
―
八
頁
。

（
（（
）　
『
ホ
モ
サ
ケ
ル
』・
前
掲
注（
（1
）一
〇
三
―
一
〇
七
頁
。

（
（（
）　
『
ホ
モ
サ
ケ
ル
』・
前
掲
注（
（1
）一
一
九
―
一
二
〇
頁
。

（
（7
）　
『
ホ
モ
サ
ケ
ル
』・
前
掲
注（
（1
）一
二
二
頁
。

（
（（
）　

檜
垣
・
前
掲
注（
24
）一
六
〇
頁
。

（
（9
）　
『
ホ
モ
サ
ケ
ル
』・
前
掲
注（
（1
）一
八
二
―
二
四
五
頁
。

（
40
）　

上
村
忠
男
『
ア
ガ
ン
ベ
ン
《
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
》
の
思
想
』
二
四
―
二
五
頁
（
講
談
社
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
41
）　

大
林
啓
吾
『
憲
法
と
リ
ス
ク
―
―
行
政
国
家
に
お
け
る
憲
法
秩
序
』
一
七
―
五
五
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）。

（
42
）　

蟻
川
恒
正
「
身
体
の
自
由
」
法
律
時
報
七
一
巻
二
号
七
八
頁
（
一
九
九
九
年
）、
江
藤
祥
平
「
生
の
政
治
と
身
体
の
自
由
―
―
憲
法

学
の
観
点
か
ら
」
学
術
の
動
向
二
七
巻
三
号
一
八
頁
（
二
〇
二
二
年
）。

（
4（
）　

大
日
本
帝
国
憲
法
二
三
条
「
日
本
臣
民
ハ
法
律
ニ
依
ル
ニ
非
ス
シ
テ
逮
捕
監
禁
審
問
処
罰
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
シ
」。

（
44
）　

大
日
本
帝
国
憲
法
八
条
一
項
「
天
皇
ハ
公
共
ノ
安
全
ヲ
保
持
シ
又
ハ
其
ノ
災
厄
ヲ
避
ク
ル
為
緊
急
ノ
必
要
ニ
由
リ
帝
国
議
会
閉
会
ノ

場
合
ニ
於
テ
法
律
ニ
代
ル
ヘ
キ
勅
令
ヲ
発
ス
」。
た
だ
し
、
二
項
に
お
い
て
、「
此
ノ
勅
令
ハ
次
ノ
会
期
ニ
於
テ
帝
国
議
会
ニ
提
出
ス
ヘ
シ

若
議
会
ニ
於
テ
承
諾
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
政
府
ハ
将
来
ニ
向
テ
其
ノ
効
力
ヲ
失
フ
コ
ト
ヲ
公
布
ス
ヘ
シ
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
4（
）　

大
日
本
帝
国
憲
法
二
二
条
「
日
本
臣
民
ハ
法
律
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
居
住
及
移
転
ノ
自
由
ヲ
有
ス
」。

（
4（
）　
「
憲
法
改
正
要
綱
」（
昭
和
二
一
年
二
月
八
日
）『
佐
藤
達
夫
文
書　
二
二
』
二
―
三
頁
（
国
立
国
会
図
書
館
）。

（
47
）　

阿
部
照
哉
・
佐
藤
幸
治
・
宮
田
豊
編
『
憲
法
資
料
集
』
二
八
九
頁
（
有
信
堂
、
一
九
六
六
年
）。（
以
下
、『
憲
法
資
料
集
』
と
す
る
）。

（
4（
）　
『
憲
法
資
料
集
』・
前
掲
注（
47
）二
九
六
―
二
九
七
頁
。

（
49
）　

修
正
四
条
は
「
不
合
理
な
捜
索
及
び
逮
捕
又
は
押
収
に
対
し
て
、
そ
の
身
体
、
家
屋
、
書
類
及
び
所
有
物
の
安
全
を
保
障
さ
れ
る
人

民
の
権
利
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。

（
（0
）　
『
憲
法
資
料
集
』・
前
掲
注（
47
）二
八
九
頁
。
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（
（1
）　
『
憲
法
資
料
集
』・
前
掲
注（
47
）二
九
五
頁
。

