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自己恩赦の憲法適合性

自
己
恩
赦
の
憲
法
適
合
性 

―
―
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
恩
赦
権
を
素
材
と
し
て
―
―

大　
　

林　
　

啓　
　

吾

  

　
「
正
義
の
女
神
は
じ
っ
と
し
て
な
き
ゃ
。
天
秤
が
揺
れ
る
で
し
ょ
。
公
正
な
判
決
が
下
せ
な
い
」（
カ
フ
カ
（
丘
沢
静
也
訳
）『
訴
訟
』

二
一
五
頁
（
光
文
社
、
二
〇
〇
九
年
））

序Ⅰ　

憲
法
制
定
者
の
意
図

　

1　

憲
法
制
定
過
程
に
お
け
る
議
論

　

2　

ハ
ミ
ル
ト
ン
の
見
解

Ⅱ　

司
法
の
解
釈

　

1　

広
範
な
恩
赦
権

　

2　

外
在
的
限
界
？

　

3　

権
力
分
立
上
の
基
盤

Ⅲ　

執
行
府
の
解
釈

　

1　

ニ
ク
ソ
ン
政
権

　

2　

Ｇ
・
Ｈ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
政
権

　

3　

ク
リ
ン
ト
ン
政
権

　

（　

ト
ラ
ン
プ
政
権

Ⅳ　

論
争
へ

　

1　

条
文
構
造
と
条
文
解
釈

　

2　

構
造
的
解
釈

　

3　

法
の
支
配
・
権
力
分
立
・
排
他
的
権
限

　

（　

自
己
恩
赦
の
正
当
化
と
限
界

後　

序



320

法学研究 98 巻 1 号（2025：1）

序

　

自
ら
の
罪
を
自
ら
赦
す
こ
と
が
で
き
る
か
。
一
見
、
神
学
的
・
哲
学
的
・
心
理
学
的
課
題
の
よ
う
に
思
え
る
問
い
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
法
的
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
の
罪
を
自
分
で
赦
免
す
る
こ
と
が
法
的
に
認
め
ら
れ
る
か
、
換
言

す
れ
ば
自
分
を
恩
赦
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。「
誰
も
、
自
身
の
た
め
に
裁
判
官
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
。

ま
た
、
自
身
の
事
案
に
法
を
宣
言
す
る
べ
き
で
は
な
い
。」）

1
（

と
い
う
法
諺
が
あ
る
よ
う
に
、
自
分
の
こ
と
を
自
分
で
判
断
す
る
こ
と

は
公
正
に
反
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
コ
ー
ク
（Edw

ard Coke

）
卿
はBonham

判
決）

2
（

に
お
い
て
「
事
件
の
当
事
者
が

裁
判
官
ま
た
は
弁
護
士
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
」）

3
（

と
判
示
し
、
こ
の
言
述
も
同
様
の
要
請
を
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
ア

メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
も
裁
判
官
が
自
ら
の
問
題
を
判
断
す
る
こ
と
は
社
会
契
約
原
理
に
反
す
る
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る）

（
（

。
実
際
、

多
く
の
国
で
は
裁
判
官
自
身
が
関
わ
る
事
件
に
つ
い
て
は
審
理
を
回
避
す
る
忌
避
制
度
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
も
、
こ

の
自
己
審
査
の
禁
止
の
要
請
は
法
原
則
と
し
て
確
立
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
し
て
や
、
自
分
で
自
分
の
有
罪
を
赦
免
し
て
し
ま

う
こ
と
は
そ
れ
以
上
に
公
正
に
反
す
る
可
能
性
が
高
い
。

　

そ
れ
で
は
、
自
己
恩
赦
に
法
的
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
っ
た
い
何
に
反
し
て
違
憲
ま
た
は
違
法
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち

ろ
ん
、
憲
法
が
明
示
的
に
自
己
恩
赦
を
禁
じ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
自

己
恩
赦
を
禁
止
す
る
規
定
を
明
示
的
に
設
け
て
い
る
国
は
少
な
い
。
た
と
え
ば
、
日
本）

5
（

、
韓
国）

（
（

、
ア
メ
リ
カ）

（
（

、
ド
イ
ツ）

8
（

、
フ
ラ
ン
ス）

9
（

の
い
ず
れ
も
、
少
な
く
と
も
憲
法
上
明
示
的
に
は
自
己
恩
赦
を
禁
止
し
て
い
な
い
。

　

そ
う
な
る
と
、
自
己
恩
赦
を
行
っ
た
と
し
て
も
た
だ
ち
に
憲
法
違
反
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
は
し

か
る
べ
き
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
憲
法
問
題
は
こ
れ
ま
で
に
議
論
の
俎
上
に
載
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
論
争

に
は
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ア
メ
リ
カ
の
ト
ラ
ン
プ
（D

onald T
rum

p

）
大
統
領
に
絡
む
様
々
な
問
題
は
こ
の
議
論



321

自己恩赦の憲法適合性

を
活
発
化
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
。
ト
ラ
ン
プ
が
大
統
領
在
職
中
（
二
〇
一
七
～
二
〇
二
一
年
）
に
自
己
恩
赦
の
可
能
性
を
探
っ
て

い
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と）

（1
（

、
自
己
恩
赦
の
是
非
を
め
ぐ
る
議
論
が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
議
論
を
素
材
に
し
て
自
己
恩
赦
を
め
ぐ
る
憲
法
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
恩
赦

権
に
関
す
る
憲
法
条
文
の
意
味
や
制
定
者
意
図
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
。
憲
法
制
定
者
が
自
己
恩
赦
に
つ
い
て
直
接
的
に
見
解
を
示

し
た
資
料
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
法
実
務
と
し
て
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
の
か
を
探
る
た
め
に
、
判
例
の
展
開
や
執
行
府

の
憲
法
解
釈
な
ど
を
考
察
す
る
。
最
後
に
、
得
ら
れ
た
知
見
を
手
掛
か
り
に
自
己
恩
赦
の
可
否
を
検
討
す
る
。

Ⅰ　

憲
法
制
定
者
の
意
図

　

合
衆
国
憲
法
二
条
二
節
一
項
は
、「
大
統
領
は
弾
劾
の
場
合
を
除
い
て
、
合
衆
国
に
対
す
る
犯
罪
に
つ
い
て
刑
の
執
行
停
止
や
恩

赦
を
与
え
る
権
限
を
有
す
る
。」）

（（
（

と
定
め
る
。
こ
の
よ
う
に
、
条
文
は
自
己
恩
赦
に
つ
い
て
何
も
言
及
し
て
い
な
い
た
め
、
条
文
構

造
や
制
定
者
意
図
を
確
認
し
な
が
ら
、
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ど
う
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

1　

憲
法
制
定
過
程
に
お
け
る
議
論

　

恩
赦
権
は
も
と
も
と
国
王
大
権
に
由
来
し
、
植
民
地
の
長
も
同
じ
よ
う
な
権
限
を
有
し
て
い
た）

（1
（

。
し
か
し
、
君
主
制
下
に
お
け
る

権
力
濫
用
を
教
訓
に
し
て
共
和
制
を
目
指
し
た
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
、
恩
赦
権
は
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一

七
八
七
年
に
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
開
催
さ
れ
た
憲
法
会
議
に
お
い
て
議
論
の
土
台
と
な
っ
た
バ
ー
ジ
ニ
ア
案
と
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ

ー
案
は
執
行
府
に
恩
赦
権
を
与
え
て
い
な
か
っ
た
。

　

ピ
ン
ク
ニ
ー
（Charles Pinckney

）、
ハ
ミ
ル
ト
ン
（A

lexander H
am

ilton

）、
ラ
ト
リ
ッ
ジ
（John Rutledge

）
は
、
憲
法
会
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議
に
お
い
て
、
大
統
領
は
弾
劾
の
場
合
を
除
き
恩
赦
権
を
有
す
る
と
い
う
案
を
提
示
し
、
有
力
な
草
案
と
な
っ
て
い
た）

（1
（

。
自
己
恩
赦

に
関
す
る
議
論
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
ラ
ン
ド
ル
フ
（Edm

und Randolph

）
は
大
統
領
自
身
が
反
乱
に
関
わ
っ
て
い
る
こ

と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
反
逆
罪
の
場
合
を
恩
赦
の
例
外
に
す
べ
き
と
主
張
し
た
。
一
方
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（Jam

es W
ilson

）

は
そ
の
場
合
は
弾
劾
の
対
象
に
な
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
限
定
は
不
要
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
と
き
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
案
が
八
対
二

で
通
っ
た
。
憲
法
会
議
後
、
各
州
が
批
准
の
段
階
に
至
っ
た
際
、
ほ
と
ん
ど
の
州
が
大
統
領
の
恩
赦
権
に
賛
同
し
た
が
、
一
部
の
州

は
反
逆
罪
の
場
合
に
は
連
邦
議
会
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
制
定
過
程
に
お
け
る
大
統
領
の
恩

赦
権
の
案
に
対
す
る
問
題
は
、
反
逆
罪
を
例
外
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
連
邦
議
会
の
同
意
を
付
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う

二
点
に
集
約
で
き
る
。
こ
れ
に
反
論
し
た
の
が
ハ
ミ
ル
ト
ン
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
憲
法
条
文
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
憲
法
会
議
お

よ
び
そ
の
後
の
憲
法
批
准
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
自
己
恩
赦
が
直
接
議
論
の
対
象
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、『
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』

に
お
け
る
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
恩
赦
権
に
関
す
る
言
述
は
自
己
恩
赦
の
可
否
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

2　

ハ
ミ
ル
ト
ン
の
見
解

　

ハ
ミ
ル
ト
ン
が
恩
赦
権
に
つ
い
て
言
及
し
た
の
は
主
に
『
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
の
第
六
九
編
と
第
七
四
編
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

デ
リ
ス
（Jam

es M
. D

eLise

）
は
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
が
『
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
の
中
で
恩
赦
権
に
言
及
す
る
前
の
箇
所
で
、
自
己
恩
赦

に
否
定
的
な
見
解
を
持
っ
て
い
た
と
み
な
す
の
で）

（1
（

、
ま
ず
は
そ
の
部
分
か
ら
確
認
し
て
み
よ
う
。

　

ハ
ミ
ル
ト
ン
は
『
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
第
六
九
編
の
中
で
、
イ
ギ
リ
ス
国
王
の
権
限
と
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
権
限
を
対
比
す
る
文

脈
に
お
い
て
、
大
統
領
が
免
職
さ
せ
ら
れ
る
場
合
や
負
う
べ
き
法
的
責
任
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

 

　
「
合
衆
国
大
統
領
は
、
弾
劾
を
受
け
裁
判
に
ふ
せ
ら
れ
、
反
逆
罪
・
収
賄
罪
な
い
し
そ
の
他
の
重
罪
や
軽
犯
罪
の
有
罪
判
決
に
よ
っ
て
、
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免
職
さ
せ
ら
れ
る
。
ま
た
退
職
後
も
、
通
常
の
裁
判
手
続
き
に
よ
っ
て
告
訴
さ
れ
処
罰
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」）

（1
（

 　

デ
リ
ス
は
こ
の
後
半
部
分
に
着
目
し
、
も
し
自
己
恩
赦
が
認
め
ら
れ
る
と
、「
通
常
の
裁
判
手
続
き
に
よ
っ
て
告
訴
さ
れ
処
罰
に

服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
内
容
と
抵
触
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。
自
己
恩
赦
は
裁
判
に
よ
っ
て
有
罪
判
決
を
受
け

た
場
合
で
も
そ
れ
を
赦
免
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る）

（1
（

。
ま
た
、
大
統
領
に
よ
っ
て
は
告
訴
前
に
自
己
恩
赦
を
し
て
裁
判
を
免
れ
よ
う

と
す
る
ケ
ー
ス
も
で
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
の
部
分
は
大
統
領
経
験
者
だ
か
ら
と
い
っ
て
訴
訟
の
対
象
か
ら
免
責
さ
れ
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
通
常
の
裁
判
で
裁
か
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
に
対
し
て
恩
赦
を
与
え
る
か

ど
う
か
は
別
問
題
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
在
職
中
に
自
己
恩
赦
を
し
て
し
ま
え
ば
、
退
任
後
に
裁
判
に
か

け
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
な
る
の
で
、
こ
の
趣
旨
に
反
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
だ
が
、
退
任
後
の
裁
判
に
服
す
る
こ
と
の
趣
旨
が
恩
赦

を
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
新
し
い
大
統
領
が
元
大
統
領
に
恩
赦
を
与
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
新
し

い
大
統
領
が
元
大
統
領
に
恩
赦
を
与
え
る
こ
と
に
異
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
を
止
め
る
術
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

実
際
、
フ
ォ
ー
ド
（Gerald Ford Jr.

