
基
本
権
が
「
保
障
す
る
も
の
」
は
何
か
・
続
続
続

―
―
基
本
権
「
保
護
領
域
」
論
と
「
保
障
内
容
」
論
の
間
―
―

小

貫

幸

浩

は
じ
め
に
―
―
何
を
問
題
と
す
る
か

⑴

近
年
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所BV

erfG

（
以
下
、
憲
法
裁
判
所
ま
た
は
単
に
憲
法
裁
と
表
記
）
の
基
本
権
裁
判
例
及
び
憲

法
学
説
に
は
、
従
来
の
保
護
領
域
・
侵
害
・
正
当
化
と
い
う
手
順
を
踏
む
審
査
枠
組
と
は
一
線
を
画
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
保
障
内
容
」

論
と
も
称
さ
れ
う
る
新
し
い
動
向
が
現
れ
て
い
る
。
こ
の
新
動
向
が
様
々
の
批
判
を
浴
び
つ
つ
も
、
一
定
の
地
歩
を
固
め
つ
つ
あ
る
こ

と
、
し
か
し
、
そ
の
こ
と
の
意
味
と
評
価
に
つ
い
て
は
未
だ
定
ま
ら
ず
の
状
況
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
幾
つ
か
の
旧
拙
論
で
取
り

上
げ
て
き
た
と
こ
ろ
で

（
１
）

あ
る
。
そ
の
間
に
、
こ
の
点
を
め
ぐ
る
議
論
は
ド
イ
ツ
本
国
で
も
、
わ
が
国
で
も
相
当
の
蓄
積
と
深
化
―
―
あ

る
い
は
混
迷
―
―
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ

（
２
）

れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
現
時
点
で
の
議
論
状
況
の
水

準
を
こ
こ
で
確
認
し
て
、
よ
り
実
効
的
な
基
本
権
保
障
の
た
め
の
今
後
の
土
俵
設
定
に
注
力
し
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
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最
近
公
刊
さ
れ
た
、
二
人
の
若
い
ド
イ
ツ
の
研
究
者
に
よ
る
、
各
々
に
異
な
る
方
向
性
を
追
求
し
て
い
る
二
つ
の
デ
ィ
ゼ
ル
タ
チ
オ
ー

ン
に
注
目
し
た
い
。
一
つ
は
、
新
し
い
傾
向
で
あ
る
基
本
権
「
保
障
内
容
」
論
を
も
っ
て
在
来
の
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
視
点
の

転
換
を
促
が
し
た
い
と
い
う
も
の
で

（
３
）

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
も
う
一
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
傾
向
に
批
判
的
で
、
既
に
定
着
を
見

た
在
来
型
の
「
保
護
領
域
」
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
ボ
ン
基
本
法GG

へ
の
適
合
性
を
強
く
主
張
す
る
も
の
で

（
４
）

あ
る
。
基
本
権
ド
グ
マ

テ
ィ
ー
ク
総
論
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
両
者
の
比
較
だ
け
で
な
く
、
限
定
的
に
で
は
あ
れ
、
個
別
の
基
本
権
裁
判
例
へ
の
ス
タ
ン
ス
の
異
同
に

も
視
点
を
当
て
た
い
。
在
来
型
の
「
保
護
領
域
」
論
と
近
年
の
「
保
障
内
容
」
論
各
々
の
見
地
か
ら
、
最
近
の
個
別
基
本
権
裁
判
例
は

い
か
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
の
評
価
は
具
体
的
に
ど
う
違
う
の
か
、
違
う
と
し
て
奈
辺
で
評
価
が
分
か
れ
る
の
か
。
こ

の
点
ま
で
踏
み
込
め
れ
ば
よ
い
。

⑵

旧
拙
論
で
も
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
基
本
権「
保
障
内
容
」論
を
と
り
わ
け
先
導
的
に
提
唱
し
て
き
た
の
が
、
Ｒ
・
ヴ
ァ
ー

ル
、
Ｅ.

―
Ｗ.

ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ

（
５
）

ル
デ
、
さ
ら
に
Ｗ
・
ホ
フ
マ
ン
・
リ

（
６
）

ー
ム
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
さ
ら
に
遡
る
先
駆
的
作
業
、
こ
れ
ら
に

理
論
的
な
示
唆
を
与
え
た
作
業
が
存
在
す
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
本
稿
で
と
く
に
取
材
さ
れ
る
論
者
の
一
方
に
よ

（
７
）

っ
て
、

Ｆ
・
ミ
ュ
ラ
ー
と
と
も
に
言
及
さ
れ
る
Ｗ
・
リ
ュ
フ
ナ
ー
の
所
論
に
少
し
く
触
れ
て
お
き
た
い
。
今
日
の
基
本
権
「
保
障
内
容
」
論
者

に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
る
問
題
意
識
が
一
層
、
明
確
に
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
一
九
七
〇
年
代
中
葉
に
ま
で
遡
る

（
８
）

論
稿
で
あ
る
が
、
リ
ュ
フ
ナ
ー
の
出
発
点
に
は
、GG

が
比
較
法
的
に
見
て
も
体
系
性

と
い
う
点
で
屈
指
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
に
は
広
い
意
味
で
の
基
本
権
「
衝
突
」Grundrechtskon-

flikte

が
注
目
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
は
、
基
本
権
「
抵
触
」K

ollisionen

と
、
も
う
一
つ
、
基
本
権
「
競
合
」K

onkurrenz

と
が
あ

る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
基
本
権
各
々
の
保
護
領
域
を
広
く
解
す
る
傾
向
に
は
つ
き
ま
と
う
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
リ
ュ
フ
ナ
ー
に

よ
れ
ば
そ
れ
ら
の
多
く
の
場
合
、「
仮
象
問
題
」
に
過
ぎ
な
い
。
各
基
本
権
の
保
護
領
域
を
正
確
に
把
択
す
る
な
ら
ば
―
―
困
難
で
あ

（
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る
に
し
て
も
―
―
「
真
正
の
」
基
本
権
衝
突
は
、
抵
触
の
方
向
で
も
、
競
合
の
方
向
で
も
存
外
少
な
い
の
だ
、
と
言
う
の
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
賃
借
人
に
意
見
表
明
の
自
由
が
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
家
主
に
無
断
で
借
家
に
選
挙
ポ
ス
タ
ー
を
貼
り
つ
け
る
行
為
が
、

５
―
１GG
の
保
護
領
域
に
入
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
も
そ
も
他
人
の
財
産
権
（
１４GG

）
を
自
ら
の
意
見
表
明
の
自
由
の
手
段

と
し
て
用
い
る
こ
と
は
、
５
―
１GG

の
「
内
容
」
に
は
属
さ
な
い
。
基
本
権
抵
触
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
は
発
生
し
な
い
。「
真
正

の
」
基
本
権
抵
触
が
生
じ
る
の
は
、
あ
る
基
本
権
行
使
が
他
の
基
本
権
行
使
を
制
約
す
る
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
法
律
の
留
保
が
欠
如

し
て
い
る
た
め
両
者
を
適
切
に
整
序
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
だ
け
で
あ
る
。
と
り
わ
け
留
保
な
し
の
基
本
権
の
場
合
に
は
―
―
そ

れ
は
無
制
約
で
は
な
い
が
―
―
一
般
的
法
秩
序
に
よ
っ
て
も
一
般
条
項
に
よ
っ
て
も
相
対
化
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
憲
法
自
体
に

よ
っ
て
、
つ
ま
り
基
本
権
「
解
釈
」
に
よ
っ
て
、
抵
触
は
解
決
さ
れ
る
他
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
が
肝
要
だ
が
、
リ
ュ
フ
ナ
ー
の
見

解
で
は
、
基
本
権
間
に
抽
象
的
な
序
列
を
設
け
て
も
解
決
に
は
な
ら
な
い
。

一
定
範
囲
で
基
本
権
の
価
値
故
に
、
例
え
ば
「
人
間
尊
厳
」
の
原
理
（
１
―
１GG

）
や
、
法
律
の
留
保
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の

生
命
へ
の
権
利
（
２
―
２GG

）
に
対
し
て
は
優
位
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
個
別
の
事
情
を
考
慮
し
て
な
さ
れ
る
比

較
衡
量
が
む
し
ろ
有
効
で
あ
る
。
他
の
諸
々
の
憲
法
と
比
べ
て
も
よ
く
練
ら
れ
て
い
る
点
がGG

の
特
色
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
基
本

権
が
各
々
の
核
心
に
お
い
て
抵
触
す
る
こ
と
が
原
理
的
に
排
除
さ
れ
て
い
る
。
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
抵
触
は
基
本
権
の
周
辺
部
で
の

み
起
こ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
リ
ュ
フ
ナ
ー
の
見
解
で
は
、
そ
れ
は
基
本
権
の
「
行
使
」
に
関
わ
る
問
題
な
の
で
あ
る
。
結
局
、

基
本
権
抵
触
に
際
し
て
、
解
釈
の
指
針
と
し
て
は
、「
憲
法
の
統
一
性
」
を
志
向
す
べ
き
で
あ
り
、「
実
際
的
一
致
」（
Ｋ
・
ヘ
ッ
セ
）

の
原
則
に
よ
り
全
て
の
基
本
権
の
最
適
化
が
追
求
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
比
例
原
則
が
有
効
で
あ
る
と
言
う
の
が
、
リ
ュ
フ
ナ
ー
の
所
論

で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
、（
真
正
の
）
基
本
権
抵
触
に
際
し
て
は
―
―
上
述
の
様
に
、
そ
れ
は
基
本
権
の
周
辺
部
で
の
み
起
こ
る
―
―
双
方
の
基

１３６ 駿河台法学 第２９巻第２号（２０１６）

（
七
七
）



本
権
の
保
護
が
要
請
さ
れ
る
わ
け
で
、
そ
の
分
だ
け
法
形
成
の
余
地
が
狭
く
な
る
。
一
方
の
基
本
権
の
中
心
部
を
守
る
べ
く
、
他
方
の

基
本
権
の
周
縁
部
で
の
行
使
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
は
、
比
例
原
則
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
。
例
え
ば
レ
バ
ッ
ハ

（
９
）

判
決
（E３５,２０２

）

で
の
連
邦
憲
法
裁
は
、
人
格
権
（
本
件
で
は
肖
像
権
、
氏
名
権
）
を
テ
レ
ビ
報
道
の
自
由
・
意
見
表
明
の
自
由
よ
り
も
、
即
座
に
優
位

さ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
人
間
の
尊
厳
」
が
優
位
す
る
か
ら
と
言
っ
て
、
必
ず
し
も
報
道
の
自
由
が
後
退
す
る
と
は
な
ら
な
い
。

む
し
ろ
、
刑
事
政
策
に
関
す
る
見
解
の
自
由
と
し
て
の
意
見
表
明
の
自
由
は
完
全
に
維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
丁
度
、
メ
フ
ィ
ス
ト

判
決
（E３０,１７３
）
で
の
芸
術
の
由
と
同
様
で
あ
る
（
後
述
。）
し
か
し
、
そ
の
上
で
、
憲
法
裁
に
よ
れ
ば
、
世
間
の
耳
目
を
集
め
た

刑
事
事
件
の
元
受
刑
者
を
名
指
し
て
、
詳
細
で
具
体
的
な
報
道
を
す
る
こ
と
は
、
当
事
者
の
人
格
権
を
考
慮
し
て
少
な
く
と
も
当
面
は

制
約
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
基
本
権
行
使
の
個
々
の
態
様
が
ど
の
程
度
の
重�

み�

を
も
つ
の
か
、

そ
れ
に
対
し
て
他
者
の
基
本
権
の
重�

み�

が
ど
れ
程
で
あ
る
か
は
、
利
益
状
況
の
分
析
な
し
に
は
決
定
し
え
な
い
、
と
リ
ュ
フ
ナ
ー
は
主

張
す
る
の
で
あ
っ
た
。

基
本
権
衝
突
の
も
う
一
方
の
態
様
で
あ
る
基
本
権
「
競
合
」
と
は
、
同
一
の
主
体
が
複
数
の
基
本
権
を
援
用
し
う
る
場
合
に
、
発
生

す
る
問
題
状
況
で
あ
る
。
例
え
ば
教
会
の
行
列
に
参
加
す
る
者
は
、
信
教
の
自
由
（
４GG

）
と
集
会
の
自
由
（
８GG

）
と
を
同
時
に

援
用
し
う
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
芸
術
家
、
学
者
は
同
時
に
、
５GG

と
１２GG

と
を
援
用
し
う
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
企
業
家
に
と
っ

て
は
、
１２
―
１GG

（
職
業
の
自
由
）
と
１４GG

（
所
有
権
）
と
を
同
時
に
主
張
し
う
る
場
面
が
あ
る
。
規
制
す
る
国
家
の
側
か
ら
は
、

各
々
の
基
本
権
に
付
け
ら
れ
た
法
律
留
保
な
ど
の
制
約
態
様
の
違
い
が
大
き
な
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。「
真
正
の
」
競
合
に
お
い

て
は
、
そ
こ
で
、
立
法
者
が
二
重
に
し�

ば�

ら�

れ�

る�

―
―
結
果
と
し
て
、
よ
り
強
力
な
基
本
権
の
方
が
制
約
の
基
準
と
な
る
―
―
と
い
う

こ
と
が
、
競
合
に
よ
る
基
本
権
「
強
化
」
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
職
業
の
自
由
を
プ
レ