（
（2
）　
『
憲
法
資
料
集
』・
前
掲
注（
47
）二
八
九
頁
。

（
（（
）　
『
憲
法
資
料
集
』・
前
掲
注（
47
）二
九
五
頁
。

（
（4
）　
『
憲
法
資
料
集
』・
前
掲
注（
47
）二
九
六
―
二
九
七
頁
。

（
（（
）　
『
憲
法
資
料
集
』・
前
掲
注（
47
）二
九
五
頁
。

（
（（
）　
『
憲
法
資
料
集
』・
前
掲
注（
47
）二
九
五
頁
。

（
（7
）　
『
憲
法
資
料
集
』・
前
掲
注（
47
）二
九
六
―
二
九
七
頁
。

（
（（
）　
『
憲
法
資
料
集
』・
前
掲
注（
47
）二
八
九
頁
。

（
（9
）　
「
枢
密
院
委
員
会
記
録
（
昭
和
二
一
年
四
月
～
五
月
）」『
入
江
俊
郎
文
書　
三
一
』
五
〇
頁
（
国
立
国
会
図
書
館
）。

（
（0
）　

三
一
条
は
「
第
三
十
一
条　

何
人
も
、
理
由
を
直
ち
に
告
げ
ら
れ
ず
、
又
は
直
ち
に
弁
護
人
に
依
頼
す
る
権
利
を
与
へ
ら
れ
な
け
れ

ば
、
抑
留
又
は
拘
禁
さ
れ
な
い
。
又
、
何
人
も
、
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
拘
禁
さ
れ
ず
、
要
求
が
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
、
直
ち
に

本
人
及
び
そ
の
弁
護
人
の
出
席
す
る
公
開
の
法
廷
で
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
定
め
て
い
た
。

（
（1
）　
「
憲
法
改
正
草
案
に
関
す
る
想
定
問
答
（
第
一
輯
～
第
七
輯
、
増
補
第
一
輯
～
第
二
輯
）
憲
法
改
正
草
案
逐
条
説
明
（
第
一
輯
～
第

五
輯
）」（
昭
和
二
一
年
四
月
～
六
月
）『
佐
藤
達
夫
文
書　
七
七
～
七
九
』
四
六
―
四
七
頁
（
国
立
国
会
図
書
館
）。

（
（2
）　

一
六
条
か
ら
二
一
条
に
か
け
て
は
、
奴
隷
的
拘
束
の
禁
止
、
思
想
良
心
の
自
由
、
信
教
の
自
由
、
表
現
の
自
由
、
居
住
移
転
・
職
業

選
択
の
自
由
、
学
問
の
自
由
を
保
障
す
る
規
定
と
な
っ
て
い
た
。

（
（（
）　

芦
部
・
前
掲
注（
2
）二
六
四
頁
。

（
（4
）　

芦
部
・
前
掲
注（
2
）二
六
四
頁
。

（
（（
）　

渋
谷
秀
樹
『
憲
法
』〔
第
三
版
〕
二
二
九
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）。

（
（（
）　

渋
谷
・
前
掲
注（
（（
）二
三
一
頁
。

（
（7
）　

渋
谷
・
前
掲
注（
（（
）一
八
八
―
一
八
九
頁
。

（
（（
）　

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
六
年
政
令
三
一
九
号
）
三
九
条
な
ど
。

（
（9
）　

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
八
年
法
律
一
四
号
）
五
八
条
の
八
な
ど
。
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（
70
）　

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
五
年
法
律
一
二
三
号
）
二
九
条
な
ど
。

（
71
）　

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
〇
年
法
律
一
一
四
号
）
一
九
条
な
ど
。

（
72
）　

野
中
俊
彦
・
中
村
睦
男
・
高
橋
和
之
・
高
見
勝
利
『
憲
法
Ⅰ
』〔
第
五
版
〕
四
二
一
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
。

（
7（
）　

浅
田
訓
永
「
憲
法
一
三
条
後
段
と
『
身
体
に
つ
い
て
の
権
利
』」
同
志
社
法
学
七
二
巻
四
号
四
八
三
頁
（
二
〇
二
〇
年
）。
浅
田
訓
永

に
よ
れ
ば
、
学
説
史
と
し
て
は
、
憲
法
一
三
条
に
基
づ
く
身
体
の
自
由
を
最
初
に
主
張
し
た
の
が
種
谷
春
洋
で
、
そ
れ
を
さ
ら
に
展
開
し

た
の
が
佐
藤
幸
治
で
あ
る
と
い
う
。

（
74
）　

佐
藤
幸
治
『
日
本
国
憲
法
論
』〔
第
二
版
〕
一
九
九
―
二
〇
〇
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
7（
）　