）
大
統
領
は
ニ
ク
ソ
ン
（Richard N

ixon

）
元
大
統
領
に
恩
赦
を
与
え
て
い
る
。

　

一
方
、
デ
リ
ス
が
大
統
領
は
法
の
上
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
点
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
言
述
は
新

し
い
大
統
領
の
恩
赦
を
排
除
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
自
己
恩
赦
の
み
を
排
除
す
る
趣
旨
と
し
て
理
解
し
て
い
る
可
能
性
も

あ
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
の
よ
う
な
趣
旨
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
恩
赦
に
つ
い
て
語
る
際
に
そ
の
こ
と
に
言
及
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ

る
。
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
そ
の
後
恩
赦
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
先
ほ
ど
の
趣
旨
と
恩
赦
と
の
関
係
に
つ
い
て
ま
っ
た
く

言
及
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
デ
リ
ス
の
解
釈
は
論
理
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
趣
旨
で
あ
る
こ
と
を
示
す
証
拠
に
欠

け
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
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そ
れ
で
は
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
が
続
け
て
恩
赦
に
つ
い
て
言
及
し
た
箇
所
を
分
析
し
、
自
己
恩
赦
に
関
す
る
ヒ
ン
ト
が
隠
さ
れ
て
い
な

い
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
、
植
民
地
知
事
の
恩
赦
権
と
大
統
領
の
恩
赦
権
に
言
及
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

 

　
「
…
…
恩
赦
に
関
す
る
大
統
領
権
限
は
、
弾
劾
事
件
を
除
く

0

0

0

0

0

0

0

す
べ
て
の
事
件
に
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
知
事
は
、
反

逆
罪
と
殺
人
罪
を
除
く
す
べ
て
の
事
件
に
関
し
て
、
弾
劾
事
件
に
つ
い
て
さ
え
も
、
恩
赦
を
行
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
条
項
に
お
い
て
は
、

知
事
の
恩
赦
権
は
、
そ
の
政
治
的
結
果
を
考
慮
す
る
と
、
大
統
領
の
権
限
よ
り
も
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
政
府
に

反
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
陰
謀
や
計
画
で
、
現
実
の
反
逆
罪
に
ま
で
熟
さ
な
い
も
の
は
、
恩
赦
大
権
の
介
入
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
処
罰
を
免
れ

う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
知
事
が
、
こ
の
よ
う
な
陰
謀
の
首
班
で
あ
れ
ば
、
そ
の
計
画
が
具
体
的
敵
対
行

動
に
成
熟
す
る
に
い
た
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
知
事
は
、
そ
の
共
謀
者
や
腹
心
の
者
を
全
然
処
罰
を
受
け
さ
せ
な
い
で
赦
免
し
よ
う
と
思
え
ば

赦
免
で
き
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
合
衆
国
大
統
領
は
、
一
般
的
法
手
続
き
で
告
訴
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
反
逆
罪
に
対
し
て
さ
え
恩
赦
を

な
し
う
る
が
、
弾
劾
と
そ
の
有
罪
判
決
の
効
力
に
対
し
て
は
、
違
反
者
を
か
ば
っ
て
や
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
で
き
な
い
。
準
備
段
階
の
も
の

な
ら
す
べ
て
恩
赦
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
反
逆
計
画
の
最
終
的
段
階
を
遂
行
す
る
た
め
、
現
実
に
武
力
に
訴
え
て
万
一
失
敗
し

て
も
、
死
刑
と
財
産
没
収
か
ら
免
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
公
共
の
自
由
に
敵
対
す
る
活
動
に
着
手
し
、
そ
れ
を
根
強

く
や
り
つ
づ
け
る
大
き
な
誘
惑
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
免
罪
を
与
え
る
人
物
本
人
が
、
も
し
反
逆
事
件
の
結
果
に
巻
き
込

ま
れ
て
い
て
、
望
ま
れ
る
免
罪
を
彼
の
職
権
に
よ
っ
て
は
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
仮
定
す
れ
ば
、
最
後
に
は
恩
赦
を
与

え
ら
れ
る
と
い
う
こ
の
期
待
は
、
た
し
か
に
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」）

（1
（

（
傍
点
原
書
）

 　

多
少
文
意
を
と
り
づ
ら
い
箇
所
が
あ
る
も
の
の
、
自
己
恩
赦
に
間
接
的
に
関
連
し
う
る
部
分
が
あ
る
。
一
つ
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

知
事
の
よ
う
に
弾
劾
に
つ
い
て
さ
え
も
恩
赦
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
知
事
が
政
府
転
覆
を
企
て
た
場
合
で
あ
っ
て
も
反
逆
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事
件
に
至
る
手
前
の
段
階
で
あ
れ
ば
共
謀
者
を
恩
赦
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
共
謀
者
の
恩
赦
を
述
べ
て
い
る

だ
け
で
知
事
の
自
己
恩
赦
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
そ
の
手
前
の
箇
所
で
、
反
逆
事
件
に
至
ら
な
い
場
合
に
は
恩
赦
に
よ
っ
て

あ
ら
ゆ
る
処
罰
を
免
れ
う
る
と
し
て
い
る
点
は
自
身
も
そ
れ
に
含
ま
れ
る
と
解
釈
で
き
る
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、

こ
の
箇
所
は
知
事
と
大
統
領
を
比
較
し
て
い
る
部
分
な
の
で
、
仮
に
知
事
に
は
自
己
恩
赦
可
能
だ
と
し
て
も
、
大
統
領
に
は
不
可
と

い
う
解
釈
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
部
分
か
ら
は
自
己
恩
赦
の
可
否
に
つ
い
て
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
は
難
し
い
。

　

次
に
、
よ
り
直
截
的
に
恩
赦
権
を
扱
っ
て
い
る
第
七
四
編
を
み
て
み
よ
う
。
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
こ
こ
で
大
統
領
の
統
帥
権
と
恩
赦
権

を
取
り
上
げ
て
お
り
、
ま
さ
に
大
統
領
が
か
か
る
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
は

恩
赦
権
行
使
に
関
す
る
裁
量
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

 

　
「
大
統
領
は
ま
た
、『
合
衆
国
に
対
す
る
犯
罪
に
つ
き
、
弾
劾
の
場
合
を
除
く

0

0

0

0

0

0

0

0

ほ
か
、
刑
の
執
行
猶
予
お
よ
び
恩
赦
を
行
う
』〔
第
二
条
第

二
節
一
項
〕
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
人
道
と
善
政
と
の
命
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、
恩
赦
と
い
う
慈
悲
深
い
行
政
大
権
は
、
で
き
る
限
り
束

縛
さ
れ
た
り
妨
害
さ
れ
た
り
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
傾
向
に
あ
る
」）

（1
（

（
傍
点
原
書
）

 　

こ
の
箇
所
は
、
大
統
領
一
人
に
恩
赦
権
を
付
与
し
た
方
が
集
団
に
付
与
す
る
よ
り
も
適
切
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
文
脈
で
登
場

す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
恩
赦
権
の
行
使
は
集
団
で
行
う
よ
り
も
、
一
人
が
熟
考
し
て
冷
静
な
判
断
を
行
い
、
そ
の
責
任
を

引
き
受
け
た
方
が
よ
い
と
い
う
流
れ
に
続
く
箇
所
で
あ
る
。
自
己
恩
赦
と
の
関
係
で
は
二
通
り
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
一
つ
は
、

恩
赦
権
は
大
統
領
が
単
独
で
行
使
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
裁
量
は
広
く
認
め
ら
れ
る
の
で
、
自
己
恩
赦
も
可
能
と
い
う
解
釈
で

あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
制
約
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
の
は
、
集
団
で
恩
赦
権
を
行
使
す
る
と
諸
々
の
弊
害
が
生
じ
る
の
で
、
そ
う
し

た
集
団
的
制
約
を
か
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
大
統
領
の
恩
赦
権
行
使
の
裁
量
を
広
げ
る
と
い
う
趣
旨
で
は
な
い
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こ
と
か
ら
、
自
己
恩
赦
を
認
め
る
こ
と
の
根
拠
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
単
独
か
集
団
か
と
い
う
問
題
は
当
時
重
要
な
論
点
に
な
っ
て
い
た
反
逆
罪
に
も
関
わ
る
。
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
こ
の
問
題

も
ま
た
単
独
の
方
が
適
切
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。

 

　
「
擾
乱
と
か
暴
動
の
発
生
し
て
い
る
期
間
に
は
、
擾
乱
者
や
暴
徒
に
時
宜
に
適
し
た
恩
赦
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
の
平
穏
を
回
復

で
き
る
が
、
も
し
そ
の
時
機
を
事
態
の
改
善
に
役
立
て
ず
に
逃
し
て
し
ま
え
ば
、
後
で
後
悔
し
て
も
取
り
返
し
で
き
な
い
よ
う
な
危
急
存
亡

の
時
機
と
い
う
も
の
が
し
ば
し
ば
あ
る
も
の
だ
。
こ
の
対
策
の
承
認
を
得
る
目
的
で
、
立
法
部
ま
た
は
そ
の
一
院
を
召
集
す
る
と
い
う
ま
ど

ろ
か
し
い
手
続
き
は
、
ま
た
と
な
い
好
機
を
取
り
逃
が
す
こ
と
に
な
る
場
合
が
多
い
。」）

（1
（

 　

こ
こ
で
は
、
反
逆
者
に
対
し
て
適
宜
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
恩
赦
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
適
切
な
形
で
平
穏
を
取
り
戻
す
こ
と
が

可
能
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
単
独
で
迅
速
に
恩
赦
の
決
定
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
反
乱
等
が
起
き
た
場
合
に
は
そ
れ
を
鎮
圧
し
た
り
罰
し
た
り
す
る
よ
り
も
、
恩
赦
を
与
え
る
こ
と
で
鎮
静
化
で
き
る
場
合
が
あ