ス
法
に
よ
っ
て
規
律
す
る
立
法
は
、
寛
か
な
法
律
の
留
保
が
付
さ
れ
て
い
る
１２
―
１GG

に
よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
５
―
１GG

に
も
拘
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束
さ
れ
る
。
芸
術
家
、
学
者
の
職
業
を
規
制
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
職
業
を
規
制
す
る
法
律
が
「
一
般
的
」
な
法
律

で
あ
る
こ
と
だ
け
で
は
、
競
合
す
る
報
道
の
自
由
、
芸
術
の
自
由
、
学
問
の
自
由
へ
の
侵
害
を
正
当
化
し
え
な
い
。

以
上
の
様
に
、
各
々
の
基
本
権
は
独
自
の
存
在
で
あ
り
、
何
か
別
の
基
本
権
か
ら
の
単
な
る
派
生
物
で
は
な
い
。
リ
ュ
フ
ナ
ー
が
そ

の
上
で
、
基
本
権
間
の
体
系
的
な
関
係
も
重
要
だ
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
集
会
自
由
は
典
型
的
に
は

―
―
核
心
部
に
お
い
て
―
―
精
神
的
討
論
、
ゆ
え
に
意
見
表
明
の
た
め
の
集
会
を
保
護
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
周
縁
部
で
は
宗
教
の
自

由
や
芸
術
の
自
由
を
も
守
る
（
こ
こ
に
、
基
本
権
「
競
合
」
が
起
こ
る
。）
こ
こ
に
基
本
権
保
障
・
制
約
が
体
系
的
に
考
察
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
必
要
性
が
あ
る
。
上
述
し
た
様
に
、
制
約
の
基
準
と
し
て
は
、
よ
り
強
い
基
本
権
の
そ
れ
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
だ
、
つ
ま
り

制
約
は
弱
く
の
み
許
容
さ
れ
る
と
言
う
の
が
、
リ
ュ
フ
ナ
ー
の
見
解
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
様
に
、
今
か
ら
ほ
ぼ
四
〇
年
前
に
リ
ュ
フ
ナ
ー
論
文
は
、
留
保
の
付
さ
れ
て
い
な
い
自
由
権
も
含
め
て
各
々
の
自
由
権
に

よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
こ
と
か
ら
は
各
々
に
限
定
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
。
こ
の
様
に
考
え
れ
ば
、
基
本
権
衝
突
―
―
抵
触
の
方
向
で
も
、

競
合
の
方
向
で
も
―
―
の
数
は
も
っ
と
減
る
は
ず
だ
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
勿
論
そ
れ
で
も
、「
真
正
の
」
衝
突
は
残
る
で
あ

ろ
う
が
、
こ
れ
を
一
刀
両
断
的
に
解
決
す
る
一
般
的
抽
象
的
ル
ー
ル
を
提
示
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
基
本
権
間
の
序
列
論
も
あ
ま

り
役
に
立
た
な
い
。
む
し
ろ
、
憲
法
の
統
一
性
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
個
々
の
事
件
の
細
か
な
分
析
検
討
、
衡
量
と
比
例
審
査
が
要
請

さ
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
衡
量
は
「
法
形
成
」
の
課
題
で
あ
り
、
裁
判
と
り
わ
け
憲
法
裁
判
に
よ
っ
て
は
代
置
さ
れ
え
な

い
作
用
で
あ
る
。（
憲
法
）
裁
判
に
で
き
る
こ
と
は
、
せ
い
ぜ
い
「
法
形
成
」
を
統
制
す
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。

⑶

こ
こ
で
、
リ
ュ
フ
ナ
ー
論
文
へ
の
詳
し
い
検
討
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
今
日
の
基
本
権
「
保
障
内

容
」
論
が
、
リ
ュ
フ
ナ
ー
の
指
差
し
た
方
向
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
近
年
の
基
本
権
保
障
内
容
論
も
概
し
て
、
基

本
権
序
列
論
が
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
お
い
て
有
効
で
な
い
と
解
し
て
い
る
。
し
か
も
、
最
近
の
保
障
内
容
論
の
場
合
、
基
本
権
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の
よ
り
実
効
的
な
保
障
の
た
め
に
は
、
透
明
で
安
定
し
た
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
が
不
可
欠
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
た
め
に
は
個

別
衡
量
に
浮
遊
し
て
は
な
ら
な
い
。
何�

ら�

か�

の�

意�

味�

で�

、
何�

程�

か�

の�

程�

度�

で�

の�

「
一
般
的
抽
象
的
」
ル
ー
ル
―
―
そ
れ
を
あ
え
て
「
原

理
」
と
は
言
わ
な
い
―
―
が
不
可
欠
だ
、
と
考
え
て
い
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。

Ｂ
・
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
近
年
の
研
究
は
、
ま
さ
に
こ
の
陣
営
に
立
つ
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
か
よ
う
な
新
動
向
が

基
本
権
の
保
護
領
域
を
限
定
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
批
判
す
る
研
究
が
、
Ｋ
・
ア
ー
ノ
ル
ト
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
各
々
に
重
厚
な

力
作
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
、
旧
拙
稿
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
か
つ
、
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
の
憲
法
裁
判
例
の
動
向
お
よ
び
学
説
の
展
開
を
と
り

込
み
つ
つ
、
基
本
権
が
「
保
障
す
る
も
の
」
は
何
か
と
い
う
テ
ー
マ
を
め
ぐ
る
現
時
点
で
の
議
論
水
準
を
こ
の
二
つ
の
研
究
に
よ
っ
て

お
さ
え
て
お
き
た
い
。

⑷

本
論
に
入
る
前
に
や
や
先
取
り
的
に
な
る
が
、
ま
ず
ア
ー
ノ
ル
ト
の
研
究
の
特
徴
と
し
て
、
次
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は
、
基
本
的
に
は
自
由
主
義
的
基
本
権
理
解
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ

（
１０
）

る
が
、
こ
の
点
に
限
っ
て
も
実
は
デ
リ
ケ
ー
ト
な
論
述
も
見

ら
れ
る
こ
と
が
第
一
点
で
あ
る
（
後
述
。）
第
二
に
、
自
由
主
義
的
基
本
権
理
解
に
立
つ
だ
け
に
、
こ
の
研
究
で
批
判
の
対
象
と
な
る

保
障
内
容
論
の
論
者
と
し
て
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
ホ
フ
マ
ン
・
リ
ー
ム
ら
の
客
観
法
論
的
立
場
か
ら
の
そ
れ
が
想
定
さ
れ
て
い

る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ア
ー
ノ
ル
ト
自
身
と
接
点
を
共
有
す
る
自
由
主
義
的
基
本
権
理
解
に
立
っ
た
Ｅ.

―

Ｗ.

ベ
ッ

ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
ら
の
「
保
障
内
容
」
論
へ
の
批
判
と
し
て
は
、
そ
れ
程
の
踏
み
込
み
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
印
象
を
免
れ
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
旧
稿
で
も
示
し
た

（
１１
）

様
に
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
お
い
て
、
ヴ
ァ
ー
ル
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル

デ
ら
の
議
論
と
、
ホ
フ
マ
ン
・
リ
ー
ム
ら
の
議
論
と
い
う
様
に
、「
保
障
内
容
」
論
に
も
大
別
す
れ
ば
二
派
あ
り
、
実
は
一
枚
岩
で
は

な
い
の
で
あ
る
。（
後
述
。）

同
様
に
先
取
り
的
、
便
宜
的
に
こ
こ
で
述
べ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
―
―
。
そ
れ
は
、
ア
ー
ノ
ル
ト
が
そ
の
結
論
部
（S.

２６３

）

（
八
〇
）

１３３基本権が「保障するもの」は何か・続続続



で
い
み
じ
く
も
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
一
方
に
は
、
在
来
型
の
（
広
い
）
保
護
領
域
・
侵
害
・
正
当
化
の
審
査
枠
組
に
立
つ
基
本
権
裁

判
例
、
ア
ー
ノ
ル
ト
の
見
地
か
ら
は
「
自
由
に
手
厚
い
」
憲
法
裁
判
例
の
展
開
が
相
変
わ
ら
ず
確
認
で
き
る
。
他
方
で
、
ア
ー
ノ
ル
ト

に
よ
れ
ば
、
事
件
に
よ
っ
て
は
基
本
権
抵
触
や
公
共
の
福
祉
が
問
題
と
な
る
や
い
な
や
、
連
邦
憲
裁
は
該
基
本
権
の
保
障
領
域
を
し
ぼ

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
方
向
は
歩
ま
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
警
戒
の
念
を
発
し
て

（
１２
）

い
る
。
い
み
じ
く
も
、
憲
法
裁
判

例
と
し
て
も
二
つ
の
潮
流
が
拮
抗
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
―
―
私
見
も
こ
の
認
識
を
共
有
す
る
―
―
問
題
は
、
い
ず
れ
が

本
当
に
、
と
言
う
こ
と
は
、
い
ず
れ
が
、
よ
り
実
効
的
に
、「
自
由
に
手
厚
い
」
方
向
と
言
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

注（
１
）
旧
拙
論
「
基
本
権
が
『
保
障
す
る
も
の
』
は
何
か
」
高
岡
法
学
一
五
巻
一
・
二
合
併
号
二
二
五
頁
以
下
、「
基
本
権
が
『
保
障
す
る
も
の
』

は
何
か
・
続
」
同
誌
一
六
巻
一
・
二
合
併
号
一
頁
以
下
、「
現
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
、
教
授
の
自
由
」
同
誌
二
八
号
一
頁
以
下
。

（
２
）
前
注
（
１
）
で
挙
げ
た
最
後
の
拙
稿
以
後
に
筆
者
が
接
し
た
も
の
の
う
ち
、
近
年
の
基
本
権
「
保
障
内
容
」
論
を
支
持
す
る
も
の
と
し

て
、J.H

ellerm
ann,‘

Grundrechtliche
W

ettbew
erbsfreiheit

―Ein
Exem

pelfür
die

D
ebatte

um
den

Gew
ährleistungsge-

halt
der

Grundrechte’,in:hrsg.I.A
ppel,G.H

erm
es,Ch.Schönberger,Öffentliches

Recht
im

offenen
Staat,FS

für
R.

W
ahlzum

７０.Gebuntstag,２０１１,S.３２３ff.

ヘ
ラ
ー
マ
ン
の
見
解
で
は
、「
保
障
内
容
」
論
は
基
本
権
の
事
物
的
射
程
に
関
す
る
も
の
と

い
う
よ
り
は
専
ら
基
本
権
構
成
要
件
が
満
た
さ
れ
た
場
合
に
あ
り
う
る
法
効
果
に
関
す
る
理
論
で
あ
る
。
ホ
フ
マ
ン
・
リ
ー
ム
と
と
も
に
、

自
由
権
は
も
は
や
防
衛
権
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
く
国
家
に
対
す
る
給
付
・
保
護
要
求
を
も
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
保
障
」

は
単
に
侵
害
か
ら
の
保
護
だ
け
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
言
う
の
が
ヘ
ラ
ー
マ
ン
の
見
解
で
あ
る
。（S.３３３.

）

尚
、
こ
の
論
集
に
は
、
憲
法
・
基
本
権
裁
判
例
を
祖
述
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
を
批
判
的
に
検
討
す
る
基
本
権
総
論
が
必

要
で
あ
る
と
い
う
見
地
か
ら
の
、Ch

・
エ
ン
デ
ル
ス
の
論
稿
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
エ
ン
デ
ル
ス
に
よ
れ
ば
、
内
在
的
制
約
論
の
出
発
点
は
、
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孤
立
し
た
主
観
的
個
人
で
は
な
く
、
社
会
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
人
格
で
あ
り
、
法
的
自
由
は
常
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
基
本
権
抵
触
は
適
切

に
調
整
さ
れ
る
必
要
あ
る
が
、「
人
間
尊
厳
」（
基
本
権
一
条
一
項
）
を
別
と
す
れ
ば
、
基
本
権
・
憲
法
法
益
の
間
に
抽
象
的
な
序
列
は
存
在

し
な
い
の
で
、
事
件
ご
と
の
比
較
衡
量
で
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。（S.２９０.

）
そ
の
際
、
Ｒ
・
ア
レ
ク
シ
ー
に
依
拠
し
て
規
範
的
「
原
理
」

―
―
そ
の
中
味
は
、
法
治
国
家
的
自
由
の
配
分
原
理
―
―
が
個
々
の
裁
判
を
指
導
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
個
々
の
抵
触
に
お
い
て
基
本
権
の

重
さ
を
決
定
す
る
ル
ー
ル
の
理
論
が
未
だ
開
拓
さ
れ
て
い
な
い
。（S.３９１.

）
要
す
る
に
、
比
較
衡
量
を
安
定
化
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
の
基
準

を
提
供
し
う
る
基
本
権
理
論
の
確
立
を
期
待
す
る
の
が
、
エ
ン
デ
ル
ス
の
論
稿
で
あ
る
。Ch.

Enders,‘
D
ie

Lehre
von

den
verfas-

sungsim
m
anenten

Grundrechtsschranken

―O
der:V

om
Schicksalder

Freiheitin
einer

D
ogm

atik
ohne

T
heorie’, in:a.a.

O
.,S. ２８３ff.