佐
藤
・
前
掲
注（
74
）二
〇
〇
頁
。

（
7（
）　

土
井
真
一
「
個
人
の
尊
重
・
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
権
利
・
公
共
の
福
祉
」
長
谷
部
恭
男
編
『
注
釈
日
本
国
憲
法

（
二
）』
六
三
頁
、
一
一
〇
―
一
一
三
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）。

（
77
）　

芦
部
・
前
掲
注（
2
）二
六
四
頁
。

（
7（
）　

芦
部
信
喜
『
憲
法
学
Ⅱ　
人
権
総
論
』
三
九
五
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）。

（
79
）　

渡
辺
康
行
・
宍
戸
常
寿
・
松
本
和
彦
・
工
藤
達
朗
『
憲
法
Ⅰ
』〔
第
二
版
〕
一
二
一
―
一
二
三
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
二
三
年
）。

（
（0
）　Buck v. Bell, 274 U

.S. 200 （1927
）; Skinner v. O

klahom
a, （1（ U

.S. （（（ （1942

）.

（
（1
）　Roe v. W

ade, 410 U
.S. 11（ 

（197（
）.
た
だ
し
、
二
〇
二
二
年
のD

obbs v. Jackson W
om

en’s H
ealth O

rganization

連
邦

最
高
裁
判
決
に
よ
る
判
例
変
更
に
よ
り
、
中
絶
の
権
利
は
否
定
さ
れ
た
。See D

obbs v. Jackson W
om

en’s H
ealth O

rganization, 
142 S. Ct. 222（ （2022

）.

（
（2
）　

ア
メ
リ
カ
憲
法
修
正
一
三
条
は
奴
隷
と
そ
の
意
に
反
す
る
苦
役
を
禁
止
し
て
い
る
。

（
（（
）　

ア
メ
リ
カ
憲
法
一
条
九
節
二
項
は
、「
人
身
保
護
令
状
の
特
権
は
、
反
乱
ま
た
は
侵
略
に
際
し
て
公
共
の
安
全
の
た
め
に
必
要
な
場

合
を
除
き
、
停
止
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
な
お
、
日
本
国
憲
法
は
人
身
保
護
令
状
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
い
な
い

が
、
人
身
保
護
法
（
昭
和
二
三
年
法
律
一
九
九
号
）
が
存
在
し
、
そ
の
一
条
は
「
こ
の
法
律
は
、
基
本
的
人
権
を
保
障
す
る
日
本
国
憲
法

の
精
神
に
従
い
、
国
民
を
し
て
、
現
に
、
不
当
に
奪
わ
れ
て
い
る
人
身
の
自
由
を
、
司
法
裁
判
に
よ
り
、
迅
速
、
且
つ
、
容
易
に
回
復
せ

し
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
人
身
の
自
由
を
守
る
た
め
に
制
定
さ
れ
て
い
る
。



79

身体の自由

（
（4
）　

ア
メ
リ
カ
憲
法
一
条
九
節
三
項
は
、「
私
権
剝
奪
法
ま
た
は
遡
及
処
罰
法
を
制
定
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
私
権
剝

奪
は
裁
判
所
の
審
理
を
経
ず
に
死
刑
な
ど
の
刑
罰
を
科
し
た
り
、
財
産
没
収
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
を
い
う
。
た
と
え
ば
、Cum

m
ings 

v. M
issouri

連
邦
最
高
裁
判
決
は
死
刑
で
な
く
て
も
、
痛
み
や
処
罰
を
科
す
法
が
私
権
剝
奪
法
に
当
た
る
と
す
る
。See Cum

m
ings v. 

M
issouri, 71  U

.S. 277 （1（（7

）.

（
（（
）　

中
山
茂
樹
「
生
命
・
自
由
・
自
己
決
定
権
」
憲
法
の
争
点
〔
第
四
版
〕
九
四
頁
、
九
六
頁
（
二
〇
〇
八
年
）。

（
（（
）　

東
京
地
判
昭
和
四
四
年
二
月
一
五
日
判
例
時
報
五
五
一
号
二
六
頁
。

（
（7
）　

こ
こ
で
は
医
師
が
患
者
の
権
利
を
主
張
し
て
い
る
の
で
、
第
三
者
主
張
適
格
の
問
題
も
伏
在
し
て
い
る
。

（
（（
）　

生
殖
腺
除
去
手
術
優
生
保
護
法
違
反
事
件
判
決
・
前
掲
注（
（（
）三
四
頁
。

（
（9
）　

な
お
、
控
訴
審
（
東
京
高
判
昭
和
四
五
年
一
一
月
一
一
日
高
等
裁
判
所
刑
集
二
三
巻
四
号
七
五
九
頁
）
も
一
審
を
支
持
し
た
。