る
。
そ
の
た
め
に
は
反
逆
罪
も
恩
赦
の
対
象
に
含
め
て
お
き
、
そ
し
て
そ
れ
を
効
果
的
に
実
践
す
る
た
め
に
単
独
で
恩
赦
権
を
行
使

で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
言
述
を
総
合
的
に
踏
ま
え
る
と
、
そ
の
狙
い
は
効
果
的
な
恩
赦
の
実
現
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
え
る
。

そ
う
な
る
と
、
も
し
自
己
恩
赦
が
効
果
的
な
恩
赦
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
が
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
意
図
に
近
い
こ
と

に
な
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
大
統
領
の
職
務
を
効
果
的
に
行
う
た
め
に
は
在
職
中
の
罪
を
問
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い

う
理
由
で
自
己
恩
赦
を
正
当
化
す
る
こ
と
も
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
意
図
に
近
い
と
説
明
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
ハ
ミ
ル
ト
ン

は
自
己
恩
赦
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
自
己
恩
赦
を
効
果
的
な
手
段
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
み
る
解
釈
も
可
能
で



32（

自己恩赦の憲法適合性

あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、『
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
に
お
け
る
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
言
述
か
ら
た
だ
ち
に
自
己
恩
赦
の
可
否
を
判
断
す
る
こ
と
は
難

し
い）

11
（

。

Ⅱ　

司
法
の
解
釈

1　

広
範
な
恩
赦
権

　

連
邦
最
高
裁
は
恩
赦
に
関
す
る
判
断
を
い
く
つ
も
下
し
て
い
る
が
、
ま
だ
自
己
恩
赦
に
つ
い
て
判
断
し
た
こ
と
は
な
い
。
連
邦
最

高
裁
は
基
本
的
に
恩
赦
権
に
関
す
る
大
統
領
の
裁
量
を
広
く
解
す
る
傾
向
に
あ
る
。
と
り
わ
け
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
王
大
権
や
恩
赦
権

の
条
文
を
引
き
合
い
に
出
す
場
合
に
は
広
い
裁
量
を
認
め
る
こ
と
が
多
い
。
も
っ
と
も
、
権
力
分
立
に
基
盤
を
置
き
な
が
ら
解
釈
す

る
よ
う
に
な
る
と
、
大
統
領
の
自
律
権
と
し
て
位
置
付
け
な
が
ら
も
、
同
時
に
他
の
憲
法
規
定
と
の
関
係
に
も
言
及
す
る
よ
う
に
な

り
、
あ
る
種
の
限
界
が
見
え
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　

憲
法
制
定
後
し
ば
ら
く
す
る
と
、
恩
赦
に
関
す
る
事
件
が
連
邦
最
高
裁
ま
で
上
が
る
よ
う
に
な
る
が
、
連
邦
最
高
裁
は
大
統
領
の

恩
赦
権
に
関
す
る
裁
量
を
広
く
認
め
る
判
断
を
示
し
た
。
一
八
三
三
年
のU

nited States v. W
ilson

連
邦
最
高
裁
判
決）

1（
（

は
恩
赦

を
恩
恵
的
行
為
で
あ
る
と
し
て
大
統
領
の
裁
量
を
広
く
認
め
、
条
件
付
恩
赦
が
問
題
と
な
っ
た
一
八
五
五
年
のEx Parte W

ells

連
邦
最
高
裁
判
決）

11
（

は
恩
赦
が
国
王
の
権
限
で
あ
っ
た
こ
と
に
言
及
し
な
が
ら
、
大
統
領
の
裁
量
を
広
く
認
め
た
。
そ
の
た
め
、
初
期

の
判
決
は
恩
赦
権
を
国
王
大
権
に
近
い
も
の
と
位
置
づ
け
、
大
統
領
の
専
権
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。

　

と
り
わ
け
、
一
八
六
六
年
のEx Parte Garland

連
邦
最
高
裁
判
決）

11
（

は
憲
法
条
文
を
軸
に
他
権
と
の
関
係
に
触
れ
な
が
ら
、
恩

赦
権
の
自
律
性
を
強
調
す
る
判
断
を
下
し
た
。
フ
ィ
ー
ル
ド
（Stephen J. Field

）
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
、
憲
法
二
条
二
節
一
項
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の
恩
赦
権
規
定
を
確
認
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
憲
法
は
、
大
統
領
が
〝
弾
劾
の
場
合
を
除
き
、
合
衆
国
に
対
す
る
犯
罪
に

つ
い
て
刑
の
執
行
の
免
除
及
び
恩
赦
を
与
え
る
権
限
を
有
す
る
〟
と
定
め
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
規
定
さ
れ
る
権
限
は
、
例
外
の

場
合
を
除
き
無
制
限
で
あ
る
」）

11
（

と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
恩
赦
権
の
行
使
は
有
罪
判
決
の
前
後
を
問
わ
ず
可
能
で
あ
り
、
ま
た

立
法
的
統
制
に
服
さ
な
い
と
し
た
。
続
け
て
、
恩
赦
に
よ
っ
て
財
産
を
回
復
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
法
律
の
合
憲
性
が
問
わ

れ
た
一
八
七
一
年
のU

nited States v. K
lein

連
邦
最
高
裁
判
決）

11
（

は
権
力
分
立
に
基
づ
く
三
権
各
々
の
独
立
性
に
言
及
し
な
が
ら
、

恩
赦
権
に
対
す
る
立
法
的
統
制
に
つ
い
て
判
断
し
た
。
チ
ェ
イ
ス
（Salm

on P. Chase

）
長
官
の
法
廷
意
見
は
、
三
権
は
各
々
他
の

機
関
か
ら
独
立
し
て
お
り
、
執
行
府
の
み
が
恩
赦
権
を
有
す
る
の
で
、
立
法
府
が
そ
の
効
力
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
は
恩
赦
を
執
行
府
の
専
権
事
項
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
大
統
領
の
裁
量
を

広
く
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
自
己
恩
赦
も
裁
量
と
し
て
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、Ex Parte Garland

判
決
は
憲
法
条
文
を
軸
に
し
た
解
釈
を
行
い
、
恩
赦
権
の
行
使
は
条
文
が
例
外
と
し
て
定
め
た
「
弾
劾
」
を
除
い
て
無
制
約
で
あ
る

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
自
己
恩
赦
が
例
外
事
由
と
な
っ
て
い
な
い
以
上
、
そ
れ
も
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
高
く
な
る
。

2　

外
在
的
限
界
？

　

し
か
し
、
恩
赦
が
第
三
者
と
の
関
係
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

一
八
七
五
年
のO
sborn v. U

nited States

連
邦
最
高
裁
判
決）

11
（

で
は
、
恩
赦
を
受
け
た
こ
と
を
理
由
に
政
府
に
没
収
さ
れ
た
財
産

を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。
フ
ィ
ー
ル
ド
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
そ
の
財
産
が
第
三
者
の
手
に
渡
っ
て
い
な

け
れ
ば
財
産
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
第
三
者
に
渡
っ
て
い
る
場
合
に
は
恩
赦
の
効
力
が
及
ば
な
い
可
能
性
を
示
し
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
一
八
七
七
年
のK

note v. U
nited States

連
邦
最
高
裁
判
決）

11
（

で
は
、
政
府
が
犯
罪
者
か
ら
没
収
し
た
財
産
を
第

三
者
に
売
却
し
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
に
大
赦
（
恩
赦
）
に
よ
っ
て
そ
れ
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
争
点
と
な
り
、
再
び
フ
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ィ
ー
ル
ド
裁
判
官
が
法
廷
意
見
を
書
い
た
。
法
廷
意
見
は
、
恩
赦
は
有
罪
判
決
の
執
行
に
伴
う
第
三
者
に
与
え
ら
れ
た
権
利
に
影
響

を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
し
、
没
収
財
産
の
売
却
金
を
恩
赦
に
よ
っ
て
取
り
戻
す
こ
と
も
で
き
な
い
と
し
た
。
な
お
、
そ
の
よ

う
な
場
合
に
ま
で
財
産
を
保
護
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
連
邦
議
会
が
法
律
を
制
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
。
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か

ら
も
恩
赦
権
に
限
界
を
設
け
る
判
断
が
続
い
た
。
一
九
一
四
年
のCarlesi v. N

ew
 Y

ork

連
邦
最
高
裁
判
決）

11
（

は
恩
赦
を
受
け
た
犯

罪
事
実
を
理
由
に
再
犯
加
重
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
ホ
ワ
イ
ト
（Edw

ard D
. W

hite

）
長
官
の
法
廷

意
見
は
、
恩
赦
の
対
象
と
な
っ
た
犯
罪
行
為
を
罰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
犯
罪
事
実
に
基
づ
い
て
再
犯
加
重
を
行
う
こ
と

は
可
能
で
あ
る
と
し
た
。

　

一
九
二
五
年
のEx Parte Grossm

an

連
邦
最
高
裁
判
決）

11
（

で
は
恩
赦
が
裁
判
所
侮
辱
罪
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
が

争
わ
れ
た
。
タ
フ
ト
（W

illiam
 H

ow
ard T

aft

）
長
官
の
法
廷
意
見
は
、
憲
法
上
恩
赦
の
限
界
は
弾
劾
の
み
で
あ
る
こ
と
、
イ
ギ
リ

ス
国
王
が
裁
判
所
侮
辱
罪
に
対
し
て
も
恩
赦
を
与
え
て
き
た
こ
と
、
恩
赦
も
公
正
な
司
法
の
一
部
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
言
及
し
、
裁

判
所
侮
辱
罪
に
対
し
て
も
適
用
可
能
で
あ
る
と
し
た
。

3　

権
力
分
立
上
の
基
盤

　

一
九
二
七
年
のBiddle v. Perovich

連
邦
最
高
裁
判
決）

11
（

は
恩
赦
の
公
益
的
側
面
に
言
及
し
た
。
こ
の
事
件
で
は
減
刑
（
恩
赦
）

に
対
す
る
不
同
意
が
争
わ
れ
、
ホ
ー
ム
ズ
（O

liver W
endell H

olm
es Jr.