さ
ら
に
、
基
本
権
保
障
内
容
論
の
議
論
背
景
に
つ
い
て
、D

.R.W
enger,A

öR
２００５,S.６１８ff.

ま
た
、
こ
の
間
に
基
本
権
「
保
障
内
容
」
論
と
の
関
係
で
筆
者
が
接
し
た
邦
語
論
文
と
し
て
は
、
實
原
隆
志
「
憲
法
１３
条
の
適
用
場
面
に

つ
い
て
」
長
崎
国
際
大
学
論
叢
六
巻
二
五
頁
以
下
、
丸
山
敦
裕
「
情
報
提
供
活
動
の
合
憲
性
判
断
と
そ
の
論
証
構
造
」
阪
大
法
学
五
五
巻
五

号
一
二
一
頁
以
下
。

（
３
）B.Rusteberg,D

er
grundrechtliche

Gew
ährleistungsgehalt

―Eine
veränderte

Perspektive
auf

die
Grundrechtsdog-

m
atik

durch
eine

präzise
Schutzbereichsbestim

m
ung, ２００９.

主
任
は
Ｒ
・
ヴ
ァ
ー
ル
で
あ
る
。

（
４
）K

.A
rnold,D

ie
grundrechtliche

Schutzbereichsbegrenzung,２０１１.

パ
ッ
サ
ウ
大
学
に
提
出
さ
れ
た
博
士
論
文
で
あ
り
、
Ｒ
・

ヴ
ェ
ル
ン
ス
マ
ン
が
主
任
で
あ
る
。

（
５
）
例
え
ば
、
旧
拙
稿
（
高
岡
法
学
一
五
巻
一
・
二
合
併
号
）
で
集
中
的
に
取
材
さ
れ
た
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
は
、
そ
の
後
も
、
ド
イ
ツ
基

本
法
で
留
保
な
し
に
保
障
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
基
本
権
に
つ
い
て
も
、
憲
法
裁
が
そ
の
対
抗
法
益
を
創
出
し
拡
張
し
て
き
た
こ
と
を
批
判
し

て
い
る
。
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
は
実
際
に
も
早
く
か
ら
、
例
え
ば
兵
役
拒
否
事
件
（E６９,１

）
で
、
基
本
法
四
条
三
頁
「
良
心
に
反
し
て
、

武
器
を
伴
う
軍
務
を
強
制
さ
れ
（
な
い
）」
に
つ
い
て
連
邦
の
権
限
規
定
ま
で
も
が
対
抗
法
益
と
さ
れ
た
こ
と
（E６９,１

（２１ff.

））
に
関
し
て
、

（
八
二
）
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マ
ー
レ
ン
ホ
ル
ツ
と
も
に
反
対
意
見
を
提
出
し
て
い
た
。
同
様
に
、
基
本
権
の
価
値
論
・
放
射
効
論
が
基
本
権
全
体
と
し
て
だ
け
で
な
く
、

個
々
の
基
本
権
に
つ
い
て
も
憲
法
裁
に
よ
っ
て
拡
張
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
関
連
し
て
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
は
、
基
本
権

保
護
義
務
論
―
―
こ
れ
は
、
Ｄ
・
グ
リ
ム
の
立
場
だ
と
名
指
し
し
て
―
―
に
つ
い
て
も
改
め
て
批
判
的
見
解
を
鮮
明
に
打
ち
出
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
比
例
原
則
の
拡
張
的
適
用
に
抗
し
て
、
古
典
的
な
警
察
法
的
な
比
例
原
則
に
回
帰
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
も
、
改
め
て
提
示
さ

れ
て
い
る
。E.-W

.Böckenförde,‘
W

ie
w
erden

in
D
eutshland

die
Grundrechte

im
V
enfassungsrecht

interpretiert？
’,

EuGRZ
２００４,S.５９８ff.（６０１ff.

）

（
６
）
本
稿
で
の
テ
ー
マ
と
直
接
絡
み
合
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
ホ
フ
マ
ン
・
リ
ー
ム
の
表
現
の
自
由
論
に
つ
き
、
参
照
、
毛
利
透
・
表
現
の
自

由
二
八
六
頁
以
下
。

（
７
）B.Rustebeng,a.a.O

.,S.４２,４８.

（
８
）W

.
Rüfner,‘

Grundrechtskonflikte’,
in:

hrsg.
Ch.

Starck,
Festgabe

aus
A
nla�

des
２５

jährigen
Bestehens

des
BV

erfGs,Bd. ２,１９７６,S.４５３ff.

以
下
、
し
ば
ら
く
リ
ュ
フ
ナ
ー
の
論
述
す
る
と
こ
ろ
を
ほ
ぼ
順
を
追
う
形
で
祖
述
す
る
の
で
、
い
ち
い
ち

ペ
ー
ジ
を
示
さ
な
い
。

尚
、
筆
者
の
知
る
限
り
で
、
個
々
の
基
本
権
に
特
有
の
「
保
障
内
容
」Garantiegehalt

を
明
確
に
す
る
こ
と
が
、
比
例
原
則
・
衡
量
論

の
安
定
的
な
適
用
に
連
な
る
こ
と
、
両
者
が
両
立
す
る
こ
と
を
論
じ
た
点
で
リ
ュ
フ
ナ
ー
論
文
と
同
じ
方
向
に
立
つ
も
の
と
し
て
Ｒ
・
ヴ
ェ

ン
ト
の
論
稿
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。R.W

endt,A
öR

１９７９,S.４１４ff.

（
９
）
こ
の
判
決
に
つ
き
、
小
山
剛
「
放
送
に
よ
る
犯
罪
報
道
と
人
格
権
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
（
以
下
、
ド
憲
判
研
と
略
記
）・
ド
イ

ツ
の
憲
法
判
例
一
四
一
頁
以
下
。

（
１０
）
但
し
、
ア
ー
ノ
ル
ト
は
基
本
法
が
社
会
国
家
原
理
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
た
自
由
主
義
の
憲
法
で
あ
る
と
い
う
認
識
も
示
し
て
お
り
（a.a.
O
.,

S.
５７f.

）、
実
は
こ
の
点
は
、
少
々
微
妙
な
影
を
落
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
基
本
権
に
お
け
る
（
自
由
主
義
的
）
法
治
国
家
と
社
会

国
家
と
の
関
係
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
第
二
戦
後
ド
イ
ツ
憲
法
学
・
国
法
学
に
と
っ
て
の
通
奏
底
音
的
テ
ー
マ
に
関
わ
る
こ
と
で
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あ
る
。

（
１１
）
拙
稿
・
高
岡
法
学
一
六
巻
一
・
二
合
併
号
二
〇
頁
、
三
五
頁
。

（
１２
）
こ
の
認
識
に
立
っ
て
同
様
の
態
度
決
定
を
す
る
の
が
、
旧
稿
（
前
注
（
１１
））
で
取
材
し
た
Ｗ
・
カ
ー
ル
の
所
論
で
あ
っ
た
。
こ
の
旧
稿

後
に
接
し
た
カ
ー
ル
の
別
論
稿
で
も
、
相
変
わ
ら
ず
、
基
本
権
保
障
内
容
論
に
批
判
的
で
、
そ
れ
は
、
と
う
て
い
基
本
法
の
文
言
に
忠
実
な

学
説
と
は
言
え
な
い
と
の
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。W

.K
ahl,A

öR
２００６,S.５７９ff.

Ⅰ．

基
本
権
「
保
障
内
容
」
論
を
支
持
す
る
デ
ィ
ゼ
ル
タ
チ
オ
ー
ン

１．

研
究
の
手
順
と
目
標

以
下
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
デ
ィ
ゼ
ル
タ
チ
オ
ー
ン
の
大
要
を
把
択
す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
、
こ
の
研
究
の
手
順
（
道
筋
）
と
研
究
目

標
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
研
究
は
最
終
的
に
は
、
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
対
す
る
視
角
の
変
化
を
促
す
こ
と
を
目

標
と
す
る
が
、
そ
の
た
め
の
道
筋
・
手
段
が
、「
保
障
内
容
」
の
概
念
を
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
有
意
に
整
合
的
に
持
ち
込
む
こ

と
で
あ
る
と
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
述
べ
て
い
る
。（S.３
）
こ
の
こ
と
で
、
従
来
の
「
保
護
領
域
」
論
の
内
部
が
よ
り
精
密
化
さ
れ
て
、

そ
の
射
程
も
正
確
に
見
定
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
言
う
の
で

（
１
）

あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
基
本
権
適
用
は
も
は
や
対
抗
し
合
う
諸
「
原
理
」
の

個
別
事
例
で
の
比
較
衡
量
の
問
題
で
は
な
く
な
る
。
む
し
ろ
、
基
本
権
規
範
は
一
定
の
自
由
領
域
に
つ
い
て
の
、
そ
れ
自
体
完
結
し
た

プ
ン
ク
チ
ェ
エ
ル
な
、
し
か
も
「
抽
象
的
な
」
法
規
範
で
あ
る
。
い
か
な
る
状
況
が
具
体
的
な
裁
判
に
お
い
て
レ
レ
ヴ
ァ
ン
ト
な
も
の

で
あ
る
か
は
「
前
も
っ
て
」
選
択
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
、
基
本
権
「
保
障
内
容
」
論
に
よ
っ
て
個
人
の
基
本
権
保
障
が
強
化
さ
れ
、
同
時
に
議
会＝

立
法
者
の
行
動
自
由

（
八
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）
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も
強
化
さ
れ
る
と
言
う
。
但
し
、
と
く
に
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
と
の
関
係
で
こ
こ
で
特
筆
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
が

こ
れ
か
ら
提
出
す
る
モ
デ
ル
は
一
般
的
な
「
基
本
権
理
論
」
か
ら
各
々
の
基
本
権
問
題
の
位
置
が
指
定
さ
れ
る
様
な
も
の
で
な
く
て
、

た
だ
基
本
権
適
用
の
独
自
の
基
礎
を
提
供
す
る
ま
で
の
も
の
だ
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
要
す
る
に
、「
基
本
権
理
論
」そ
れ
自
体
と（
法
）

「
規
範
」
と
を
合
一
視
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
注
意
書
き
で
あ
ろ
う
。

本
研
究
の
基
本
権
的
方
向
性
は
、
上
述
の
留
意
点
を
別
と
す
れ
ば
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
、
ヴ
ァ
ー
ル
ら
と
同
様
で
あ
る
。
①
と
く

に
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
提
示
し
た
「
保
障
内
容
」
論
が
、
そ
れ
以
前
の
Ｆ
・
ミ
ュ
ラ
ー
、
さ
ら
に
は
内
在
的
制
約
論
の
様
々
の
型

態
、
お
よ
び
個
々
の
基
本
権
に
つ
い
て
保
護
領
域
を
明
確
に
規
定
し
よ
う
と
努
め
た
先
行
業
績
、
さ
ら
に
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
か�

の�

論�

稿�

後
の
連
邦
憲
法
裁
の
裁
判
例
動
向
・
学
説
状
況
と
い
う
広
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
再
定
義
さ
れ
る
。
勿
論
、
旧
拙
稿
が
取
材

し
た
ホ
フ
マ
ン
・
リ
ー
ム
と
Ｗ
・
カ
ー
ル
と
の
論
争
な
ど
も
、
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
含
ま
れ
る
。（S.６

）
②
以
上
の
作
業
を
ふ
ま

え
つ
つ
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
基
本
権
の
「
保
障
内
容
」
な
い
し
「
保
障
領
域
」Gew

ährleistungsbereich

と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
積

極
的
に
提
示
し
よ
う
と
言
う
の
で
あ
る
。（S.７

）

か
よ
う
に
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
本
研
究
は
、
ド
イ
ツ
の
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
よ
っ
て
既
に
提
示
さ
れ
て
い
た
諸
々
の
観
点
を

新
し
い
方
向
に
結
び
つ
け
て
一
層
実
り
あ
る
も
の
に
し
よ
う
と
企
て
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
判
例
法
思
考
が
支
配
的
な
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
の
連
邦
最
高
裁
の
道
も
、
対
抗
し
合
う
利
益
の
「
衡
量
」
が
強
調
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
の
動
向
も
、
こ
の
デ
ィ
ゼ
ル
タ

チ
オ
ー
ン
が
目
指
す
適
切
な
モ
デ
ル
と
は
言
え
な
い
と
断
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（S.１０f.

）

２．

こ
れ
ま
で
の
ド
イ
ツ
で
の
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク

前
述
し
た
様
に
、
あ
る
べ
き
基
本
権
適
用
モ
デ
ル
の
探
究
に
と
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
基
本
権
判
例
動
向
お
よ
び
学
説
状
況
を
一
べ
つ
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す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
ま
で
の
―
―
と
い
う
こ
と
はGG

成
立
以
前
に
お
け
る
―
―
基
本

権
論
議
に
次
の
様
な
概
観
を
与
え
て
い
る
。
ⅰ
法
治
国
家
的
配
分
原
理
と
市
民
的
法
治
国
家
に
お
け
る
「
防
御
権
」
と
し
て
の
基
本
権

と
い
う
観
念
、
ⅱ
制
度
的
基
本
権
理
解
、
法
的
制
度
の
存
在
（
続
）
の
保
障
と
い
う
見
解
、
ⅲ
価
値
体
系
と
し
て
の
基
本
権
と
い
う
観

念
な
ど
多
様
な
見
解
が
成
立
し
て
い
た
。（S.１９.