（
90
）　

神
戸
地
判
平
成
三
一
年
三
月
一
三
日
裁
判
所
Ｈ
Ｐ
。

（
91
）　

知
的
障
害
者D

N
A

採
取
違
法
事
件
判
決
・
前
掲
注（
90
）二
四
頁
。

（
92
）　

知
的
障
害
者D

N
A

採
取
違
法
事
件
判
決
・
前
掲
注（
90
）二
四
―
二
五
頁
。

（
9（
）　

東
京
地
判
令
和
二
年
六
月
三
〇
日
判
例
時
報
二
五
五
四
号
三
五
頁
。
な
お
、
国
家
賠
償
請
求
は
棄
却
し
た
。

（
94
）　

強
制
不
妊
違
憲
訴
訟
東
京
地
裁
判
決
・
前
掲
注（
9（
）七
五
頁
。

（
9（
）　

東
京
高
判
令
和
四
年
三
月
一
一
日
判
例
時
報
二
五
五
四
号
一
二
頁
。
な
お
、
国
家
賠
償
請
求
を
認
容
し
た
。

（
9（
）　

強
制
不
妊
違
憲
訴
訟
東
京
高
裁
判
決
・
前
掲
注（
9（
）二
九
頁
。

（
97
）　

強
制
不
妊
違
憲
訴
訟
東
京
高
裁
判
決
・
前
掲
注（
9（
）二
九
―
三
〇
頁
。

（
9（
）　

札
幌
高
判
令
和
五
年
六
月
一
六
日
未
登
載
。
な
お
、
本
稿
で
はLEX

/D
B

を
参
照
し
た
。

（
99
）　

控
訴
審
判
決
は
「
高
度
に
身
体
的
な
侵
襲
」
の
箇
所
に
つ
い
て
は
「
高
度
な
身
体
的
侵
襲
」
と
い
う
言
葉
に
変
え
て
い
る
。

（
（11
）　

強
制
不
妊
違
憲
訴
訟
札
幌
高
裁
判
決
・
前
掲
注（
9（
）。

（
（1（
）　

強
制
不
妊
違
憲
訴
訟
札
幌
高
裁
判
決
・
前
掲
注（
9（
）。

（
（10
）　

大
阪
高
判
令
和
四
年
二
月
二
二
日
判
例
時
報
二
五
二
八
号
五
頁
。

（
（10
）　

強
制
不
妊
違
憲
訴
訟
大
阪
高
裁
判
決
・
前
掲
注（
（10
）一
〇
頁
。
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（
（10
）　

強
制
不
妊
違
憲
訴
訟
大
阪
高
裁
判
決
・
前
掲
注（
（10
）一
一
頁
。

（
（10
）　

仙
台
高
判
令
和
五
年
六
月
一
日
賃
金
と
社
会
保
障
一
八
三
一
・
一
八
三
二
号
八
八
頁
。

（
（10
）　

強
制
不
妊
違
憲
訴
訟
仙
台
高
裁
判
決
・
前
掲
注（
（10
）八
九
頁
。

（
（10
）　

性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
五
年
法
律
一
一
一
号
）。

（
（10
）　

三
条
は
、「
家
庭
裁
判
所
は
、
性
同
一
性
障
害
者
で
あ
っ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
請
求

に
よ
り
、
性
別
の
取
扱
い
の
変
更
の
審
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
定
め
、
四
号
は
「
生
殖
腺
が
な
い
こ
と
又
は
生
殖
腺
の
機
能
を

永
続
的
に
欠
く
状
態
に
あ
る
こ
と
。」
と
規
定
し
て
い
た
。

（
（10
）　

最
二
小
決
平
成
三
一
年
一
月
二
三
日
判
時
二
四
二
一
号
四
頁
。
な
お
、
本
決
定
（
二
〇
一
九
年
）
に
つ
い
て
は
、
稲
葉
実
香
「
性
同