）
裁
判
官
が
法
廷
意
見
を
書
い
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
恩

赦
は
立
憲
政
体
の
一
部
分
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
科
さ
れ
た
刑
を
軽
く
す
る
こ
と
で
公
益
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

そ
し
て
法
廷
意
見
は
、
恩
赦
は
公
益
促
進
の
た
め
に
行
わ
れ
る
た
め
、
恩
赦
を
受
け
る
者
の
諾
否
と
は
関
係
な
い
と
し
、
憲
法
上
の

限
界
で
あ
る
弾
劾
を
対
象
と
し
な
い
以
上
、
恩
赦
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。

　

も
っ
と
も
、
一
九
七
四
年
のSchick v. Reed

連
邦
最
高
裁
判
決）

1（
（

は
再
び
イ
ギ
リ
ス
の
国
王
大
権
由
来
の
恩
赦
権
に
言
及
し
て
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判
断
し
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
恩
赦
に
仮
釈
放
を
行
わ
な
い
と
い
う
条
件
を
付
け
る
こ
と
が
恩
赦
権
の
裁
量
を
逸
脱
し
て
い
る
か
ど

う
か
が
争
わ
れ
た
。
バ
ー
ガ
ー
（W

arren E. Burger

）
長
官
の
法
廷
意
見
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
憲
法
制
定
者
は
十
分
な
議
論
を

行
わ
な
か
っ
た
と
し
つ
つ
、
イ
ギ
リ
ス
を
参
照
し
て
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
確
認
し
、
恩
赦
に
は
憲
法
上
の
限
界
で
あ
る

弾
劾
を
除
き
広
い
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
大
統
領
は
恩
赦
権
の
行
使
に
際
し
憲
法
に
反
し
な
い
限
り
条
件
を
付
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
件
に
は
Ｔ
・
マ
ー
シ
ャ
ル
（T

hurgood M
arshall

）
裁
判
官
の
反
対
意
見
が
つ
け

ら
れ
て
い
る）

11
（

。
Ｔ
・
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
に
よ
れ
ば
、
恩
赦
権
の
行
使
は
法
律
の
範
囲
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
裁

判
所
の
判
決
自
体
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。

　

以
上
の
判
例
法
理
を
踏
ま
え
る
と
、
大
統
領
は
恩
赦
権
の
行
使
に
つ
い
て
広
範
な
裁
量
を
有
す
る
が
、
そ
の
根
拠
は
国
王
大
権
に

由
来
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
加
え
、
権
力
分
立
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
恩
赦
権
の
限
界
に
つ
い
て

は
、
憲
法
に
明
示
さ
れ
た
弾
劾
を
除
い
て
存
在
し
な
い
が
、
第
三
者
効
な
ど
は
否
定
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、Biddle v. Perovich

判
決
が
示
し
た
公
益
促
進
と
い
う
点
を
重
く
受
け
止
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
恩
赦
権
の
行
使
は
私
益
で
は
な
く
公
益
に
関
わ
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
限
が
か
か
る
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、Schick v. Reed

判
決
が
憲
法
に
反
し
て
は

な
ら
な
い
と
し
た
部
分
に
つ
き
、
弾
劾
以
外
に
も
、
他
の
憲
法
規
定
に
反
し
て
は
な
ら
な
い
と
拡
大
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。
こ
れ
ら
の
点
は
自
己
恩
赦
に
も
関
わ
る
部
分
で
あ
る
。

Ⅲ　

執
行
府
の
解
釈

1　

ニ
ク
ソ
ン
政
権

　

自
己
恩
赦
が
大
き
な
注
目
を
集
め
た
の
は
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
事
件
で
あ
っ
た
。
民
主
党
本
部
の
あ
る
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
ビ
ル
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に
盗
聴
器
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
た
際
、
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
が
そ
れ
に
関
与
し
て
い
る
疑
い
が
生
じ
、
下
院
で
は
大

統
領
を
弾
劾
裁
判
で
訴
追
す
る
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
た
。
下
院
司
法
委
員
会
が
大
統
領
弾
劾
発
議
案
を
採
択
す
る
と
、
ニ
ク
ソ
ン

大
統
領
は
辞
任
し
て
事
件
の
幕
引
き
を
は
か
っ
た
。
そ
の
後
、
大
統
領
に
昇
格
し
た
フ
ォ
ー
ド
大
統
領
が
ニ
ク
ソ
ン
に
対
し
て
当
該

事
件
に
つ
い
て
の
恩
赦
を
与
え
た
こ
と
で
、
事
件
は
沈
静
化
し
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
事
件
で
は
自
己
恩
赦
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
は

な
い
が
、
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
は
弾
劾
寸
前
ま
で
追
い
込
ま
れ
た
際
に
自
己
恩
赦
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
た
。
弾
劾
が
成
立
す
る
と
恩

赦
の
対
象
外
と
な
る
た
め
、
ニ
ク
ソ
ン
は
弾
劾
前
に
自
己
恩
赦
す
る
か
辞
任
後
に
大
統
領
に
な
っ
た
人
物
に
恩
赦
し
て
も
ら
う
か
の

い
ず
れ
か
を
選
ぶ
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
司
法
省
法
律
顧
問
は
、
当
初
、
現
職
大
統
領
が
訴
追
さ
れ
る
と
、
大
統
領
の
憲
法
上
の
責
務
遂
行
が
阻
害

さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
弾
劾
さ
れ
る
か
辞
任
す
る
ま
で
大
統
領
は
訴
追
さ
れ
な
い
と
回
答
し
て
い
た）

11
（

。
と
は
い
え
、
大
統
領
職
か
ら

し
り
ぞ
い
た
後
は
訴
追
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
自
己
恩
赦
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
後
日
、
司
法
省
法
律
顧
問
は
自
己
恩

赦
に
つ
い
て
検
討
し
、
き
わ
め
て
簡
潔
に
こ
れ
を
否
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
何
人
も
自
分
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
法
原
則
に
言
及
し
て
そ
れ
を
否
定
し
た
の
で
あ
る）

11
（

。
も
っ
と
も
、
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
の
弁
護
士
は
自
己
恩
赦
が
可
能
で
あ
る
と

助
言
し
て
い
た
と
さ
れ
る）

11
（

。

2　

Ｇ
・
Ｈ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
政
権

　

次
に
、
若
干
な
が
ら
自
己
恩
赦
が
検
討
さ
れ
た
事
例
と
し
て
イ
ラ
ン
・
コ
ン
ト
ラ
事
件
に
絡
む
問
題
が
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
レ

ー
ガ
ン
政
権
が
テ
ロ
リ
ス
ト
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
人
を
解
放
さ
せ
る
た
め
に
イ
ラ
ン
と
取
引
を
行
っ
た
際
に
、
イ
ラ
ン
に

武
器
を
売
却
し
、
そ
の
代
金
を
ニ
カ
ラ
グ
ア
の
ゲ
リ
ラ
組
織
で
あ
る
コ
ン
ト
ラ
に
流
し
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
と
き
、
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
（George H

. W
. Bush

）
副
大
統
領
が
関
わ
っ
て
い
た
と
さ
れ
、
彼
が
大
統
領
に
就
任
し
た
後



332

法学研究 98 巻 1 号（2025：1）

も
尾
を
引
く
こ
と
に
な
っ
た
。
事
件
の
捜
査
に
あ
た
っ
て
い
た
独
立
検
察
官
は
レ
ー
ガ
ン
（Ronald Reagan

）
政
権
時
に
国
防
長

官
で
あ
っ
た
ワ
イ
ン
バ
ー
ガ
ー
（Caspar W

einberger

）
な
ど
政
府
職
員
を
起
訴
し
た
た
め
、
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
が

彼
ら
を
恩
赦
す
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
自
身
が
関
わ
っ
て
い
た
疑
惑
を
な
く
す
た
め
に
自
己
恩
赦
す
る
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
て
い

る
と
い
う
報
道
が
な
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
憲
法
は
自
己
恩
赦
を
禁
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
可
能
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
あ

れ
ば
、
自
己
恩
赦
は
正
義
に
反
す
る
の
で
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
見
解
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る）

11
（

。
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は

ワ
イ
ン
バ
ー
ガ
ー
に
対
し
て
恩
赦
を
行
っ
た
も
の
の
、
結
局
、
自
己
恩
赦
は
行
わ
な
か
っ
た
。

3　

ク
リ
ン
ト
ン
政
権

　

自
己
恩
赦
の
問
題
が
連
邦
議
会
の
委
員
会
で
取
り
ざ
た
さ
れ
た
の
が
ク
リ
ン
ト
ン
（W

illiam
 Clinton

）
政
権
の
時
で
あ
っ
た
。

ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
は
、
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
知
事
時
代
の
政
治
資
金
問
題
（
ホ
ワ
イ
ト
ウ
ォ
ー
タ
ー
事
件
）、
セ
ク
ハ
ラ
訴
訟
、
不
倫

偽
証
疑
惑
な
ど
様
々
な
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
明
る
み
に
な
り
、
独
立
検
察
官
の
捜
査
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
時
に
下
院
は
弾
劾

裁
判
を
視
野
に
入
れ
、
下
院
司
法
委
員
会
は
弾
劾
裁
判
の
た
め
の
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
が
自
己
恩
赦
で

き
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
考
え
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
。

　

ク
リ
ン
ト
ン
政
権
が
自
己
恩
赦
を
す
る
予
定
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
き
、
同
委
員
会
で
証
言
を
行
っ
た
ラ
フ
（Charles F.C. 

Ruff

）
大
統
領
法
律
顧
問
は
、
大
統
領
が
自
己
恩
赦
を
行
う
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
質
問
に
つ
き
、
そ
の
よ
う
な
予
定
は
な
い
と
回

答
し
て
い
る）

11
（

。
こ
の
回
答
か
ら
は
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
内
で
自
己
恩
赦
を
検
討
し
た
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
も
の

の
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
実
行
す
る
意
思
は
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
委
員
会
に
お
い
て
興
味
深
い
の
は
、
連
邦
議
会
議
員
が
自
己
恩
赦
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
が
明
ら
か

に
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
同
委
員
会
に
お
い
て
グ
ッ
ド
ラ
テ
（Bob Goodlatte
）
下
院
議
員
は
、「
現
在
、
合
衆
国
大
統
領
は
自
分
に
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対
し
て
恩
赦
権
を
行
使
で
き
る
と
い
う
の
が
有
力
な
見
解
で
す
」）

11
（

と
述
べ
た
上
で
、「
も
し
大
統
領
が
そ
れ
を
行
使
し
た
場
合
、
恩

赦
権
に
つ
い
て
は
憲
法
二
条
が
弾
劾
の
場
合
を
除
き
合
衆
国
に
対
す
る
犯
罪
に
対
し
て
刑
の
執
行
停
止
や
恩
赦
を
与
え
る
権
限
を
付

与
し
て
い
る
と
い
う
条
文
が
そ
れ
を
支
え
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
な
る
と
、
も
し
大
統
領
が
自
分
を
恩
赦
す
る
権
限
を
有

し
、
彼
が
辞
職
す
る
ま
で
訴
追
さ
れ
な
い
と
い
う
見
解
が
有
力
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
弾
劾
権
限
行
使
に
関
す
る
本
委
員
会
の
責
務
に

つ
い
て
の
あ
な
た
の
見
解
は
、
も
し
大
統
領
が
収
監
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
重
大
犯
罪
を
行
っ
た
場
合
で
も
、
合
衆
国
大
統
領
は
法

の
上
に
あ
る
存
在
に
な
り
ま
せ
ん
か
。」）

11
（

と
述
べ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
グ
ッ
ド
ラ
テ
議
員
は
、「
合
衆
国
大
統
領
は
恩
赦
権
を
有
し
、
ま
た
大
統
領
は
自
分
を
恩
赦
で
き
る
と
い
う
の
が
有
力
な

見
解
で
す
。
本
件
に
絡
む
一
連
の
起
訴
の
可
能
性
は
、
そ
の
是
非
は
と
も
か
く
、
大
統
領
が
退
任
し
た
後
の
現
実
的
な
理
由
か
、
あ

る
い
は
大
統
領
が
自
分
に
恩
赦
を
与
え
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
現
状
を
踏
ま
え
る
と
、
行
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
か
。」）

11
（

と
ウ
ェ
ル
ド
（W

illiam
 F. W

eld

）
元
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
知
事
に
質
問
し
、
ウ
ェ
ル
ド
元
知
事
が
「
私
は

大
統
領
が
自
分
を
恩
赦
す
る
と
は
思
え
な
い
」）

1（
（

と
回
答
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
グ
ッ
ド
ラ
テ
は
、「
と
も
あ
れ
、
大
統
領
は
恩
赦
権