）
ま
た
、「
留
保
な
し
の
」
基
本
権
は
い
か
に
―
―
又
は
そ
も
そ
も
―
―
制
約
し
う

る
か
と
い
う

（
２
）

議
論
も
行
わ
れ
て
い
た
が
、
但
し
、
後
年
の
「
比
例
原
則
」
に
対
応
す
る
観
念
は
ま
だ
提
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う

整
理
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

右
の
状
況
を
素
地
と
し
て
―
―
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
停
止
に
よ
る
中
断
期
間
を
は
さ
ん
で
―
―
ボ
ン
基
本
法GG

の
下
で
の
基
本
権
ド

グ
マ
テ
ィ
ー
ク
が
展
開
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
論
述
に
よ
れ
ば
、
以
下
、
⑴
制
憲
議
会
で
の
基
本
権
論
議
、
⑵

リ
ュ

（
３
）

ー
ト（E７,１９８

）及
び
薬
局

（
４
）

判
決（E７,３７７

）ま
で
の
初
期
の
状
況
、
⑶
そ
の
後
の
、
今
日
に
至
る
ま
で
の
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー

ク
の
状
況
が
あ
る
わ
け
で
、
こ
の
様
に
節
目
に
着
目
し
て
大
き
く
分
節
化
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

⑴

制
憲
議
会
で
は
、
基
本
権
を
「
古
典
的
自
由
権
」
と
し
て
復
権
さ
せ
る
と
い
う
意
向
で
一
定
の
決
着
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
場
合
と
違
っ
て
、
基
本
的
義
務
の
カ
タ
ロ
グ
及
び
生
活
の
全
領
域
に
及
ぶ
法
制
度
の
包
括
的
規
範
化
は
見
送
ら
れ

た
。
そ
の
上
で
、
留
保
な
し
に
保
障
さ
れ
た
の
で
は
な
い
基
本
権
も
あ
く
ま
で
個
別
的
な
留
保
に
の
み
服
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
つ
ま

り
、
基
本
権
全
て
に
妥
当
す
る
一
般
的
留
保
と
い
う
考
え
方
が
拒
否
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
基
本
権
の
空
虚
化
に
対
す
る
峻
拒

で
あ
っ
た
。
個
別
基
本
権
の
制
約
に
つ
い
て
は
、
１９
―
１GG
が
（
制
約
の
）
形
式
的
な
限
界
で
あ
り
、
１９
―
２GG

が
そ
の
実
質
的
限

界
と
観
念
さ
れ
る
の
で
あ
る
（S.２０f.

）

⑵

リ
ュ
ー
ト
及
び
薬
局
判
決
に
至
る
ま
で
の
初
期
の
連
邦
憲
法
裁
に
よ
っ
て
、
基
本
権
に
関
す
る
様
々
の
手
が
か
り
が
模
索
さ
れ

ウ
ン
ア
ン
タ
ス
ト
バ
ー

て
い
た
。
ⅰ
既
に
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
学
説
に
も
見
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
各
基
本
権
に
は
、「
絶
対
不
可
侵
」
の
核
心
が
あ
る
と
い
う
考

（
八
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え
方
が
提
示
さ
れ
、
勿
論
、
こ
れ
は
１９
―
２GG

に
も
包
摂
さ
れ
る
見
解
で
あ
る
。
未
だ
明
確
な
定
式
化
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
ⅱ
さ

ら
に
、
比
例
原
則
の
様
々
の
要
素
―
―
必
要
性
、
適
切
性
な
ど
―
―
、
受
忍
限
度
論
の
展
開
も
見
ら
れ
た
。

学
説
の
側
か
ら
も
様
々
の
模
索
が
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
基
本
権
は
法
律
の
明
確
な
規
定
で
の
み
規
制
さ
れ
う
る
だ
け
で
あ
り
、
単
な

る
法
律
の
解
釈
や
一
般
条
項
に
よ
る
基
本
権
制
約
は
許
容
さ
れ
な
い
と
い
う
説
が
、
Ｗ
・
イ
ェ
リ
ネ
ク
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
。
さ
ら

に
、
今
日
の
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
基
礎
を
成
す
少
な
か
ら
ぬ
部
分
が
、
こ
の
時
期
の
学
説
及
び
専
門
裁
判
所
で
展
開
さ
れ
て
い

た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
論
述
に
沿
っ
て
、
⒜
連
邦
行
政
裁
判
所BV

erw
G

に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
社
会
留

保
」
論
―
―
２
―
１GG

の
三
つ
の
制
約
事
由
に
関
わ
る
―
―
の
形
成
、
及
び
⒝
学
説
に
よ
る
比
例
原
則
の
展
開
に
つ
き
手
短
か
に
触

れ
て
お
き
た
い
。

⒜
「
社
会
留
保
」
論
と
は
、
既
に
制
憲
議
会
で
も
見
ら
れ
た
議
論
で
あ
る
が
、
２
―
１GG

の
三
つ
の
制
約
事
由
が
、
そ
こ
で
挙
げ

ら
れ
て
い
る
「
自
己
の
人
格
を
自
由
に
発
展
さ
せ
る
権
利
」
以
外
の
他
の
基
本
権
に
も
広
く
及
ぶ
の
か
ど
う
か
を
め
ぐ
る
連
邦
行
政
裁

の
法
理
で

（
５
）

あ
る
。
一�

種�

の�

「
内
在
的
制
約
」
論
で
あ
り
、
社
会
の
存
続
に
不
可
欠
の
法
益
を
害
す
る
様
な
基
本
権
行
使
は
認
め
ら
れ
な

い
と
い
う
法
理
で
あ
り
、
第
三
者
の
基
本
権
論
で
補
完
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。（S.２５f.

）
同
裁
判
所
で
は
し
か
し
、
具
体
的
な
憲

法
規
定
に
即
し
て
制
約
事
由
と
な
り
う
る
社
会
的
法
益
を
明
確
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
批
判
的
な
学
説
は
、
そ

ゾ
ヴ
ァ
イ

ト

こ
で
、
三
つ
の
制
約
事
由
の
検
討
に
傾
注
し
て
い
っ
た
。
但
し
、
２
―
１GG

の
「
〜
に
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
」
と
い
う
文
言
が

他
の
基
本
権
と
い
か
に
―
―
又
は
そ
も
そ
も
―
―
関
わ
る
か
を
め
ぐ
っ
て
の
了
解
が
、
学
説
内
部
で
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
同
様
に
、
三
つ
の
制
約
事
由
の
性
格
に
つ
い
て
も
学
説
に
お
い
て
争
わ
れ
た
。

⒝

前
述
し
た
様
に
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
及
び
ボ
ン
基
本
法
の
制
憲
段
階
に
至
っ
て
も
、
比
例
原
則
の
展
開
は
ま
だ
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
点
で
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
が
一
つ
の
画
期
的
業
績
と
し
て
挙
げ
る
の
が
、
Ｒ
・
ｖ
・
ク
ラ
ウ
ス
の
研
究
で

（
６
）

あ
る
。（S.２９.

）
そ
れ
は
、
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半
ば
古
典
的
な
警
察
法
上
の
伝
統
に
立
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
半
ば
憲
法
上
の
―
―
つ
ま
り
、
立
法
者
を
拘
束
す
る
―
―
比
例
原
則

に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
行
政
法
上
の
古
典
的
比
例
原
則
に
固
執
す
る
見
地
か
ら
、
こ
の
原
則
の
か
か
る
憲

法
次
元
へ
の
引
き
上
げ
を
批
判
す
る

（
７
）

学
説
が
あ
っ
た
（
例
え
ば
Ｈ
・
ペ
ー
タ
ー
ス
。）

⑶

リ
ュ
ー
ト
判
決
及
び
薬
局
判
決
で
も
っ
て
、
ボ
ン
基
本
法
の
下
で
の
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
第
二
段
階
が
画
さ
れ
る
。
こ

の
二
つ
の
判
決
で
、
い
わ
ゆ
る
価
値
秩
序
論
と
憲�

法�

原�

理�

と�

し�

て�

の�

比
例
原
則
が
採
用
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
リ
ュ
ー
ト
判
決
で
展
開
さ

れ
た
価
値
秩
序
論
が
画
期
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
に
は
様
々
の
理
由
が
あ
る
。
基
本
権
の
（
間
接
的
）
第
三
者
効
力
の
基
礎
づ
け
及
び
基

本
権
の
客
観
的
次
元（
機
能
）と
の
関
係
で
も
重
要
で
あ
る
が
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
本
研
究
に
と
っ
て
は
、
基
本
権
問
題
を
衡
量
に
よ
っ

て
解
決
す
る
と
い
う
考
え
方
が
枢
要
で
あ
る
。
こ
の
判
決
で
初
め
て
、
ボ
ン
基
本
法
の
価
値
秩
序
に
お
い
て
基
本
権
と
「
そ
の
行
使
を

制
約
す
る
権
利
・
法
益
」
と
の
衡
量
の
必
要
性
が
明
確
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。（S.３３.

）

次
い
で
、「
三
段
階
理
論
」
と
い
う
名
の
下
に
で
は
あ
れ
、
基
本
権
制
約
の
審
査
基
準
と
し
て
比
例
原
則
が
確
定
的
な
形
で
採
用
さ

れ
た
の
が
薬
局
判
決
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

と
ま
れ
、
衡
量
は
比
例
原
則
の
一
部
に
取
り
込
ま
れ
て
、
事
件
毎
に
、
つ
ま
り
ア�

ド�

ホ�

ッ�

ク�

に�

な
さ
れ
る
。
衡
量
と
い
う
こ
と
の
な

か
に
は
、
一
定
程
度
ま
で
抽
象
的
思
考
の
否
定
が
含
意
さ
れ
て
お
り
、
裁
判
所
に
は
事
件
と
の
関
係
で
の
柔
軟
な
思
考
―
―
具
体
的
、

個
別
的
な
審
査
―
―
が
要
請
さ
れ
る
。

右
の
二
つ
の
判
決
以
後
の
展
開
で
、
学
説
と
し
て
有
意
な
手
が
か
り
を
提
供
し
て
く
れ
る
論
者
の
一
人
と
し
て
Ｆ
・
ミ
ュ
ラ
ー
が
挙

げ
ら
れ
る
。（S.４１ff.

）
こ
の
時
期
に
は
、
衡
量
思
考
が
―
―
「
保
護
領
域
」「
侵
害
」
の
概
念
の
拡
張
と
相
ま
っ
て
―
―
学
説
に
よ
っ

て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
な
か
で
、
別
の
選
択
肢
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
が
、
Ｆ
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
理
論
で
あ
っ
た
。

基
本
権
の
権
利
性
は
憲
法
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
基
本
権
は
限
界
な
し
に
保
障
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と

（
八
八
）
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い
う
の
が
、
ミ
ュ
ラ
ー
の
出
発
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
ま
た
、
基
本
権
の
全
て
の
「
規
範
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
「
不
文
の
」
要
素
で
あ

る
、
と
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
し
か
し
、
内
在
的
制
約
論
の
思
考
と
は
違
っ
て
、
ミ
ュ
ラ
ー
の
場
合
、「
規
範
領
域
」
及
び
「
規
範
プ

ロ
グ
ラ
ム
」
か
ら
展
開
さ
れ
る
基
本
権
の
「
妥
当
領
域
」
は
ど
こ
ま
で
及
ぶ
か
が
第
一
に
問
わ
れ
る
べ
き
問
い
で
あ
る
。
ル
ス
テ
ベ
ル

ク
も
目
指
す
と
こ
ろ
の
基
本
権
「
保
障
内
容
」
論
の
核
心
が
こ
こ
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
基
本
権
規
範
に
よ
っ
て
何
が
保

障
さ
れ
て
い
る
か
」が
積
極
的
に
問
わ
れ
て
、
明
確
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
基
本
権
が
い
か
に
制
約
さ
れ
う
る
か
と
消
極
的
問
い（
内

在
的
制
約
論
）
が
立
て
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。「
保
障
内
容
」
論
は
し
か
も
、
個�

々�

の�

基
本
権
保
障
が
ど
こ
ま
で
及
ぶ
か
、
と
い
う

問
い
な
の
で
あ
る
。
あ
る
行
動
が
「
典
型
的
な
、
も
し
く
は
典
型
的
に
な
り
う
る
事
物
的
特
殊
的
に
保
障
さ
れ
た
規
範
領
域
」（
ミ
ュ

ラ
ー
）
に
含
ま
れ
る
か
否
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
に
よ
る
と
、
基
本
権
「
保
障
内
容
」
の
規
定
に
と
っ
て
は
、
衡�

量�

な�

し�

に�

抽�

象�

的�

な�

視�

点�

か�

ら�

そ
れ
を
規
定
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
ミ
ュ
ラ
ー
（
及
び
Ｗ
・
リ
ュ
フ
ナ
ー
）
の
見
解
が
有
力
な
手
が

か
り
を
提
供
し
て
い
た
。（S.４９.

）

３．

個
別
的
衡
量
思
考vs.