一
性
障
害
者
特
例
法
に
お
け
る
性
別
適
合
手
術
の
強
制
と
憲
法
一
三
条
」
医
事
法
研
究
四
号
一
三
九
頁
の
ほ
か
、
多
く
の
判
例
評
釈
が
あ

る
。

（
（（1
）　

二
〇
一
九
年
決
定
・
前
掲
注（
（10
）八
頁
。

（
（（（
）　
「
そ
の
意
思
」
と
「
自
己
の
意
思
」
が
異
な
る
だ
け
で
あ
る
。

（
（（0
）　

二
〇
一
九
年
決
定
・
前
掲
注（
（10
）九
頁
。

（
（（0
）　

二
〇
一
九
年
決
定
・
前
掲
注（
（10
）九
頁
。

（
（（0
）　

二
〇
一
九
年
決
定
・
前
掲
注（
（10
）八
頁
。

（
（（0
）　

上
田
健
介
「
性
同
一
性
障
害
者
特
例
法
に
よ
る
性
別
変
更
の
生
殖
腺
除
去
要
件
の
合
憲
性
（
最
決
平
成
三
一
・
一
・
二
三
）」
法
学

教
室
四
六
四
号
一
一
七
頁
（
二
〇
一
九
年
）。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
将
来
の
判
断
を
で
き
る
だ
け
縛
ら
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
強
い

含
意
が
み
ら
れ
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
。

（
（（0
）　

最
三
小
判
令
和
五
年
七
月
一
一
日
民
集
七
七
巻
五
号
一
一
七
一
頁
。

（
（（0
）　

経
産
省
性
同
一
性
障
害
判
決
・
前
掲
注（
（（0
）一
一
七
八
頁
。

（
（（0
）　

二
〇
二
三
年
決
定
・
前
掲
注（
（
）一
七
九
八
頁
。

（
（（0
）　

齊
藤
笑
美
子
「
法
的
性
別
と
性
自
認
―
―
特
例
法
手
術
要
件
の
合
憲
性
（
最
大
決
令
和
五
・
一
〇
・
二
五
）」
法
学
教
室
五
二
四
号

三
八
頁
、
四
一
頁
（
二
〇
二
四
年
）。
人
格
的
生
存
に
関
す
る
重
要
な
権
利
と
い
う
設
定
は
私
生
活
上
の
自
由
よ
り
も
一
段
上
の
レ
ベ
ル
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の
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
り
、
一
三
条
論
に
新
た
な
展
望
を
開
い
た
と
の
指
摘
が
あ
る
。

（
（01
）　

二
〇
二
三
年
決
定
・
前
掲
注（
（
）一
七
九
九
頁
。

（
（0（
）　

二
〇
二
三
年
決
定
・
前
掲
注（
（
）一
八
〇
一
―
一
八
〇
二
頁
。

（
（00
）　

二
〇
二
三
年
決
定
・
前
掲
注（
（
）一
八
〇
二
頁
。

（
（00
）　

二
〇
二
三
年
決
定
・
前
掲
注（
（
）一
七
九
九
頁
。

（
（00
）　

二
〇
二
三
年
決
定
・
前
掲
注（
（
）一
七
九
九
頁
。

（
（00
）　

二
〇
二
三
年
決
定
・
前
掲
注（
（
）一
七
九
九
頁
。

（
（00
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
開
か
れ
て
お
り
、
汎
用
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
傾
向
に

あ
る
。
こ
う
し
た
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、
河
嶋
春
菜
「
最
高
裁
に
よ
る
性
同
一
性
障
害
特
例
法
の
違
憲
決
定
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
八
二

九
号
四
〇
頁
、
四
五
頁
（
二
〇
二
四
年
）、
森
本
直
子
「
性
同
一
性
障
害
特
例
法
に
お
け
る
性
別
変
更
の
た
め
の
生
殖
腺
摘
出
要
件
の
合

憲
性
」
新
・
判
例
解
説W

atch
三
四
号
四
七
頁
、
四
九
頁
（
二
〇
二
四
年
）
な
ど
。

（
（00
）　

二
〇
二
三
年
決
定
・
前
掲
注（
（
）一
七
九
九
頁
。

（
（00
）　

駒
村
圭
吾
「
性
同
一
性
障
害
特
例
法
違
憲
決
定
―
―
若
干
の
憲
法
学
的
考
察
を
付
し
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
九
五
号
五
四
頁
、
六
〇