を
有
し
、
憲
法
は
弾
劾
さ
れ
た
場
合
を
除
く
と
い
う
明
確
な
例
外
を
設
け
て
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
弾
劾
さ
れ
た
場
合
に
は
、
大

統
領
は
自
分
を
恩
赦
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
、
辞
任
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
す
ね
」）

11
（

と
述
べ
た
。

　

こ
の
や
り
取
り
を
見
る
と
、
自
己
恩
赦
が
可
能
だ
と
い
う
見
解
が
有
力
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
発
言
は
グ
ッ
ド
ラ
テ
議
員
個
人
の
見
解
に
す
ぎ
な
い
が
、
自
己
恩
赦
を
肯
定
す
る
見
解
が
「
有
力
で
あ
る
」（prevailing 

opinion

）
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
そ
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
い
う
と
こ
ろ

の
有
力
な
見
解
と
は
何
を
指
す
の
か
、
す
な
わ
ち
学
説
上
の
こ
と
か
、
実
務
上
の
こ
と
か
、
立
法
府
内
の
こ
と
か
、
執
行
府
内
の
こ

と
か
、
い
ず
れ
を
指
す
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
理
由
も
提
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
法
的
検
討
が
で
き
な
い

と
い
う
問
題
も
あ
る
。
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4　

ト
ラ
ン
プ
政
権

　

在
任
期
間
中
に
幾
度
と
な
く
自
己
恩
赦
を
検
討
し
た
の
が
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
で
あ
っ
た
。
最
初
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
い
わ
ゆ
る

ロ
シ
ア
疑
惑
（
ロ
シ
ア
ゲ
ー
ト
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
と
ロ
シ
ア
と
の
間
に
不
正
な
協
力
関
係
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
特
に
二
〇
一
六
年
の
大
統
領
選
挙
に
ロ
シ
ア
が
関
与
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
疑
惑
が
取
り
ざ

た
さ
れ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
特
別
検
察
官
が
設
置
さ
れ
て
捜
査
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
際
に
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は

一
部
関
係
者
に
恩
赦
を
与
え
、
さ
ら
に
自
己
恩
赦
に
つ
い
て
もT

w
itter

で
言
及
し
た）

11
（

。
す
な
わ
ち
、「
多
く
の
法
学
者
が
言
っ
て

い
る
よ
う
に
、
私
は
自
分
を
恩
赦
す
る
絶
対
的
権
限
を
有
す
る
…
…
」）

11
（

と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
二
一
年
、
大
統
領
任
期

終
了
が
迫
る
中
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
連
邦
議
会
襲
撃
事
件
等
の
一
連
の
法
的
責
任
が
問
わ
れ
そ
う
な
問
題
に
つ
き
、
自
己
恩
赦
の

検
討
を
行
っ
た
と
さ
れ
る）

11
（

。
結
局
、
こ
の
と
き
も
自
己
恩
赦
は
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
大
統
領
自
身
は
自
己
恩
赦
で
き
る
と
考
え

て
い
た
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　

以
上
の
ケ
ー
ス
を
踏
ま
え
る
と
、
執
行
府
内
で
も
自
己
恩
赦
の
可
否
に
つ
い
て
は
意
見
が
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ

し
、
理
論
上
は
自
己
恩
赦
可
能
で
あ
る
も
の
の
諸
々
の
事
情
を
考
え
て
そ
の
実
践
は
難
し
い
と
す
る
見
解
が
有
力
な
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
の
グ
ッ
ド
ラ
テ
議
員
の
発
言
か
ら
も
う
か
が
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
実
際
に
自
己
恩
赦
を
実

行
し
た
こ
と
が
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
う
し
た
位
置
づ
け
に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
理
論
上
可
能
と
さ
れ
る
割
に
は
、

そ
の
理
論
的
根
拠
は
定
か
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
を
否
定
す
る
見
解
の
方
が
法
の
支
配
の
原
則
―
―
何
人
も
自
分
を
裁
く
こ
と

は
で
き
な
い
―
―
を
提
示
し
て
お
り
、
そ
の
根
拠
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
実
務
的
理
由
を
考
え
る
と
、
そ
れ
が
理
論
に
影
響
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
弾
劾
と

の
関
係
で
あ
る
。
前
記
の
多
く
の
ケ
ー
ス
が
そ
う
で
あ
る
が
、
執
行
府
が
自
己
恩
赦
の
可
能
性
を
探
る
場
合
は
当
該
大
統
領
の
弾
劾

が
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
憲
法
が
弾
劾
を
恩
赦
か
ら
除
外
し
て
い
る
以
上
、
恩
赦
に
よ
っ
て
弾
劾
を
免
れ
る
こ
と
は
で
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き
な
い
わ
け
で
あ
り
、
弾
劾
が
成
立
し
た
場
合
に
恩
赦
に
よ
っ
て
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
大
統
領
は

憲
法
違
反
の
懸
念
ま
た
は
実
質
的
効
果
の
欠
如
を
理
由
に
自
己
恩
赦
を
見
送
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
践
は
、
憲
法
が

弾
劾
の
み
を
恩
赦
か
ら
除
外
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
抵
触
し
な
い
形
で
あ
れ
ば
自
己
恩
赦
可
能
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
立
脚

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
己
恩
赦
の
理
論
的
根
拠
は
憲
法
条
文
が
弾
劾
の
み
を
除
外
し
て
い
る
こ
と
に

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

Ⅳ　

論
争
へ

　

憲
法
制
定
者
の
意
図
、
判
例
、
執
行
府
の
解
釈
か
ら
は
自
己
恩
赦
の
可
否
を
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
学
説
は
そ
れ

ら
を
素
材
に
し
な
が
ら
議
論
を
展
開
し
、
賛
否
が
分
か
れ
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

1　

条
文
構
造
と
条
文
解
釈

　

憲
法
二
条
二
節
一
項
の
条
文
解
釈
に
つ
い
て
は
主
に
二
つ
の
争
点
が
あ
る
。
一
つ
は
文
言
の
意
味
に
つ
い
て
で
あ
る
。
同
条
項
は

「
大
統
領
は
…
…
恩
赦
を
与
え
る
権
限
を
有
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
与
え
る
」（grant

）
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ

て
い
る
が
、
一
般
に
、
自
分
で
自
分
に
与
え
る
と
は
い
わ
な
い）

11
（

。
つ
ま
り
、
他
者
に
恩
赦
を
与
え
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
言
葉
が

用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
自
己
恩
赦
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
帰
結
が
導
か
れ
る
。
ま
た
、「
恩
赦
」（pardon

）
と
い
う
言
葉
は
、

一
般
に
、
他
者
を
許
す
際
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
自
分
を
赦
す
た
め
に
使
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い）

11
（

。
し
た
が
っ
て
、
恩
赦
条

項
は
文
言
上
自
己
恩
赦
を
想
定
し
て
い
な
い
と
い
う
解
釈
が
成
り
立
つ
。
た
だ
し
、
個
々
の
言
葉
の
み
で
条
文
解
釈
が
終
わ
る
わ
け

で
は
な
く
、
条
文
全
体
が
指
す
意
味
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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そ
こ
で
条
文
全
体
の
意
味
を
考
え
て
み
る
。
恩
赦
条
項
は
、「
大
統
領
は
弾
劾
の
場
合
を
除
い
て
、
…
…
恩
赦
を
与
え
る
権
限
を

有
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
恩
赦
権
の
行
使
に
つ
き
、
弾
劾
以
外
に
は
制
限
が
か
け
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
条
文
を

素
直
に
読
め
ば
、
恩
赦
権
の
行
使
に
は
弾
劾
を
除
い
て
限
界
が
な
く
、
自
己
恩
赦
も
認
め
ら
れ
る
と
い
う
解
釈
が
成
り
立
ち
う
る）

11
（

。

さ
ら
に
い
え
ば
、
除
外
事
項
の
明
示
の
意
味
も
そ
う
し
た
解
釈
を
補
強
す
る
側
面
が
あ
る
。
条
文
が
恩
赦
除
外
事
項
と
し
て
弾
劾
を

明
示
し
て
い
る
以
上
、
除
外
事
項
が
あ
れ
ば
明
示
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
想
定
が
働
く
。
条
文
に
は
弾
劾
以
外
に
は
除
外
事
由

が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
以
外
に
恩
赦
権
の
行
使
に
限
界
が
な
い
こ
と
と
な
り
、
自
己
恩
赦
も
可
能
で
あ
る

と
い
う
解
釈
に
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
与
え
る
」
や
「
恩
赦
」
な
ど
個
々
の
単
語
が
自
己
恩
赦
を
想
定
し
た
意
味
を
有
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
恩
赦
権
行
使
の
限
界

と
い
う
問
題
を
考
え
る
と
き
に
は
、
条
文
全
体
の
意
味
が
重
要
に
な
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
言
葉
の
意
味
だ
け
を
も
っ
て
た
だ
ち
に
結

論
に
つ
な
が
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
し
て
弾
劾
事
由
の
み
が
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
自
己
恩
赦
は
禁
止
さ
れ
て
い

な
い
と
解
す
る
こ
と
が
妥
当
な
意
味
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
。

　

そ
の
よ
う
な
解
釈
は
憲
法
制
定
過
程
の
議
論
に
も
関
わ
る
。
制
定
過
程
で
は
反
逆
罪
も
除
外
事
由
と
す
べ
き
か
ど
う
か
が
議
論
さ

れ
た
。
結
果
的
に
弾
劾
の
み
が
除
外
事
由
と
し
て
設
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
恩
赦
権
の
限
界
を
念
頭
に
置
い
た
議
論

が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
れ
が
恩
赦
権
の
重
要
な
争
点
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
文
脈
に
基
づ
い
て
自
己
恩
赦
の

是
非
を
考
え
る
と
、
弾
劾
事
由
を
除
き
限
界
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
自
己
恩
赦
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
導
か
れ
る
わ

け
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
解
釈
を
採
用
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
も
し
自
己
恩
赦
が
弾
劾
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
認
め
ら

れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
ト
ラ
イ
ブ
（Laurence H

. T
ribe

）
ら
は
、
自
己
恩
赦
は
憲
法
が
恩
赦
の
除
外
事
項
と
し
て
弾
劾
を
明

示
し
て
い
る
こ
と
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
と
主
張
す
る）

11
（

。
自
己
恩
赦
は
弾
劾
を
回
避
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
た
め
、
憲
法
条
文
に
反
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す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
た
と
え
自
己
恩
赦
が
実
施
さ
れ
て
も
連
邦
議
会
の
弾
劾
を
妨
げ
な
け
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
反
論
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
弾
劾
が
可
決
し
た
場
合
に
の
み
自
己
恩
赦
に
よ
っ
て
そ
の
効
果
を
免
れ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
弾
劾
が
可
決
す
る
前
に
自
己
恩
赦
を
行
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
弾
劾
を
妨
げ

て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
自
己
恩
赦
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

そ
う
な
る
と
、
弾
劾
回
避
と
な
る
自
己
恩
赦
と
弾
劾
回
避
と
な
ら
な
い
自
己
恩
赦
を
区
別
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
憲