抽
象
的
ル
ー
ル
の
思
考

ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
、
言
わ
ゆ
る
衡
量
論
ア
プ
ロ
ー
チ
が
尚
も
今
日
の
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
お
い
て
有
力
に
展
開
さ
れ
て
い
る

と
言
う
。
そ
こ
で
は
、
複
数
の
憲
法
「
価
値
」「
原
理
」
の
対
立
状
況
が
前
提
と
さ
れ
る
。
衡
量
論
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
様
々
の

批
判
が
提
起
さ
れ
て
き
た
。
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
見
解
で
も
、
衡
量
論
が
首
尾
よ
く
遂
行
さ
れ
る
に
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
基
本
権
規
範

な
い
し
「
原
理
」
に
つ
い
て
の
抽
象
的
序
列
化
の
介
在
を
必
要
と
す
る
。
確
か
に
、
こ
れ
ま
で
様
々
の
試
み
が
な
さ
れ
た
が
、
か
か
る

序
列
化
は
成
功
し
て
い
な
い
。
結
果
と
し
て
、
比
較
衡
量
の
支
点＝

基
準
が
欠
如
し
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
、「
人
間
尊
厳
」

M
enschenw

ürde

（
１
―
１GG

）
が
そ
の
支
点
で
あ
る
、
あ
る
い
は
基
本
権
各
々
の
核
に
は
人
間
尊
厳
が
看
取
さ
れ
う
る
と
説
か
れ
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る
が
、
人
間
尊
厳
の
内
容
自
体
が
論
争
の
渦
中
で
あ
る
（S.５８.

）

も
っ
と
も
、
連
邦
憲
法
裁
は
衡
量
論
ア
プ
ロ
ー
チ
に
立
ち
つ
つ
、
基
本
権
（
憲
法
「
価
値
」「
原
理
」）
間
の
関
係
を
規
定
す
る
一
連

の
指
針
な
い
し
優
先
性
ル
ー
ル
を
開
拓
し
て
き
た
。
意
見
表
明
の

（
８
）

自
由
と
一
般
的
人
格
権
に
関
わ
る
憲
法
裁
判
例
の
展
開
、
自
己
情
報

決
定
権
の
法
理
の
展
開
、
さ
ら
に
職
業
選
択
の
自
由
に
関
す
る
「
三
段
階
理
論
」（
上
述
）
の
形
成
な
ど
で
あ
る
。
例
え
ば
意
見
表
明

の
自
由
に
お
け
る
「
誹
謗
的
批
判
」Schm

ähkritik

や
集
会
の
自
由
に
関
す
る
「
世
論
形
成
」
な
ど
一
定
の
概
念
が
、
衡
量
の
指
針

と
し
て
有
意
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
概
念
や
指
針
は
部
分
的
な
関
係
領
域
で
の
み
適
用
さ
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
効
果

は
限
定
的
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
見
解
で
あ
る
。
ま
た
、
衡
量
は
必
然
的
に
個
別
的
で
あ
り
、
こ
の
点
で
「
概
念
形

成
」
を
志
向
す
る
「
抽
象
化
」
と
対
立
す
る
。（S.６２.

）
そ
し
て
、
衡
量
に
お
い
て
「
あ
ら
ゆ
る
状
態
」
を
考
慮
す
る
こ
と
は
土
台
、

無
理
な
話
な
の
で

（
９
）

あ
る
。
裁
判
に
よ
っ
て
一
定
の
優
先
性
ル
ー
ル
を
設
定
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
ル
ー
ル
が
い
か
な
る
事
例
に
適
用
さ
れ

る
べ
き
か
を
規
定
し
え
な
い
。
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
、
こ
う
し
た
優
先
性
ル
ー
ル
は
判
例
形
成
の
基
準
と
は
な
り
え
な
い
と
論
定
す
る
。

以
上
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
見
解
で
は
衡
量
論
は
「
個
別
的
」
な
も
の
で
あ
り
、
一
般
化
可
能
で
な
い
論
拠
（
論
者
の
主
観
的
な
政
治

的
主
張
な
ど
）
に
よ
っ
て
事
件
の
結
論
が
左
右
さ
れ
、
理
由
づ
け
が
不
十
分
な
も
の
と
な
る
。
仮
り
に
幾
分
抽
象
的
な
優
先
性
ル
ー
ル

が
定
立
さ
れ
て
も
、
際
限
の
な
い
個
別
事
例
の
な
か
に
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
う
。
要
す
る
に
、
基
本
権
適
用
が
恣
意
化
す
る
危
険
性
を

逸
れ
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。（S.６４.

）

主
流
の
見
地
に
ま
と
わ
り
つ
く
基
本
権
の
「
地
位
」
化
（
衡
量
さ
れ
う
る
）
に
抗
し
て
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
基
本
権
の
主
観

的
権
利
性
を
再
び
自
覚
化
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
基
本
権
を
し
て
、
個
別
事
例
に
関
わ
り
な
く
「
抽
象
的
に
」
問
題
状

況
を
規
律
す
る
実
定
規
範
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
り
、
か
よ
う
な
意
味
で
視�

点�

の�

転�

換�

を
促
す
の
で
あ
る
。
基
本
権
事
件
に
際
し
て

は
抵
触
状
況
の
衡
量
で
は
な
く
、「
解
釈
」A

uslegung

こ
そ
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、「
基
本
権
の
な
か
に
含
ま
れ
る
抽
象
的
な
前

（
九
〇
）
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も
っ
て
下
さ
れ
た
決
定
」
こ
そ
が
裁
判
の
基
準
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
個
別
的
事
例
に
適
応
す
る
も
の
で
な
い
。（S.７６.

）

基
本
権
規
範
は
「
原
理
」
と
し
て
で
な
く
「
ル
ー
ル
」
と
し
て
把
択
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
ケ
ー
ス
・
ロ
ー
思
考
に
対
し
て
「
教

義
学
的
」
方
法
が
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

４．

ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
と
ホ
フ
マ
ン
・
リ
ー
ム
の
間
で

旧
稿
で
も
既
に
述
べ
た
様
に
、
近
年
の
基
本
権
「
保
障
内
容
」
論
に
は
有
力
な
二
つ
の
潮
流
が
あ
る
。
一
つ
は
、
基
本
権
は
原
則
的

に
自
由
権
で
あ
る
と
し
、
か
つ
、
そ
の
主
観
的
権
利
性
に
固
執
す
る
見
地
（
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
基
本
権

の
「
客
観
法
的
」
側
面
に
も
配
慮
し
て
、
か
つ
、
今
日
の
「
保
障
国
家
」

（
１０
）

論
と
の
親
近
性
を
見
せ
る
見
地
（
ホ
フ
マ
ン
・
リ
ー
ム
）
も

有
力
で
あ
る
。
こ
の
様
な
な
か
で
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
「
保
障
内
容
」
論
は
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
元
連
邦
憲
法
裁
判

所
裁
判
官
で
も
あ
る
二
人
の
先
学
の
所
論
に
対
し
て
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
い
か
な
る
自
己
規
定
を
与
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
理
論
は
ホ
フ
マ
ン
・
リ
ー
ム
の
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
あ
く
ま
で
も
古
典
的
な
「
侵
害
・
制
約
」
思
考

か
ら
の
帰
結
で
あ
り
、
従
来
の
「
防
御
権
」
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
枠
組
で
抱
え
切
れ
る
も
の
だ
と
い
う
の
が
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
理
解

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
理
論
で
は
、
問
題
と
な
る
行
態
が
基
本
権
と
し
て
「
保
障
さ
れ
る
」
か
否
か
で
、
基
本
権

審
査
の
土
俵
に
の
る
か
、
そ
れ
で
打
ち
切
り
に
な
る
か
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ホ
フ
マ
ン
・
リ
ー
ム
に
お
い
て

は
、
国
側
の
措
置
が
古
典
的
な
意
味
で
の
侵
害
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
打
ち
切
り
と
は
な
ら
ず
、
広�

い�

意�

味�

で�

の�

「
侵
害
」Beeinträchtigung

に
該
当
す
る
か
否
か
の
審
査
に
付
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
所
論
で
は
、「
保
障
内
容
」

論
が
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
水
門
の
役
割
を
も
つ
が
、
ホ
フ
マ
ン
・
リ
ー
ム
の
場
合
、
そ
れ
は
転
轍
機
な
の
で
あ
る
。（S.９９.

）

右
の
点
と
も
関
連
す
る
が
、
こ
れ
ら
代
表
的
論
者
各
々
に
お
け
る
立
法
府
の
役
割
り
に
つ
い
て
の
見
解
に
、
小
さ
く
な
い
相
違
あ
る
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こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
場
合
に
は
一
般
的
行
為
自
由
に
関
し
て
は
と
も
か
く
、「
保
障

内
容
」
論
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
従
前
の
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
以
上
に
、
立
法
者
に
対
す
る
基
本
権
の
拘
束
力
が
強
く
な
る
わ
け
で

は
な
い
。
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
理
論
は
と
も
か
く
も
、
立
法
府
中
心
で
あ
り
、
行
政
府
が
立
法
府
の
頭
を
超
え
て
作
用
す
る
こ
と
は

な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ホ
フ
マ
ン
・
リ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
上
記
の
広�

い�

意�

味�

で�

の�

「
侵
害
」
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
が
適
用
さ
れ
る
と

な
る
と
、
法
律
の
留
保
が
明
示
的
に
放
棄
さ
れ
、
そ
の
う
え
、
２
―
１GG

の
「
受
け
入
れ
の
基
本
権
」
も
放
棄
さ
れ
る
か
ら
、
挙
げ

て
立
法
府
が
除
外
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、「
法
律
に
よ
る
自
由
」
と
い
う
モ
ー
メ
ン
ト
が
希
薄
と
な
っ
て
、「
保
障
に
特
有
な
」
指
示
は

む
し
ろ
行
政
府
へ
の
直
接
の
行
為
授
権
と
な
る
。
こ
こ
に
、
例
え
ば
在
来
の
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
基
づ
く
基
本
権
保
護
義
務

論
―
―
第
一
次
的
に
は
立
法
者
を
通
し
て
の
保
護
義
務
で
あ
る
―
―
と
、
ホ
フ
マ
ン
・
リ
ー
ム
と
の
理
論
上
の
相
違
が
あ
る
こ
と
も
指

摘
さ
れ
る
。（S.

１００.

）
総
じ
て
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
、
制
度
的
基
本
権
論
（
Ｐ
・
ヘ
ー
ベ
ル
レ
）
及
び
ホ
フ
マ
ン
・
リ
ー
ム
の
客
観

法
的
基
本
権
理
解
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
自
由
は
全
体
の
自
由
の
た
め
に
後
退
さ
せ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
批
判
的
で
あ
る
（S.１０８

f.

）
か
か
る
思
考
傾
向
か
ら
行
け
ば
、
例
え
ば
公
共
的
観
点
か
ら
市
場
競
争
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
措
置
は
、
個
人
の
職
業
選
択
の

自
由
（
１２
―
１GG

）
に
い
か
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
の
問
題
と
切
り
離
さ
れ
て
、
そ
れ
は
基
本
権
「
侵
害
」
で
な
く
、
基
本
権
「
形
成
」

だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
極
論
す
れ
ば
、
職
業
選
択
の
自
由
は
個
人
の
主
観
的
権
利
だ
け
で
な
く
、
公
正
な
競
争
秩
序

そ
の
も
の
を
も
「
保
障
す
る
」
と
言
う
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
、
確
か
に
職
業
選
択
の
自
由

に
と
っ
て
自
由
な
競
争
の
秩
序
は
重
要
で
あ
る
し
、
そ
の
権
利
を
行
使
で
き
る
「
場
」
の
確
保
も
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
が
そ
の

た
め
に
個
人
の
主
観
的
権
利
に
ど
こ
ま
で
侵
害
・
介
入
し
う
る
か
は
依
然
と
し
て
問
題
た
り
う
る
と
言
う
の
で

（
１１
）

あ
る
。

他
方
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
「
枠
秩
序
と
し
て
の
憲
法
」
と
い
う
見
解
と
基
本
権
を
自
由
主
義
な
防
御
権
と
し
て
把
択
す
る
こ
と
に

（
１２
）

固
執
す
る
点
で
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
へ
の
親
近
性
を
示
す
。
そ
れ
で
も
、
全
面
的
な
追
随
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
何
よ
り
も
、

（
九
二
）
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ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
「
保
障
内
容
」
論
で
は
、
―
―
そ
の
所
期
と
は
裏
腹
に
―
―
立
法
者
に
対
す
る
基
本
権
の
拘
束
力
が
在
来
の
ド

グ
マ
テ
ィ
ー
ク
と
比
べ
て
弱
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
を
問
題
視
し
て
い
る
。（S.１０９.