頁
（
二
〇
二
四
年
）。
駒
村
圭
吾
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
①
手
術
を
要
し
な
い
当
事
者
に
射
程
を
限
定
し
た
の
で
身
体
的
侵
襲
の
強
度
が

そ
の
分
前
面
に
出
る
こ
と
、
②
こ
ち
ら
を
根
拠
に
す
る
と
特
例
法
の
他
の
要
件
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
、
③
権
利
未
満
の
も
の
よ
り
も

明
ら
か
な
権
利
に
よ
る
方
が
違
憲
判
断
を
導
き
や
す
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

（
（00
）　

二
〇
二
三
年
決
定
・
前
掲
注（
（
）一
七
九
九
頁
。

（
（01
）　

二
〇
二
三
年
決
定
・
前
掲
注（
（
）一
七
九
九
頁
。

（
（0（
）　

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

（
（00
）　

二
〇
二
三
年
決
定
・
前
掲
注（
（
）一
八
二
八
頁
。

（
（00
）　

二
〇
二
三
年
決
定
・
前
掲
注（
（
）一
八
二
八
頁
。

（
（00
）　

二
〇
二
三
年
決
定
・
前
掲
注（
（
）一
八
二
八
―
一
八
二
九
頁
。

（
（00
）　Seth F. K

reim
er, R

ejecting “U
ncontrolled A

uthority O
ver the Body”: T

he D
ecencies of Civilized Conduct, the 
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Past and the Future of U

nenum
erated R

ights, 9  U
. P
a. J. C

o
n
st. L. 42（, 42（ （2007

）.

（
（00
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（
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（
（0（
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ア
メ
リ
カ
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優
生
問
題
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関
す
る
司
法
動
向
に
つ
い
て
は
、
大
林
啓
吾
「
優
生
と
憲
法
―
―
そ
の
予
備
的
考
察
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ

判
例
お
よ
び
裁
判
例
の
分
析
」
法
学
研
究
九
七
巻
二
号
三
一
頁
（
二
〇
二
四
年
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照
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ラ
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し
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。
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ン
テ
グ
リ
テ
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い
て
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久
保
智
淳
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ashington v. H

arper

事
件
判
決
再
訪
―
―
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精
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病
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の
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制
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憲
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れ
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二
〇
二
三
年
決
定
の
調
査
官
解
説
に
お
い
て
も
、
血
液
採
取
は
比
較
的
軽
微
な
身
体
侵
襲
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
野
中
伸
子
「
性
同

一
性
障
害
特
例
法
違
憲
最
高
裁
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法
廷
決
定
の
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説
」
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ス
ト
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五
九
五
号
六
八
頁
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七
一
頁
（
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〇
二
四
年
）。
し
か
し
、
使
用

器
具
が
注
射
針
と
は
い
え
刺
突
行
為
に
は
相
応
の
痛
み
が
生
ず
る
こ
と
に
加
え
、
血
液
と
い
う
生
命
・
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体
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な

役
割
を
有
す
る
も
の
を
採
取
す
る
こ
と
は
軽
微
な
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体
侵
襲
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
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わ
れ
る
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し
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者
の
排
除
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し
て
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体
の
改
善
と
発
達
を
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指
し
た
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優
劣
の
基
準
は
必
ず
し
も
常
に
能
力
や
資
質
、
疾
病
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
比
べ
て
肌
の
色
、
身

体
的
特
徴
、
性
的
志
向
な
ど
の
点
に
お
い
て
異
質
な
特
性
を
持
っ
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
も
そ
の
対
象
と
さ
れ
た
。
劣
位
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テ
ゴ
リ
ー
に
含
め

ら
れ
る
と
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患
者
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う
に
特
殊
な
地
位
に
固
定
化
さ
れ
た
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け
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的
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て
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「
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経
法
学
の
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系
―
―
神
経
科
学
技
術
の
憲
法
的
統
制
に
向
け

て
―
―
」
法
学
政
治
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論
究
一
三
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号
一
三
三
頁
（
二
〇
二
三
年
）
が
あ
る
。
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し
て
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本
龍
彦
「『
身
体
の
自
由
』
の
ゆ
く
え

―
―
〈
サ
イ
バ
ー
／
フ
ィ
ジ
カ
ル
〉
が
融
解
す
る
世
界
の
中
で
」
法
律
時
報
九
〇
巻
一
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号
三
八
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（
二
〇
一
八
年
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照
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な
お
、
本
稿
は
二
〇
二
四
年
五
月
に
脱
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。