法
二
条
四
節
は
弾
劾
対
象
に
つ
い
て
、「
反
逆
罪
、
収
賄
罪
、
そ
の
他
の
重
大
な
犯
罪
及
び
非
違
行
為
」
と
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
ら
以
外
の
事
由
で
あ
れ
ば
自
己
恩
赦
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、「
そ
の
他
重
大
犯
罪
及
び
非
違
行
為
」（other 

high crim
es and m

isdem
eanors

）
の
対
象
は
広
く
、
お
よ
そ
す
べ
て
の
犯
罪
が
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る

と
、
弾
劾
対
象
と
な
る
恩
赦
と
弾
劾
対
象
と
な
ら
な
い
恩
赦
を
区
別
す
る
の
は
困
難
と
な
り
、
自
己
恩
赦
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
自
己
恩
赦
に
限
ら
れ
な
い
点
も
同
時
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
恩
赦
条
項
は
そ
も
そ
も
自
己

恩
赦
に
限
ら
ず
他
者
に
対
す
る
恩
赦
で
あ
っ
て
も
弾
劾
を
除
外
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
も
し
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
が
将

来
的
に
弾
劾
事
由
に
な
る
と
い
う
理
由
で
恩
赦
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
現
職
の
公
務
員
に
対
し
て
恩
赦
を
実
施
す
る
こ
と

は
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
う
し
た
形
で
行
わ
れ
て
き
た
す
べ
て
の
恩
赦
が
無
効
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
恩

赦
に
そ
の
よ
う
な
限
界
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
弾
劾
を
除
外
す
る
と
い
う
記
述
で
は
な
く
、
現
職
公
務
員
を
除
外
す
る
と
い
う
記
述
が

あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
弾
劾
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
現
職
公
務
員
に
対
す
る
恩
赦
を

排
除
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
恩
赦
条
項
に
よ
る
弾
劾
の
除
外
は
弾
劾
に
よ
っ
て
有
罪
判
決
を
受
け
た
場
合
を

念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る）

11
（

。
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か
か
る
解
釈
を
と
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
自
己
恩
赦
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
弾
劾
に
よ
っ
て
有
罪
判
決

を
受
け
た
場
合
に
の
み
自
己
恩
赦
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
仮
に
自
己
恩
赦
を
認
め
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
憲
法
は

恩
赦
の
対
象
か
ら
弾
劾
を
除
外
し
て
い
る
の
で
、
弾
劾
に
よ
る
統
制
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
辞
任
直

前
に
自
己
恩
赦
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
弾
劾
訴
追
が
間
に
合
わ
な
い
こ
と
、
与
党
が
連
邦
議
会
で
過
半
数
を
占
め
て
い
る
場
合
に
は

弾
劾
が
事
実
上
困
難
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
弾
劾
に
よ
っ
て
恩
赦
権
の
濫
用
を
止
め
る
こ
と
は
難
し
い
と
の
指
摘
が
あ
る）

1（
（

。

ま
た
、
弾
劾
訴
追
が
始
ま
っ
た
後
に
自
己
恩
赦
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
弾
劾
の
統
制
機
能
が
弱
め
ら
れ
る
可

能
性
も
あ
る
。
な
お
、
恩
赦
の
対
象
は
「
合
衆
国
に
対
す
る
犯
罪
」
と
な
っ
て
お
り
、
州
に
対
す
る
犯
罪
は
そ
の
対
象
に
は
な
ら
な

い
た
め
、
大
統
領
の
恩
赦
権
濫
用
が
懸
念
さ
れ
る
場
合
に
は
、
州
に
よ
る
統
制
が
可
能
と
い
う
見
解
も
あ
り
う
る
。

2　

構
造
的
解
釈

　

も
っ
と
も
、
恩
赦
条
項
の
解
釈
だ
け
で
決
着
が
つ
く
わ
け
で
は
な
く
、
特
に
統
治
関
連
の
条
文
は
他
の
条
文
と
密
接
に
関
連
し
て

い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
の
で
、
他
の
条
文
と
合
わ
せ
て
構
造
的
解
釈
を
考
え
る
必
要
も
あ
る
。

　

実
際
、
連
邦
最
高
裁
は
別
の
条
文
を
参
照
し
な
が
ら
恩
赦
の
効
果
に
つ
い
て
判
断
し
た
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、K

note v. 

U
nited States

連
邦
最
高
裁
判
決）

11
（

は
、
大
統
領
の
恩
赦
に
よ
っ
て
す
で
に
被
告
人
か
ら
財
務
省
に
支
払
わ
れ
た
財
産
を
引
き
出
す

こ
と
は
で
き
ず
、
憲
法
一
条
七
節
一
項
の
「
歳
入
を
徴
収
す
る
す
べ
て
の
法
律
案
は
、
下
院
に
先
に
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」
と
す
る
規
定
に
着
目
し
、
連
邦
議
会
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
も
、
連
邦
最
高
裁
は
「
憲
法
は
恩
赦
権
に
こ
う

し
た
限
界
を
設
け
て
い
る
」）

11
（

と
述
べ
た
た
め
、
他
の
条
文
と
の
関
係
で
限
界
が
生
じ
る
余
地
が
あ
る
。

　

リ
ー
ブ
＝
シ
ュ
ガ
ー
マ
ン
（Ethan J. Leib and Jed H

andelsm
an Shugerm

an

）
は
、
信
託
的
立
憲
主
義
（Fiduciary 

Constitutionalism

）
の
観
点
か
ら
執
行
権
お
よ
び
誠
実
執
行
条
項
を
解
釈
し
、
自
己
恩
赦
の
可
否
を
検
討
し
て
い
る）

11
（

。
信
託
的
立
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憲
主
義
と
は
、
憲
法
に
基
づ
く
国
家
と
国
民
の
関
係
を
信
託
の
観
点
か
ら
説
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
公
務
員
は
国
民
の
信
託
を
受
け

て
職
務
を
行
使
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
受
益
者
た
る
国
民
の
た
め
、
す
な
わ
ち
公
益
の
た
め
に
権
限
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
政
治
権
力
は
公
益
の
た
め
に
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
私
益
の
た
め
に
行
使
す
る
場
合
に

は
信
託
義
務
違
反
と
な
る
。

　

か
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
執
行
府
は
憲
法
条
文
に
よ
っ
て
直
接
信
託
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
が
憲
法
二
条
三
節
の
誠
実

執
行
条
項
で
あ
る
。
同
条
項
は
、「
大
統
領
は
法
律
が
誠
実
に
執
行
さ
れ
る
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
お
り
、

ま
さ
に
誠
実
執
行
義
務
を
大
統
領
に
課
し
て
い
る
。
私
益
に
基
づ
く
執
行
権
行
使
は
誠
実
執
行
と
は
い
え
ず
、
配
慮
義
務
を
怠
っ
た

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
二
条
一
節
八
項
は
大
統
領
の
忠
誠
宣
誓
の
内
容
に
つ
き
、「
私
は
合
衆
国
大
統
領
の
職
務
を
誠
実
に
遂
行
し

…
…
」
と
定
め
て
お
り
、
こ
の
部
分
も
誠
実
遂
行
義
務
を
課
し
て
い
る
。

　

か
れ
ら
は
こ
の
誠
実
執
行
条
項
の
解
釈
を
自
己
恩
赦
の
可
否
に
当
て
は
め
、
そ
の
可
能
性
を
否
定
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
誠
実

執
行
条
項
に
よ
り
、
大
統
領
は
公
益
を
実
現
す
る
た
め
に
恩
赦
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
が
、
自
己
恩
赦
は
公
益
で

は
な
く
私
益
に
絡
む
の
で
、
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
こ
う
し
た
誠
実
執
行
条
項
の
理
解
は
解
釈
の
み
な
ら

ず
、
歴
史
的
に
も
実
証
さ
れ
て
き
た
と
し
て
い
る）

11
（

。

　

リ
ー
ブ
＝
シ
ュ
ガ
ー
マ
ン
は
自
己
恩
赦
の
問
題
を
恩
赦
権
条
項
よ
り
も
誠
実
執
行
条
項
を
軸
に
検
討
し
て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。

実
際
、
誠
実
執
行
条
項
の
憲
法
制
定
者
の
意
図
を
探
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
専
制
の
教
訓
を
踏
ま
え
て
権
力
を
制
限
す
る
た
め
に
当
該

規
定
を
設
け
た
と
い
う
理
解
が
あ
る
反
面
、
そ
の
後
の
実
務
で
は
大
統
領
が
広
く
権
限
を
行
使
し
、
そ
れ
に
対
す
る
歯
止
め
が
十
分

に
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
り）

11
（

、
誠
実
執
行
条
項
の
原
点
に
戻
る
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
大

統
領
の
恩
赦
権
の
裁
量
は
狭
く
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

一
方
、
誠
実
執
行
条
項
は
信
託
義
務
を
課
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
大
統
領
に
法
律
の
誠
実
執
行
に
関
す
る
監
督
権
限
を
付
与
し
た
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と
解
釈
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る）

11
（

。
と
り
わ
け
、
大
統
領
は
刑
事
司
法
が
誠
実
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
監
督
す
る
権
限
を
有
し
て
お

り
、
司
法
省
の
訴
追
権
限
の
行
使
が
適
切
で
な
い
場
合
に
は
恩
赦
権
に
よ
っ
て
是
正
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う）

11
（

。
監
督
権
限
の
付
与

と
解
釈
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
執
行
権
の
行
使
は
様
々
な
公
務
員
が
行
う
こ
と
か
ら
大
統
領
に
そ
の
監
督
を
任
せ
る
た

め
に
「
誠
実
に
」
と
い
う
文
言
が
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る）

11
（

。
さ
ら
に
は
、
誠
実
執
行
条
項
と
恩
赦
権
条
項
を
合
わ
せ
て
理

解
す
る
と
、
大
統
領
は
恩
赦
行
政
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
だ
け
で
な
く
、
刑
事
に
関
す
る
立
法
府
の
法
律
や

司
法
府
の
判
決
が
適
切
か
ど
う
か
を
判
断
し
、
不
適
切
で
あ
れ
ば
恩
赦
権
を
行
使
し
て
是
正
を
は
か
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

見
解
も
あ
る）

11
（

。

　

他
方
、
監
督
機
能
は
権
限
と
い
う
よ
り
も
責
務
（duty

）
で
あ
る
と
考
え
る
ア
プ
ロ
ー
チ
も
あ
る）

1（
（

。
責
務
と
し
て
捉
え
た
場
合
で

も
、
大
統
領
が
各
行
政
機
関
の
法
執
行
を
監
督
す
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
監
督
の
責
務
を
果
た
さ
な
い
場
合
に
は
む
し
ろ
責

任
が
問
わ
れ
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
権
力
統
制
的
側
面
を
有
す
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
誠
実
執
行
条

項
は
執
行
権
に
対
し
て
法
的
に
制
限
を
か
け
よ
う
と
し
た
条
文
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
り）

11
（

、
誠
実
執
行
条
項
に
権
力
統
制
的
な
意

味
合
い
を
持
た
せ
る
だ
け
で
な
く
、
客
観
的
な
基
準
を
提
示
し
た
り
す
る
も
の
も
登
場
し
て
い
る）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
誠
実
執
行
条
項
の
解
釈
は
大
統
領
の
裁
量
を
狭
め
る
も
の
と
広
げ
る
も
の
の
両
方
が
あ
り
、
必
ず
し
も
明
確
な
結