）

５．

基
本
権
モ
デ
ル
の
諸
前
提

次
に
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
研
究
は
、
前
述
の
諸
条
件
を
満
た
す
「
基
本
権
モ
デ
ル
」
の
構
想
に
向
か
う
の
で
あ
る
が
、
第
一
に
、
そ
の

モ
デ
ル
と
ボ
ン
基
本
法GG
と
の
適
合
性
が
模
索
さ
れ
る
（
本
節
。）
か
か
る
問
題
設
定
か
ら
し
て
既
に
、
広
い
意
味
で
の
「
ド
グ
マ

テ
ィ
ー
ク
」
へ
の
志
向
性
が
観
取
さ
れ
よ
う
。
そ
の
う
え
で
次
節
以
下
で
、
か
よ
う
に
し
て
提
示
さ
れ
た
基
本
権
モ
デ
ル
を
本
来
の
意

味
で
の
、
つ
ま
り
勝
義
で
の
「
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
」
の
平
面
に
移
し
代
え
て
、
よ
り
具
体
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
精
練
す
る
の
で
あ
る
。

⑴

は
じ
め
に
、「
基
本
権
モ
デ
ル
」
―
―
後
述
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
よ
り
正
確
に
は
「
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
・
モ
デ
ル
」

の
こ
と
―
―
と
は
何
で
あ
り
、
そ
の
役
割
・
機
能
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
役
割
は
い
か
に
果
た
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

ま
で
の
ド
イ
ツ
で
の
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
は
「
保
護
領
域
・
侵
害
・
正
当
化
」
の
シ
ェ
ー
マ
で
展
開
さ
れ
て
き
た
が
、
今
、
新
た

に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
「
保
障
内
容
」
論
で
は
、
い
か
な
る
シ
ェ
ー
マ
で
展
開
さ
れ
る
べ
き
か
。
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
か
よ
う

な
シ
ェ
ー
マ
（
図
式
、
範
ち
ゅ
う
）
な
し
に
は
、
折
々
の
事
態
・
行
態
に
と
っ
て
基
本
権
の
も
つ
意
味
は
把
択
さ
れ
え
な
い
。
こ
の

シ
ェ
ー
マ＝

基
本
権（
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
）モ
デ
ル
に
よ
っ
て
、
折
々
の
事
態
・
行
態
に
潜
む
問
題
性
が
開
示
さ
れ
、
該
基
本
権
の「
内

容
」
に
照
ら
し
て
そ
の
問
題
性
が
解
決
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
言
わ
ば
古
典
的
な
「
包
摂
作
用
」
技
術
と
同
様
の
論
証
作
法
で
あ
る
。

但
し
、
包
摂
作
用
の
基
礎
と
な
る
上
位
命
題
（
大
前
提
）
は
バ
ラ
バ
ラ
の
基
本
権
規
範
の
諸
命
題
か
ら
は
導
き
出
さ
れ
な
い
の
で
、
ま�

ず�

は�

基
本
権
適
用
シ
ェ
ー
マ
が
基
本
権
規
範
か
ら
導
か
れ
る
。
こ
こ
で
次
の
課
題
が
提
起
さ
れ
る
―
―
。
そ
れ
は
、
こ
の
シ
ェ
ー
マ
が

い
か
に
構
成
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
際
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
と
は
常
に
実
定
法
と
の
関
係
で
機
能
す
る
も
の
で
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あ
り
、
実
定
法
に
含
ま
れ
る
準
則
が
―
―
恣
意
的
に
で
な
く
―
―
一
定
の
方
法
論
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
の
重
要
性
が
ル
ス
テ
ベ

ル
ク
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
。（S.１１４.

）
そ
の
う
え
で
、
基
本
権
規
範
に
つ
い
て
は
「
体
系
的
」
解
釈
が
重
視
さ
れ
て
、
ル
ス
テ
ベ

ル
ク
に
よ
れ
ば
体
系
的
解
釈
と
は
、
規
範
の
様
々
の
命
題
を
抽
象
的
（
一
般
的
）
な
シ
ェ
ー
マ
の
形
で
統
一
あ
る
全
体
に
ま
と
め
上
げ

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
統
一
的
全
体
の
な
か
で
、
法
適
用
の
一
つ
一
つ
の
歩
み
（
部
分
）
が
相
互
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
在
来
の
基
本

権
シ
ェ
ー
マ
に
即
し
て
言
え
ば
、
基
本
権
へ
の
「
侵
害
」
が
あ
る
か
否
か
は
、「
保
護
領
域
」
及
び
「
正
当
化
」
の
段
階
と
関
係
づ
け

ら
れ
な
け
れ
ば
―
―
と
言
う
よ
り
は
、
そ
れ
ら
も
同
時
に
思
考
さ
れ
な
け
れ
ば
―
―
意
味
が
な
い
（
つ
ま
り
、
基
本
権
適
用
は
構�

造�

的�

に�

な
さ
れ
る
。）

さ
て
、
基
本
権
モ
デ
ル
が
解
釈
者
に
と
っ
て
の
「
前
理
解
」
の
構
成
要
素
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
が
次
の
如
く

説
い
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
―
―
。
い
わ
ゆ
る
「
解
釈
学
的
循
環
」
に
よ
る
と
、
解
釈
の
対
象
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
（
条
文
）
と
解

釈
者
・
適
用
者
の
「
前
理
解
」
と
の
間
に
は
相
互
作
用
が
存
在
す
る
。
基
本
権
解
釈
・
適
用
も
、
こ
の
相
互
作
用
か
ら
逸
れ
え
な
い
。

か
よ
う
に
、
基
本
権
シ
ェ
ー
マ
は
解
釈
者
の「
前
理
解
」の
必
然
的
―
―
不
可
欠
の
―
―
構
成
要
素
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
基
本
権
シ
ェ
ー

マ
は
同
時
に
基
本
権
「
構
造
」
シ
ェ
ー
マ
で
も
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
そ
れ
は
基
本
権
を
た
だ
個
々
の
適
用
状
況
に
お
い
て
だ
け
で
な

く
全
体
に
お
い
て
記
述
す
る
も
の
で
あ
り
、
基
本
権
の
「
内
容
」
が
付
与
さ
れ
る
下
地
だ
か
ら
で
あ
る
。（S.１１７.

）

⑵

く
り
返
し
に
な
る
が
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
に
お
い
て
基
本
権
「
保
障
内
容
」
論
は
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
―
―
つ
ま
り
法
律
学

的
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
一
種
と
し
て
の
―
―
の
問
題
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
も
そ
も
法
律
学
的
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
を

規
定
す
る
も
の
は
何
か
？
そ
の
規
定
要
素
と
し
て
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
ま
ず
「
文
言
」
と
「
成
立
史
」
と
を
挙
げ
て
検
討
し
て
い
る
。

（S.
１２１ff.

）
勿
論
、
こ
れ
ま
で
の
論
争
で
も
法
規
範
の
「
内
容
」
が
文
言
、
成
立
史
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
う
る
か
、
こ
れ
ら
の
要

素
に
よ
っ
て
法
「
解
釈
」
と
法
「
形
成
」
の
区
別
が
可
能
と
な
る
か
確
答
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
も
こ
れ
ら
の
要
素
を

（
九
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法
律
学
的
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
、
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
規
定
的
要
素
と
は
位
置
づ
け
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
基
本
権
モ
デ
ル
に

よ
っ
て
何
が
提
供
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
「
業
績
」Leistungsfähigkeit

と
い
う
基
準
（
要
素
）
が
重
視
さ
れ
る
。（S.１２３ff.

）
文
言

は
多
分
に
、
言
語
の
定
式
化
の
問
題
で
あ
り
、
例
え
ば
法
律
の
留
保
を
表
現
す
る
文
言
に
つ
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。
成
立
史
に
よ
っ
て

「
制
憲
者
意
思
」
が
不
分
明
で
あ
っ
て
も
、
基
本
権
規
範
の
機
能
様
式
を
全
面
的
に
展
開
し
て
実
定
法
の
欠
缺
を
補
充
す
る
と
い
う
業

績
こ
そ
が
肝
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
２
―
１GG

に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
三
つ
の
制
約
事
由
の
意
味
が
あ
い
ま
い
だ
―
―
論
争
が
そ
の
こ

と
を
証
し
て
い
る
―
―
か
ら
と
言
っ
て
あ
い
ま
い
な
モ
デ
ル
が
提
出
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
説
得
力
は
、
個
々
の

規
範
の
問
題
と
す
る
事
柄
を
一
般
化
し
う
る
観
点
に
ま
で
昇
華
し
て
、
つ
ま
り
個
々
の
例
外
を
少
な
く
し
う
る
程
に
高
ま
る
の
で
あ
る
。

ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
さ
ら
に
右
の
点
に
踏
み
込
ん
で
、
業
績
の
基
準
は
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
目
的
―
―
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
業
績
の
こ
と

を
「
合
目
的
性
」
と
も
言
い
換
え
て
い
る
（S.１２４

）
―
―
と
は
何
か
と
い
う
問
題
と
絡
ん
で
い
る
と
し
て
、
こ
の
文
脈
で
ベ
ッ
ケ
ン

フ
ェ
ル
デ
の
言
う
「
基
本
権
理
論
」
な
い
し
基
本
権
理
解
の
意
義
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
少
々
、
論
及
し
て
お
こ
う
。
こ
こ
で

再
び
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
と
ホ
フ
マ
ン
・
リ
ー
ム
と
い
う
二
人
の
先
学
の
見
地
の
異
同
が
問
わ
れ
、
そ
の
間
で
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
自
身

の
所
論
の
位
置
づ
け
が
試
み
ら
れ
る
。

さ
て
、
大
き
く
二
つ
の
基
本
権
理
解
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
、
憲
法
も
基
本
権
も
「
枠
秩
序
」
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。（
Ⓐ
）

こ
れ
に
対
し
て
、
憲
法
・
基
本
権
は
「
客
観
的
価
値
秩
序
」
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
対
置
さ

（
１３
）

れ
る
。（
Ⓑ
）
Ⓐ
に
立
て
ば
、
基
本
権
は

一
定
の
歴
史
的
危
機
況
状
へ
の
対
応
で
あ
る
し
、
国
家
の
威
脅
か
ら
個
人
の
自
由
を
守
る
も
の
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
る
。
基
本
権
の
う

ち
に
保
護
さ
れ
る
個
人
の
地
位
こ
そ
が
「
枠
秩
序
」
の
出
発
点
で
あ
り
、
と
り
わ
け
少
数
者
の
自
由
を
立
法
手
続
で
保
護
し
よ
う
と
す

る
。
つ
ま
り
、
基
本
権
は
立
法
者
に
対
し
て
「
内
容
的
」
な
決
定
を
含
む
が
、
し
か
し
、
こ
の
「
枠
秩
序
」
故
に
立
法
者
に
は
法
政
策

上
の
一
定
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
共
同
決
定

（
１４
）

判
決
に
も
そ
れ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。（E５０,２９０

（３３６ff

）.）
Ⓑ
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で
は
、
基
本
権
に
は
客
観
的
次
元
（
機
能
）
が
あ
り
、
そ
の
「
放
射
効
」
に
よ
り
立
法
者
の
法
政
策
が
目
的
志
向
的
に
統
制
さ
れ
る
。

基
本
権
と
公
共
の
福
祉
と
の
対
立
は
「
実
際
的
一
致
」
に
従
っ
て
調
整
さ
れ
る
。
か
か
る
調
整
の
表
現
が
法
律
で
あ
る
。

ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
も
と
よ
り
、
基
本
権
「
理
解
」、
基
本
権
「
理
論
」
が
基
本
権
の
内
容
や
作
用
を
理
解
す
る
に
は
不
可
欠
で
あ
る

と
す
る
。
但
し
、
か
か
る
「
理
解
」「
理
論
」
に
過
度
に
リ
ジ
ッ
ド
に
し
ば
ら
れ
る
と
、
解
釈
の
結
果
が
各
々
の
「
理
解
」
に
沿
っ
て

つ
じ
つ
ま
が
合
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
り
、
基
本
権
論
議
の
視
野
を
当
初
か
ら
一
定
の
方
向
に
限
定
し
か
ね
な
い
と
い
う
両
刃
の

剣
で
あ
り
う
る
、
と
注
意
を
促
が
し
て
い
る
。（S.１２７.

）
つ
ま
り
、
様
々
の
基
本
権
理
論
が
あ
り
う
る
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

そ
れ
ら
の
諸
前
提
か
ら
ス
ト
レ
ー
ト
に
一
義
的
に
一
定
の
憲
法
解
釈
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
様
に
、
そ
こ
か
ら
一
定
の
憲
法

「
内
容
」
の
射
程
、
連
邦
憲
法
裁
の
権
限
に
つ
い
て
の
結
論
を
一
義
的
に
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
基
本
権
「
理
論
」
は
基
本
権
の
一
般
理
論
で
あ
る
と
同
時
に
、
ボ
ン
基
本
法GG

が
規
定

す
る
基
本
権
に
つ
い
て
の
理
論
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
、
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
も
基
本
権
理
論
も
共
通
の
対
象
と
し
てGG

を
も
つ
。

要
す
る
に
、
基
本
権
理
論
も
基
本
権
解
釈
の
前
提
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
結
果
で
も
あ
る
、
と
言
う
こ
と
は
こ
こ
に
も
解
釈
学
的
循
環

が
あ
る
。（S.１２８.

）
こ
の
様
に
考
え
る
と
、
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
と
は
別
箇
独
自
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
基
本
権
「
理
論
」
と

い
う
も
の
を
設
定
す
る
こ
と
の
必
要
性
も
問
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
有
意
な
基
本
権
理
論
な
る
も
の
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
包
括
的
な
国
家
・
憲
法
理
論
で
あ
っ
て
、
言
わ
ば
一
種
の
「
憲
法
の
精
神
」
の
様
な
も
の
だ
、
と
ル
ス
テ
ベ
ル
ク

は
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
具
体
的
な
事
案
を
解
釈
す
る
際
の
手
助
け
と
み
る
が
、
い
ず
れ
の
「
理
論
」
に
依
拠
す
る
か
は
法
適
用

者＝

解
釈
者
の
「
決
断
」
に
依
る
、
と
も
言
う
。

ち
な
み
に
、
Ｋ
・
ア
ー
ノ
ル
ト
も
基
本
権
「
理
論
」
と
基
本
権
「
解
釈
」
―
―
ア
ー
ノ
ル
ト
は
あ
る
箇
所
で
はdeuten

と
い
う
言

葉
を
用
い
て
い
る
（S.４７

）
が
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
と
同
義
と
考
え
て
よ
い
―
―
と
の
交
錯
云
云
と
い
う
論
点
に
触
れ
て
い
る
。
ア
ー

（
九
六
）
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ノ
ル
ト
の
規
定
で
は
、
国
家
理
解
も
含
む
憲
法
理
論
の
全
体
的
連
関
に
お
い
て
基
本
権
解
釈
を
導
く
の
が
前
者
で
あ
る
。
前
者
は
後
者

に
省
察
を
迫
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
に
基
準
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。（S.４７.

）
こ
の
様
に
、
基
本
権
「
内
容
」
の
探
究
に
と
っ
て
基

本
権
「
理
論
」
の
選
択
は
単
な
る
作
業
仮
説
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
、
と
ア
ー
ノ
ル
ト
は
考
え
て
お
り
、
つ
ま
り
、
い
ず
れ
の
基
本
権

「
理
論
」
に
立
つ
か
に
よ
っ
て
保
護
領
域
の
射
程
も
、解
釈
の
結
論
も
異
な
っ
て
く
る
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（S.４８.

）

ま
た
、
ア
ー
ノ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
基
本
権
「
理
論
」
は
哲
学
的
、
政
治
学
的
、
比
較
法
的
前
提
的
問
い
を
含
む
、
そ
れ
故
に
評
価
的

省
察
的
で
包
括
的
理
論
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
実
務
が
い
か
に
適
切
に
記
述
さ
れ
う
る
か
と
い
う
問
い
へ
の
応
答
が
基
本
権
「
ド
グ

マ
テ
ィ
ー
ク
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
後
者
が
前
者
の
基
礎
の
上
に
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
ろ
勿
論
だ
が
、
ア
ー
ノ
ル
ト
は
や
は

り
両
者
が
区
別
さ
れ
る
―
―
独
自
の
存
在
理
由
を
も
つ
―
―
べ
き
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。（S.６０.

）
ど
う
や
ら
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
と
ア
ー

ノ
ル
ト
で
は
、
基
本
権
解
釈
に
と
っ
て
の
基
本
権
「
理
論
」
の
果
た
す
役
割
と
意
味
に
つ
い
て
、
看
過
し
え
な
い
見
解
の
相
違
あ
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
前
述
で
も
触
れ
た
こ
と
だ
が
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
基
本
権
規
範
の
文
言
や
制
憲
者
意
思
に
絶
対
的
な
重
み
を
与
え
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
文
言
に
は
「
規
範
テ
ク
ス
ト
」
と
し
て
、
解
釈
を
限
界
づ
け
る
も
の
と
し
て
の
意
義
が
与
え
ら

（
１５
）

れ
る
。
ま
た
、

文
言
に
は
裁
判
が
正
当
で
あ
る
た
め
の
、
及
び
法
的
安
定
性
に
と
っ
て
の
重
視
で
き
な
い
意
義
が
あ
る
。
例
え
ば
留
保
な
し
の
基
本
権

と
言
え
ど
も
決
し
て
制
約
に
服
さ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
の
制
約
は
で
き
る
だ
け
テ
ク
ス
ト＝

条
文
（
文
言
）
に
沿
っ

て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
留
保
付
き
の
基
本
権
へ
の
制
約
の
場
合
と
は
自
ず
と
異
な
る
は
ず
で

（
１６
）

あ
る
。（S.１３０.

）
制
憲
者

意
思
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
法
適
用＝

解
釈
に
お
い
て
は
制
憲
者
が
と
も
か
く
も
ま
ず
初
め
に
与
え
た
規
範
「
内
容
」
が
重
要
な

志
向
点
と
な
る
。（S.１３１.

）
こ
う
し
て
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
に
よ
る
そ
れ
も
含
め
て
基
本
権
解
釈
と
は
、「
開
か
れ

た
解
釈
」
―
―
Ｒ
・
ア
レ
ク
シ
ー
や
Ｗ
・
ヘ
フ
リ
ン
ク
ら
の
所
論
―
―
と
い
う
よ
り
は
「
構
造
化
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
（S.１５８ff.

）、
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そ
の
際
、
制
憲
者
意
思
が
文
言
と
同
様
に
重
要
な
の
で
あ
る
。
尚
、
法
解
釈
が
「
構
造
化
」
さ
れ
た
過
程
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
後
述
部
で
触
れ
た
い
。

⑶

既
に
連
邦
憲
法
裁
の
憲
法
裁
判
例
に
つ
い
て
も
新
し
い
動
向
が
観
取
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
と

と
も
に
集
会
の
自
由
の
判
例
動
向
に
注
目
し
て
お
き

（
１７
）

た
い
。
近
年
の
判
例
法
理
で
は
、「
集
会
」
の
概
念
は
、
公
共
の
意
見
形
成
へ
の

参
与
に
向
け
ら
れ
た
社
会
的
討
議
、
意
思
表
示
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
し
ぼ
り
を
か
け
ら
れ
て
い
る
。（
ラ
ブ
・
パ
レ
ー
ド

事
件
（N

JW
２００１,２４５９

）
や
第
三
ブ
ロ
カ
ー
ド
事
件
（E１０４,９２

）
な
ど
。）
そ
の
う
え
で
、
連
邦
憲
法
裁
は
一
般
的
行
為
自
由
（
２
―

１GG

）
と
比
べ
て
、
何
故
、
集
会
の
自
由
が
よ
り
強
く
保
障
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
も
答
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
直
接

民
主
主
義
的
な
政
治
参
加
が
限
定
さ
れ
て
い
る
議
会
制
民
主
制
の
下
で
は
、
公
共
の
意
見
形
成
へ
の
参
与
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
集
団
的
な
意
思
表
示
の
自
由
が
一
層
、
基
底
的
な
重
み
を
も
つ
。
少
数
者
保
護
の
視
点
か
ら
も
、
集
会
の
自
由
は
重
要
で

あ
る
。
尚
、
第
三
ブ
ロ
カ
ー
ド
決
定
で
は
、
自
ら
の
主
義
主
張
・
要
求
を
強
要
的
に
、
も
し
く
は
自
力
救
済
的
に
貫
徹
す
る
こ
と
は
、

集
会
の
自
由
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。（E１０４,９２

（１０５

）.）

最
近
の
判
例
動
向
に
つ
い
て
は
様
々
の
批
判
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
言
わ
ゆ
る
「
開
か
れ
た
解
釈
」
の
見
地
か
ら
の
そ

れ
に
限
定
し
て
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
こ
の
立
場
か
ら
の
批
判
と
し
て
、
Ⓐ
Ｗ
・
ヘ
フ
リ
ン
ク
、
Ⓑ
Ｒ
・
ア
レ
ク
シ
ー
の
見
解
に
注

目
し
た
い
。

Ⓐ
ヘ
フ
リ
ン
ク
は
主
著
と
し
て
「
開
か
れ
た
基
本
権
解
釈
」
を
も
つ

（
１８
）

論
者
で
あ
り
、
文
字
通
り
「
開
か
れ
た
解
釈
」
の
立
場
に
立
つ

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
論
者
は
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
（
及
び
ア
ー
ノ
ル
ト
）
と
同
様
に
、
自
由
主
義
的
基
本
権
理
解
に
立
つ
が
、

基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
と
は
反
対
の
見
地
に
至
る
と
い
う
興
味
深
い
問
題
性
を
提
起
す
る
。（S.

１３９.

）
前
述
し
た
通
り
、
基
本
権
（
諸
）
理
論
（
理
解
）
は
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
対
し
て
一
定
の
規
定
力
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
後
者

（
九
八
）
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の
あ
り
方
を
一
義
的
に
決
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
開
か
れ
た
解
釈
」
の
見
地
か
ら
は
、
基
本
権
的
自
由
は
何
ら

一
定
の
目
的
を
志
向
し
な
い
。
つ
ま
り
、「
自
由
は
自
由
の
た
め
に
」（
自
己
目
的
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
で
も
制
度
的
基
本

権
理
解
、
価
値
秩
序
論
、
原
理
と
し
て
の
基
本
権
理
解
と
峻
別
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
基
本
権
理
解
は
、
自
由
に
一
定
の
価
値
を
負
荷
さ

せ
て
、
自
由
行
使
の
任
意
性
を
弱
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
ヘ
フ
リ
ン
ク
は
、
基
本
権
の
構
成
要
件
の
内
部
に
様
々
の
実
質
的
区

別
―
―
例
え
ば
芸
術
の
自
由
に
と
っ
て
作
品
領
域
と
作
業
領
域
と
の
区
別
、
意
見
表
明
に
つ
い
て
の
「
価
値
判
断
」
な
い
し
「
評
価
」

と
「
事
実
主
張
」
の
区
別
な
ど
―
―
を
も
ち
込
む
こ
と
に
対
し
て
、
自
由
に
対
す
る
許
容
さ
れ
な
い
実
体
的
価
値
づ
け
で
あ
る
と
し
て

異
議
申
し
立
て
を
す
る
。（S.１４１.
）

既
に
述
べ
た
こ
と
だ
が
、
ア
ー
ノ
ル
ト
も
ま
た
自
己
の
見
地
を
自
由
主
義
的
基
本
権
理
論
に
立
脚
す
る
も
の
と
規
定
し
て
お
り
、
そ�

の�

う�

え�

で�

基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
と
し
て
も
大
体
、
右
の
ヘ
フ
リ
ン
ク
と
同
様
の
理
解
を
提
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る

「
配
分
原
理
」（
Ｃ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）
か
ら
、
基
本
権
と
し
て
保
障
さ
れ
る
の
は
国
家
か
ら
の
自
由
で
あ
り
、
そ
の
際
、
自
由
行
使
の

動
機
・
意
図
は
問
わ
れ
な
い
、
と
す
る
。
ま
た
、
基
本
権
の
内
容
・
射
程
は
（
制
約
す
る
）
法
律
が
規
定
す
る
の
で
な
く
、
逆
に
法
律

の
内
容
が
自
由
保
障
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
の
で
あ
り
、こ
の
自
由
は
原
則
と
し
て
広
く
解
さ
れ
る
べ
き
だ
、と
い
う
見
地
で
も
あ
る
。

（S.４９f

）

基
本
権
諸
理
論
に
一
べ
つ
を
与
え
た
う
え
で
、
ア
ー
ノ
ル
ト
は
、
ボ
ン
基
本
法GG

が
基
本
的
に
は
自
由
国
家
的
基
本
権
理
論
を
採

用
し
て
お
り
、
そ
の
う
え
で
そ
れ
を
社
会
国
家
原
理
で
補
完
し
て
い
る
と
い
う
見
解
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
前
者
が
優
先

さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ゆ
め
ゆ
め
基
本
権
の
主
観
的
権
利
性
を
ゆ
る
が
せ
に
は
で
き
な
い
と
い
う
見
地
で
あ
る
。（S.５８.

）
こ
の
件
り

で
の
ア
ー
ノ
ル
ト
の
論
述
は
幾
分
、
明
瞭
を
欠
く
が
、
社
会
国
家
原
理
を
理
由
に
し
て
自
由
主
義
的
な
基
本
権
の
保
護
領
域
を
限
定
す

る
こ
と
は
、GG

自
身
が
禁
じ
て
い
る
と
言
う
見
解
だ
ろ
う
。（S.５７

）
こ
の
点
に
は
後
述
部
で
触
れ
る
。
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Ⓑ
「
衡
量
プ
ロ
セ
ス
」
の
不
可
欠
性
を
強
調
す
る
の
が
Ｒ
・
ア
レ
ク
シ
ー
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
衡
量
は
単
に
合
理
的
で
あ
る

こ
と
を
超
え
て
、
理
論
的
に
唯
一
可
能
な
方
法
で
あ
る
。
ア
レ
ク
シ
ー
の
「
原
理
」
論
に
よ
れ
ば
、
原
理
と
対
抗
原
理
と
を
衡
量
す
る

の
で
な
く
て
、「
衡
量
さ
れ
え
な
い
」
基
準
の
適
用
に
よ
っ
て
基
本
権
保
護
を
「
定
義
的
に
排
除
」
し
て
し
ま
う
こ
と
が
、
基
本
権
の

保
護
領
域
を
狭
く
抱
え
る
見
地
の
弱
点
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。（S.１５６.