論
が
出
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
大
統
領
権
限
の
裁
量
に
つ
き
、
判
例
に
目
を
向
け
る
と
、
誠
実
執
行
条
項
よ
り
も
権
力
分
立
構
造

や
法
の
支
配
を
重
視
し
つ
つ
、
憲
法
が
大
統
領
に
与
え
た
個
別
の
権
限
に
着
目
し
、
恩
赦
権
を
含
め
、
そ
れ
ら
が
自
律
的
か
ど
う
か

を
判
断
す
る
傾
向
に
あ
る
。

3　

法
の
支
配
・
権
力
分
立
・
排
他
的
権
限

　

誠
実
執
行
条
項
以
外
に
も
、
法
の
支
配
や
権
力
分
立
の
観
点
か
ら
構
造
的
解
釈
を
行
う
余
地
が
あ
る
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
（H

enry de 
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Bracton

）
が
国
王
と
い
え
ど
も
神
と
法
の
下
に
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と）

11
（

、
自
己
の
罪
に
は
神
の
赦
し
を
得
る
か
、
法

の
支
配
に
反
し
な
い
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
法
の
支
配
が
執
行
府
の
恣
意
的
権
限
行
使
を
許
さ
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
司
法

判
断
を
乗
り
越
え
て
自
ら
の
罪
を
免
除
し
て
し
ま
う
自
己
恩
赦
は
恣
意
性
が
強
く
、
法
の
支
配
に
抵
触
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ

し
、
そ
れ
は
法
の
支
配
の
主
な
担
い
手
が
司
法
で
あ
り
、
司
法
に
よ
る
法
適
用
が
終
局
的
判
断
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
と
こ

ろ
が
、
憲
法
自
体
が
大
統
領
に
よ
る
恩
赦
を
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
司
法
判
断
が
終
局
的
と
は
限
ら
ず
、
恩
赦
の
適
用
が

法
の
支
配
に
反
す
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
恩
赦
は
憲
法
秩
序
の
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
り
、
法
の
支
配

の
例
外
か
、
あ
る
い
は
法
の
支
配
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

そ
う
な
る
と
、
法
の
支
配
と
権
力
分
立
の
関
係
を
紐
解
き
な
が
ら
自
己
恩
赦
の
問
題
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

法
の
支
配
を
構
造
的
に
担
保
す
る
権
力
分
立
の
仕
組
み
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
で
法
の
支
配
と
大
統
領
権
限
の
関
係
を
連
動
さ
せ
、
自

己
恩
赦
の
是
非
を
検
討
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
密
接
に
関
連
す
る
の
が
、
ト
ラ
ン
プ
の
在
職
中
（
二
〇
一
七
～
二
〇
二
一
年
）

の
違
法
行
為
の
刑
事
免
責
の
可
否
が
問
わ
れ
たT

rum
p v. U

nited States

連
邦
最
高
裁
判
決）

11
（

で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
ト
ラ
ン
プ

に
共
謀
罪
等
の
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
た
刑
事
裁
判
で
あ
り
、
恩
赦
権
が
問
題
に
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
争
点
と
な
っ
た
大
統
領
の

犯
罪
行
為
の
免
責
問
題
は
恩
赦
に
も
密
接
に
関
連
す
る
。

　

ロ
バ
ー
ツ
（John G. Roberts, Jr.

）
長
官
の
法
廷
意
見
は
、
権
力
分
立
原
理
に
基
づ
き
、
大
統
領
の
排
他
的
権
限
の
行
使
は
憲
法

上
最
終
的
権
威
と
み
な
さ
れ
、
退
任
後
に
元
大
統
領
に
対
し
て
当
該
行
為
の
罪
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
つ
ま
り
、
排
他

的
権
限
の
行
使
に
つ
い
て
は
絶
対
的
な
刑
事
免
責
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
な
る
と
、
大
統
領
は
法
の
上
に
あ
る
よ
う
な

外
観
を
創
出
す
る
。
実
際
、
ソ
ト
マ
イ
ヨ
ー
ル
（Sonia Sotom

ayor

）
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
「
今
や
大
統
領
は
法
の
上
に
立
つ
王

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」）

11
（

と
強
く
批
判
し
た
。
法
廷
意
見
と
反
対
意
見
の
対
立
は
権
力
分
立
と
法
の
支
配
の
い
ず
れ
を
優
先
さ
せ
る

か
と
い
う
構
造
を
醸
し
だ
し
て
い
る
が
、
法
廷
意
見
は
両
者
を
整
合
的
に
捉
え
な
が
ら
判
断
を
行
っ
た
。
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法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
、
憲
法
の
権
力
分
立
構
造
に
基
づ
き
、
憲
法
二
条
は
大
統
領
に
執
行
権
を
付
与
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
統

領
の
憲
法
上
の
権
限
の
核
心
に
関
わ
る
行
為
に
つ
い
て
は
絶
対
的
免
責
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
大
統
領
権
限
は
、
軍
隊
の
総
司
令

官
、
恩
赦
の
付
与
、
上
級
職
公
務
員
の
任
命
、
外
交
関
係
の
対
応
、
条
約
の
締
結
、
情
報
収
集
、
テ
ロ
・
貿
易
・
移
民
な
ど
の
対
応
、

誠
実
な
法
の
執
行
へ
の
配
慮
、
行
政
機
関
の
活
動
に
対
す
る
責
任
、
立
法
勧
告
、
拒
否
権
な
ど
広
範
囲
に
わ
た
る
が
、
い
ず
れ
も
憲

法
ま
た
は
法
律
に
基
づ
い
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）

11
（

。
そ
し
てY
oungstow

n Sheet &
 T

ube Co. v. Saw
yer

連
邦
最
高
裁

判
決）

11
（

に
お
い
て
ジ
ャ
ク
ソ
ン
（Robert Jackson

）
裁
判
官
の
同
意
意
見
が
示
し
た
内
容
を
踏
ま
え
る
と）

11
（

、
大
統
領
の
行
為
が
憲
法

上
の
権
限
の
核
心
に
関
わ
る
場
合
、
そ
れ
は
「
終
局
的
か
つ
排
他
的
」（conclusive and preclusive

）
に
な
る
こ
と
が
あ
り
、
た

と
え
そ
れ
が
法
律
に
反
し
て
い
て
も
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。

　

法
廷
意
見
は
続
け
て
、
大
統
領
の
行
為
が
憲
法
上
の
排
他
的
権
限
の
範
囲
内
に
あ
る
と
き
、
そ
れ
は
他
権
の
統
制
を
受
け
な
い
と

す
る
。
た
と
え
ば
、
憲
法
は
大
統
領
に
恩
赦
権
を
付
与
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
連
邦
議
会
が
制
限
を
か
け
た
と
き
、K

lein

判

決
は
執
行
府
の
憲
法
上
の
権
限
を
侵
害
す
る
と
し
て
違
憲
と
し
て
お
り
、「
大
統
領
の
恩
赦
権
は
終
局
的
か
つ
排
他
的
で
あ
る
」）

11
（

と

し
た
。
そ
の
結
果
、
大
統
領
が
排
他
的
な
憲
法
上
の
権
限
を
行
使
し
た
場
合
に
は
刑
事
免
責
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
と
し
た
。

　

か
か
る
判
断
は
大
統
領
が
法
の
上
に
立
つ
こ
と
に
な
る
と
い
う
反
対
意
見
に
対
し
、
法
廷
意
見
は
憲
法
が
認
め
た
こ
と
と
そ
う
で

な
い
こ
と
を
峻
別
し
な
が
ら
反
論
し
た
。
法
廷
意
見
は
、
大
統
領
が
憲
法
上
付
与
さ
れ
た
権
限
を
行
使
す
る
場
合
に
は
そ
れ
を
効
果

的
に
遂
行
す
る
た
め
に
刑
事
免
責
を
受
け
る
が
、
職
務
に
関
わ
ら
な
い
行
為
は
刑
事
訴
追
の
対
象
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
に
基

づ
く
こ
と
で
法
の
支
配
と
の
関
係
を
調
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
法
廷
意
見
は
、
憲
法
制
定
者
も
大
統
領
を
法
の

下
に
あ
る
と
し
、
そ
の
た
め
に
憲
法
に
基
づ
く
構
造
を
企
図
し
た
と
し
て
、
刑
事
責
任
の
有
無
を
憲
法
上
の
権
限
の
内
外
の
区
別
に

依
拠
す
る
こ
と
で
法
の
支
配
と
の
調
整
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　

法
廷
意
見
は
最
後
に
「
大
統
領
は
非
職
務
行
為
に
つ
い
て
免
責
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
大
統
領
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
職
務
行
為
に
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な
る
わ
け
で
も
な
い
。
大
統
領
は
法
の
下
に
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
連
邦
議
会
は
憲
法
に
基
づ
く
執
行
府
の
責
務
を
果
た
そ
う

と
す
る
大
統
領
の
行
為
に
刑
罰
を
科
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
憲
法
制
定
者
た
ち
が
企
図
し
た
権
力
分
立
制
度
は
常
に
精
力
的
で
独
立

し
た
執
行
府
を
求
め
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
大
統
領
は
憲
法
上
の
権
限
の
核
心
に
関
わ
る
行
為
に
つ
い
て
は
訴
追
さ
れ
ず
、
少
な

く
と
も
、
あ
ら
ゆ
る
職
務
上
の
行
為
に
つ
い
て
訴
追
さ
れ
な
い
推
定
的
免
責
を
受
け
る
」）

1（
（

と
述
べ
た
。

　

こ
う
し
た
理
解
は
突
然
登
場
し
た
わ
け
で
は
な
く
、Y
oungstow

n

判
決
の
ジ
ャ
ク
ソ
ン
同
意
意
見
やU

nited States v. 

N
ixon

連
邦
最
高
裁
判
決）

11
（

な
ど
の
判
例
法
理
に
よ
っ
て
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
ヤ
ン
グ
ス
タ
ウ
ン
テ
ス
ト

は
大
統
領
の
行
為
が
法
律
に
反
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
憲
法
上
の
専
権
事
項
に
基
づ
い
て
権
限
を
行
使
で
き
る
と
し）

11
（

、
ま
た

U
nited States v. N

ixon

判
決
は
軍
事
や
外
交
な
ど
の
専
権
事
項
に
関
す
る
執
行
特
権
に
つ
い
て
そ
の
裁
量
を
広
く
認
め
た）

11
（

。

　

判
例
は
憲
法
を
軸
に
し
て
大
統
領
の
自
律
的
権
限
と
そ
う
で
な
い
権
限
ま
た
は
職
務
内
の
権
限
と
職
務
外
の
権
限
と
の
区
別
を
は

か
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
の
支
配
と
の
調
整
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
理
解
に
基
づ
く
と
、
恩
赦
権
の
行
使
は
憲
法
上
の
排

他
的
権
限
に
含
ま
れ
る
た
め
、
自
己
恩
赦
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
出
て
く
る
。

4　

自
己
恩
赦
の
正
当
化
と
限
界

　

恩
赦
権
条
項
の
解
釈
や
構
造
的
解
釈
か
ら
す
る
と
、
自
己
恩
赦
の
否
定
に
つ
な
が
る
決
定
打
と
な
る
よ
う
な
論
拠
は
存
在
し
な
い

こ
と
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
自
己
恩
赦
が
認
め
ら
れ
る
方
向
に
傾
く
。
と
こ
ろ
が
、
自
己
恩
赦
を
積
極
的
に
正
当
化
す
る
よ
う
な
論

拠
が
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
多
く
の
疑
義
が
呈
さ
れ
て
い
る
自
己
恩
赦
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
恩
赦
に
関
す
る
裁
量

だ
け
で
片
付
け
る
の
で
は
な
く
、
相
応
の
積
極
的
理
由
が
必
要
で
あ
る
。

　

主
な
理
由
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
大
統
領
の
自
律
権
で
あ
る
。
憲
法
が
大
統
領
に
個
別
の
権
限
と
し
て
付
与
し
た
中
に
恩
赦

権
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
他
権
と
協
働
す
る
も
の
で
は
な
く
、
大
統
領
が
単
独
で
行
使
す
る
権
限
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
独
立
し
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た
大
統
領
権
限
の
一
つ
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
を
他
権
が
統
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
律
権
の
限
界
と
し
て
は
、
そ
れ

が
憲
法
上
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
場
合
な
ど
に
限
ら
れ
る
。

　

次
に
、
解
釈
論
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
先
に
登
場
し
た
誠
実
執
行
条
項
と
の
関
係
で
あ
る
。
司
法
に
よ
る
有
罪
判
決
に
問
題
が

あ
り
、
恩
赦
の
適
用
に
よ
っ
て
適
正
な
法
適
用
の
結
果
を
招
来
す
る
こ
と
が
法
の
誠
実
な
執
行
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
大
統
領
は
誠
実

な
執
行
の
た
め
に
自
己
恩
赦
を
行
う
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

ま
た
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
が
緊
急
時
や
反
乱
時
に
有
罪
判
決
を
科
し
て
混
乱
を
長
引
か
せ
る
よ
り
も
、
恩
赦
を
適
用
す
る
こ
と
で
速
や

か
に
秩
序
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
利
点
が
あ
る
と
述
べ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
自
己
恩
赦
に
も
そ
う
し
た
観
点
か
ら
正

当
化
可
能
な
側
面
が
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
自
己
恩
赦
は
憲
法
上
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
仮
に
自
己
恩
赦
自
体
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て

も
、
恩
赦
の
具
体
的
内
容
が
与
え
ら
れ
た
範
囲
を
逸
脱
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
恩
赦
権
の
行
使
に
は
誠
実
な
法
執
行

や
法
秩
序
回
復
に
仕
え
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
恩
赦
権
は
憲
法
上
の
範
囲
外
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

換
言
す
れ
ば
、Biddle v. Perovich

判
決
が
示
し
た
よ
う
に
、
恩
赦
に
は
公
益
的
側
面
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
恩
赦
の
行

使
に
は
公
益
性
が
求
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
自
己
恩
赦
自
体
は
可
能
で
あ
る
が
、
問
わ
れ
る
の
は
そ
の
中
身
で
あ
り
、
そ
れ
が
私
益
を
追
求
す
る
よ
う
な
場
合
に
は

認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
憲
法
適
合
性
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
、
自
律
権
で
あ
る
以
上
司
法
が
中
身
に
踏
み
込
ん

で
そ
の
適
否
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
公
務
に
関
連
す
る
か
否
か
ま
た
は
憲
法
上
の
責
務
に
関
わ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
法
解
釈
作
業
と
し
て
判
断
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、T

rum
p v. U

nited States

判
決
が
大

統
領
の
免
責
対
象
に
つ
い
て
い
か
な
る
憲
法
上
の
権
限
に
関
わ
る
か
や
公
務
に
該
当
す
る
か
を
判
断
し
た
よ
う
に
、
憲
法
ま
た
は
法

律
に
基
づ
く
行
為
か
否
か
は
一
つ
の
物
差
し
に
な
る
と
思
わ
れ
る）

11
（

。
た
だ
し
、
憲
法
上
の
責
務
に
関
連
す
る
場
合
で
も
、
そ
れ
が
違
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法
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
大
統
領
が
自
ら
の
違
法
行
為
の
責
任
を
免
れ
る
た
め
に
自
己
恩
赦
を
行
う
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が）

11
（

、
ヤ
ン
グ
ス
タ
ウ
ン
テ
ス
ト
に
従
え
ば
そ
れ
も
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
。
と
は
い
え
、T

rum
p 

v. U
nited States

判
決
に
お
い
て
バ
レ
ッ
ト
（A

m
y Barrett

）
裁
判
官
の
一
部
同
意
意
見
が
、
賄
賂
の
よ
う
に
刑
法
が
職
務
関
連

行
為
自
体
を
違
法
と
し
て
い
る
場
合
に
は
免
責
対
象
に
な
ら
な
い
と
述
べ
た
よ
う
に）

11
（

、
憲
法
上
の
責
務
に
関
す
る
こ
と
を
理
由
に
賄

賂
な
ど
を
自
己
恩
赦
の
対
象
に
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
公
益
性
を
失
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
公
益
性
が
明
ら
か
に
疑
わ
し
い
ケ
ー

ス
で
は
、
大
統
領
に
対
し
て
当
該
恩
赦
と
公
益
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
立
証
責
任
を
課
す
な
ど
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
が
、
恩
赦
と

い
う
自
律
権
に
対
し
て
司
法
が
そ
こ
ま
で
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。

　

エ
ピ
グ
ラ
フ
の
台
詞
は
画
家
が
正
義
の
女
神
と
勝
利
の
女
神
が
一
体
に
な
っ
た
絵
を
描
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
Ｋ
が
疑
問
を
投
げ
か

け
た
台
詞
で
あ
る
が
、
正
義
と
勝
利
の
混
合
は
自
ら
が
正
義
と
考
え
る
こ
と
を
実
力
で
も
っ
て
実
践
し
て
し
ま
う
の
で
自
己
恩
赦
を

想
起
さ
せ
る
反
面
、
裁
判
官
が
積
極
的
に
動
く
と
公
正
な
判
断
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
側
面
が
あ
る
。

自
己
恩
赦
の
正
当
性
に
疑
問
が
あ
る
と
し
て
も
、
司
法
に
よ
る
恩
赦
の
是
非
の
判
断
は
司
法
の
正
義
を
大
統
領
の
正
義
に
優
先
さ
せ

る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
司
法
は
際
ど
い
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

後　

序

　

自
己
恩
赦
は
法
の
支
配
と
緊
張
関
係
に
立
つ
も
の
の
、
憲
法
条
文
の
解
釈
や
憲
法
制
定
者
の
意
図
を
検
討
す
る
と
そ
れ
を
否
定
す

る
決
定
的
理
由
は
見
当
た
ら
ず
、
少
な
く
と
も
大
統
領
権
限
に
関
す
る
判
例
法
理
を
踏
ま
え
る
限
り
、
権
力
分
立
に
基
づ
く
自
律
権

で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
自
己
恩
赦
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
公
益
性
が
求
め
ら

れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
自
律
権
で
あ
る
以
上
、
司
法
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
大
統
領
の
裁
量
を
尊
重
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
え
る
。
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ま
た
、
恩
赦
条
項
が
弾
劾
を
例
外
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
本
来
的
に
は
政
治
マ
タ
ー
で
あ
り
、
政
治
部
門
の
判
断

に
委
ね
る
可
能
性
も
高
い
。

　

他
方
で
、
実
際
に
裁
判
で
そ
の
合
憲
性
が
問
わ
れ
た
場
合
、
異
な
る
判
断
を
行
う
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
近
時
、
連
邦

最
高
裁
は
中
絶
の
権
利
を
否
定
し
たD

obbs v. Jackson W
om

en’s H
ealth O

rganization

連
邦
最
高
裁
判
決）

11
（

を
は
じ
め
、
い

わ
ゆ
る
歴
史
と
伝
統
の
テ
ス
ト）

11
（

を
用
い
て
権
利
の
有
無
や
規
制
の
可
否
を
判
断
す
る
傾
向
に
あ
る
が）

11
（

、
統
治
の
分
野
に
お
い
て
も
歴

史
を
振
り
返
り
な
が
ら
そ
の
合
憲
性
を
検
討
す
る
こ
と
が
あ
る）

1（
（

。
休
会
任
命
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
たN

ational Labor 

Relations Board v. N
oel Canning

連
邦
最
高
裁
判
決）

11
（

は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
争
点
と
な
っ
た
休
会
任
命
の
対
象
と
な
る
休
会
に

つ
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
歴
史
的
慣
行
に
依
拠
し
な
が
ら
そ
の
判
断
を
行
っ
た
の
で
あ
る）

11
（

。
こ
れ
を
自
己
恩
赦
の
問
題
に
当
て
は
め

る
と
、
憲
法
条
文
や
憲
法
制
定
者
意
図
か
ら
自
己
恩
赦
の
可
否
に
関
す
る
明
確
な
答
え
が
見
つ
か
ら
な
い
以
上
、
自
己
恩
赦
に
関
す

る
歴
史
的
慣
行
を
審
査
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
自
己
恩
赦
が
実
施
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
判
断
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

だ
が
、
そ
も
そ
も
自
律
権
事
項
に
つ
い
て
そ
こ
ま
で
踏
み
込
む
か
ど
う
か
の
問
題
が
あ
り
、
基
本
的
に
は
ヤ
ン
グ
ス
タ
ウ
ン
テ
ス

ト
やT

rum
p v. U

nited States

判
決
の
枠
組
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
自
己
恩
赦
を

行
う
場
合
、
大
統
領
は
在
任
中
に
訴
追
さ
れ
な
い
と
想
定
さ
れ
る
の
で
、
訴
追
前
の
時
点
で
行
わ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
だ
が
、
そ

の
よ
う
な
予
防
的
恩
赦
の
是
非
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
り
、
別
途
検
討
が
必
要
な
問
題
で
あ
る
。
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）　Jam

es N
. Jorgensen, Federal E

xecutive Clem
ency Pow

er: T
he President’s Prerogative to E

scape A
ccountability, 

2（  U
. R

ICH. L. R
EV. 3（5 （1993

）.

（
（（
）　1（（ S. Ct. at 235（-2355 （Barrett, J., concurring

）.

（
（8
）　D

obbs v. Jackson W
om

en’s H
ealth O

rganization, 59（ U
.S. 215 （2022

）.

（
（9
）　

当
該
権
利
が
歴
史
と
伝
統
に
深
く
根
差
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
が
秩
序
あ
る
自
由
の
枠
組
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
か
ど
う
か
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を
問
う
テ
ス
ト
で
あ
る
。

（
80
）　Randy E. Barnett &

 Law
rence B. Solum

, O
riginalism

 A
fter D

obbs, Bruen, and K
ennedy: T

he R
ole of H

istory 
and T

radition,  118 N
W. U

.L. R
EV. （33, （35 （2023

）.
（
81
）　Richard H

. Fallon, Jr., T
he M

any and V
aried R

oles of H
istory in Constitutional A

djudication, 90  N
O

T
RE D

A
M

E L. 
R

EV. 1（53 （2015

）.

（
82
）　N

ational Labor Relations Board v. N
oel Canning, 5（3 U

.S. 513 （201（

）.

（
83
）　

し
か
も
、
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
（Stephen Breyer

）
裁
判
官
が
法
廷
意
見
を
執
筆
し
て
お
り
、
リ
ベ
ラ
ル
派
の
裁
判
官
で
あ
っ
て
も
歴

史
的
慣
行
を
重
視
し
て
判
断
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。