）
ア
レ
ク
シ
ー
の
見
解
で
は
、
衡
量
が
適
切
に
な
さ
れ
る
限

り
で
の
み
基
本
権
に
関
す
る
判
断
は
正
し
い
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
事
件
に
よ
っ
て
は
衡
量
の
形
跡
が
明
確
で
な
い
場
合
も
あ
る
が
、

適
切
な
衡
量
の
結
果
と
し
て
そ
う
あ
り
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
づ
け
は
正
し
い
も
の
と
見
な
し
う
る
、
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
、
ア
レ
ク
シ
ー
が
「
原
理
」
の
中
味
を
明
ら
か
に
し
て
な
い
点
を
致
命
的
で
あ
る
と
批
判
す
る

の
で
あ
る
。
も
し
、
そ
れ
ら
の
「
原
理
」
が
解�

釈�

に�

よ�

っ�

て�

明
ら
か
に
さ
れ
、「
正
当
化
」
の
段
階
で
衡
量
が
行
わ
れ
る
の
だ
と
言
う

の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ア
レ
ク
シ
ー
以
外
の
多
く
の
衡
量
論
者
が
受
け
入
れ
る
見
解
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
ま
ず
保
護
領
域
が

解�

釈�

に�

よ�

っ�

て�

明
ら
か
に
さ
れ
、「
正
当
化
」
の
段
階
で
こ
そ
衡
量
が
行
わ
れ
る
と
い
う
も
の
だ
か
ら
で

（
１９
）

あ
る
。
ま
た
、
も
し
、
そ
う

な
ら
ば
、
ア
レ
ク
シ
ー
の
原
理
論
と
「
保
障
内
容
」
論
と
の
距
離
も
意
外
と
も
う
少
し
近
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
ル
ス
テ

ベ
ル
ク
に
よ
る
と
、
ア
レ
ク
シ
ー
に
お
い
て
は
通
常
の
法
解
釈
の
方
法
―
―
文
言
・
歴
史
・
体
系
・
目
的
な
ど
―
―
を
用
い
て「
原
理
」

の
内
容
を
明
確
化
し
よ
う
と
の
企
図
が
見
ら
れ
な
い
。
ア
レ
ク
シ
ー
に
と
っ
て
、
か
か
る
解
釈
方
法
は
基
本
権
を
「
ル
ー
ル
」
と
し
て

観
念
す
る
場
合
に
の
み
採
用
し
う
る
、
と
。
こ
う
し
て
、
ア
レ
ク
シ
ー
は
む
し
ろ
直
観
的
に
基
本
権＝

原
理
に
つ
い
て
広
い
構
成
要
件

＝

保
護
領
域
論
を
選
択
す
る
た
め
に
、
専
ら
文
言
に
依
拠
し
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
、
憲
法
の
「
原
理
」＝

基
本
権

の
射
程
を
で
き
る
だ
け
広
く
把
択
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
主
張
は
原
理
論
の
―
―
論
証
さ
れ
な
い
―
―
信
仰
箇
条
の
一
部
に
過
ぎ
な

い
と
手
厳
し
く
突
き
返
す
の
で
あ
る
。（S.１６１.

）

以
上
、
要
す
る
に
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
、
Ⓐ
「
開
か
れ
た
基
本
権
解
釈
」
論
も
、
Ⓑ
「
原
理
」
論
も
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
と
し
て

（
一
〇
〇
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ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク

は
役
に
立
た
な
い
と
い
う
大
胆
な
論
定
を
下
し
て
い
る
。（S.１６７.

）
や
は
り
、
古
典
的
な
法
解
釈
方
法
に
固
執
す
る
わ
け
で
あ
る
。

６．

基
本
権
「
保
障
」
モ
デ
ル
の
積
極
的
・
具
体
的
提
示
―
―

以
上
を
ふ
ま
え
て
、
発
展
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
基
本
権
モ
デ
ル
を
よ
り
積
極
的
に
具
体
的
に
構
想
す
る
こ
と
が
、
次
の
課
題
で
あ
る
。

こ
の
モ
デ
ル
の
課
題
は
、「
個
々
の
基
本
権
に
特
有
の
内
容
」
を
つ
か
み
出
す
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
は
、
個
々
の
基
本
権
の
内

容
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
方�

法�

を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
上
述
し
た
様
に
法
解
釈
の
古
典
的
な
方
法
が
出
発
点
に
据
え
ら
れ
る

が
、
そ
れ
が
提
示
さ
れ
る
だ
け
で
は
法
適
用
の
結
果
を
得
る
に
は
不
十
分
な
の
で
、
解
釈
過
程
を
統
制
す
る
し
く
み
、
つ
ま
り
解
釈
を

補
完
す
る
―
―
個
別
衡
量
や
原
理
論
の
様
に
、
解
釈
に
と
っ
て
代
わ
る
の
で
な
く
―
―
教
義
学
的
道
具
立
て
が
必
要
だ
と
い
う
認
識
を

改
め
て
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
法
解
釈
・
適
用
に
と
っ
て
「
評
価
」
が
不
可
避
的
に
関
わ
っ
て
く
る
が
、
だ
か
ら

と
言
っ
て
「
衡
量
」
が
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
評
価
と
い
う
自
由
な
余
地
を
埋
め
る
た
め
に
、
衡
量
が

唯
一
の
方
法
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。（S.１７０.

）

既
に
述
べ
た
様
に
、
衡
量
の
拠
点
を
「
人
間
の
尊
厳
」M

enschenw
ürde

（
１
―
１GG

）
に
求
め
て
も
、
後
者
の
内
容
が
不
分
明

の
ま
ま
で
は
、
衡
量
が
憲
法
判
例
の
有
効
な
導
き
の
糸
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
、
人
間
尊
厳
が
基
本
権
ド
グ
マ

テ
ィ
ー
ク
に
と
っ
て
万
能
薬
で
は
な
く
、
基
本
権
衡
量
の
拠
点
と
な
り
え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。（S.１８３f.

）

以
下
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
に
よ
る
「
保
障
内
容
」
モ
デ
ル
の
具
体
的
提
言
に
踏
み
込
み
た
い
。

⑴
「
事
物
領
域
」Sachbereich

と
「
保
障
内
容
」
と
の
区
別
が
、
ま
ず
出
発
点
で
あ
る
。
前
者
は
従
来
の
「
保
護
領
域
」
と
重
な

る
が
、
こ
の
事
物
領
域
の
な
か
で
特
に
「
保
障
さ
れ
る
」
も
の
が
「
保
障
内
容
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
積
極
的
に
表
現
す
れ
ば
、
基
本

権
担
い
手
の
い
か
な
る
行
態
が
保
障
さ
れ
る
の
か
、
消
極
的
に
は
、
国
の
い
か
な
る
措
置
か
ら
保
護
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
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る
。
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
に
特
徴
的
な
見
解
と
し
て
、「
保
障
領
域
」Gew

ährleistungsbereich

に
は
、
様
々
の
客
観
的
な
基
本
権
作
用

が
含
ま
れ
る
（S.１７１

）
と
い
う
主
張
を
、
こ
こ
に
挙
げ
て
お
き
た
い
。

「
事
物
領
域
」
と
い
う
第
一
局
面
に
お
い
て
、
在
来
の
保
護
領
域
論
を
支
配
し
て
き
た
問
題
設
定
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
局
面
で
、「
芸

術
と
は
何
か
」「
集
会
と
は
何
か
」「
意
見
表
明
と
は
何
か
」
…
…
が
問
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
い
は
、
こ
れ
ら
の
生
活
事
態
の
本
質
を

見
い
出
す
た
め
に
と
い
う
よ
り
は
、
あ
る
事
態
・
行
態
が
こ
れ
ら
の
生
活
事
態
に
含
ま
れ
る
の
か
否
か
の
基
準
を
見
い
出
す
た
め
の
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
事
物＝

生
活
領
域
の
内
部
な
る
基
本
権
が
「
何
に
対
し
て
」
保
障
さ
れ
る
の
か
が
、
第
二
の
局
面
で
あ
る
「
保
障

内
容
」
論
に
お
い
て
問
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
本
来
的
に
包
括
的
に
保
障
さ
れ
る
自
由
領
域
―
―
「
配
分
原
理
」（
Ｃ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）

に
よ
れ
ば
、
自
由
は
そ
も
そ
も
無
限
定
で
あ
る
―
―
を
事
後
的
に
限
定
す
る
、
つ
ま
り
引
き
算
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
、

基
本
権
が
保
障
す
る
自
由
を
構�

成�

的�

に�

、
積�

極�

的�

に�

規
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。（S.１７３.

）

次
に
―
―
既
に
示
唆
し
た
通
り
だ
が
―
―
、
基
本
権
の
「
保
障
内
容
」
を
明
確
に
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
、
法
解
釈
方
法
論
に
お

け
る
古
典
的
な
四
つ
の
要
素
が
重
視
さ
れ
る
（
文
言
、
歴
史
、
目
的
、
体
系
が
そ
れ
で
あ
り
、
勿
論
、
こ
れ
ら
は
「
事
物
領
域
」
の
規

定
に
お
い
て
も
同
様
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。）
も
っ
と
も
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
文
言
―
―
例
え
ば
「
…
…
は
自
由
で
あ
る
」「
…
…

は
不
可
侵
で
あ
る
」
は
―
―
保
障
内
容
の
規
定
に
と
っ
て
手
が
か
り
を
与
え
ず
、
二
次
的
に
と
ど
ま
る
。（S.１７４.

）
そ
こ
で
、
以
下
、

①
「
歴
史
」、
②
「
目
的
」、
③
「
体
系
」
が
基
本
権
の
「
保
障
内
容
」
の
規
定
に
と
っ
て
、
い
か
に
決
定
的
な
役
割
り
を
果
た
す
か
を
、

ル
ス
テ
ベ
ル
ク
に
沿
っ
て
一
べ
つ
し
て
お
き
た
い
。

①
「
歴
史
的
危
機
状
況
」
―
―
。
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
も
強
調
し
て
い
た
様
に
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
も
同
様
に
、
各
基
本
権
は
プ
ン
ク

チ
ュ
エ
ル
に
何
事
か
を
保
障
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
歴
史
的
な
危
機
状
況
へ
の
対
応
な
の
だ
、
と
い
う
見
解
に
立
つ
。
こ
の
点
が
、

（
一
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二
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基
本
権
の
「
保
障
内
容
」
を
規
定
す
る
た
め
に
重
要
視
さ
れ
る
。
但
し
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
見
解
と
比
較
し
て
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク

は
こ
の
視
点
を
強
調
す
る
こ
と
に
は
幾
分
抑
制
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
基
本
権
の
歴
史
的
解
釈
は
、
さ
ら
な
る
解
釈
過
程
に
確
か
な
基

礎
を
提
供
す
る
が
、
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
基
本
権
解
釈
は
歴
史
的
に
閉
じ
た
も

の
で
な
く
て
、
発
展
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
、「
歴
史
的
危
機
状
況
」
は
基
本
権
の
保
障
内
容
に
つ
い
て
の
、
さ
ら
な
る
議

論
の
出
発
点
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
出
発
点
を
お
さ
え
る
か
ら
こ
そ
、
浮
遊
的
な
個
別
衡
量
論
と
違
っ
て
、「
既
に
抽
象
的

に
下
さ
れ
た
確
定
」
の
基
礎
に
立
つ
議
論
が
可
能
に
な
る
。（S.１７７.

）

②
基
本
権
の
「
目
的
」
な
い
し
「
意
味
」
に
つ
い
て
―
―
。
こ
の
視
点
を
重
視
す
る
こ
と
は
既
に
、
自
由
保
障
が
自
己
目
的
で
あ
る

―
―
自
由
は
自
由
の
た
め
に
保
護
さ
れ
る
―
―
と
い
う
の�

で�

な�

く�

て�

、
何
事
か
に
仕
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
こ
の
点

で
、
前
述
し
た
点
で
も
あ
る
が
、
基
本
権
の
内
部
に
様
々
な
実
質
的
区
別
を
持
ち
こ
む
こ
と
に
慎
重
な
「
開
か
れ
る
」
解
釈
論
と
対
照

的
で
あ
る
。（S.１７８.

）
勿
論
、
後
述
の
ア
ー
ノ
ル
ト
の
見
解
と
も
対
照
的
で
あ
る
。
関
連
し
て
、
英
米
圏
の
法
・
政
治
哲
学
の
Ｒ
・

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
に
お
い
て
「
許
容
と
し
て
の
自
由
」liberty

as
license

―

―
「
開
か
れ
た
」
解
釈
論
の
形
式
的
自
由
に
対
応
―
―
に
対
し
て
、
社
会
・
国
家
の
独
立
・
同
権
の
成
員
と
し
て
の
人
格
に
不
可
欠
の

「
保
護
に
値
す
る
」
自
由
―
―
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
用
語
で
は「
独
立
と
し
て
の
自
由
」liberty

as
independance

―
―
が
対
置
さ
れ
て

い
る

（
２０
）

こ
と
に
注
意
が
促
さ
れ
る
。
後
者
の
自
由
は
、
そ
れ
自
体
が
目
的
な
の
で
な
く
て
、
一
定
の
目
的
（
意
味
）
に
仕
え
る
も
の
で
あ

り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
と
り
わ
け
個
人
の
政
治
的
自
由
が
他
の
自
由
に
比
べ
て
優
越
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
、
と
。

（S.１８０f.

）

既
に
触
れ
た
様
に
、
基
本
権
保
障
に
と
っ
て
「
人
間
の
尊
厳
」
が
確
実
な
支
点
と
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
何
か
そ
れ
と
は
異
な
る
実

質
的
な
基
準
が
不
可
欠
と
な
ろ
う
。
そ
れ
を
人
格
的
（
一
身
的
）
自
由persönliche

Freiheit

に
見
定
め
る
見
解
が
あ
り
う
る
（
例
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え
ば
Ｈ
・
Ｈ
・
ク
ラ
イ
ン
。）
し
か
し
、
団
結
権
が
私
人
間
に
お
い
て
も
直
接
に
通
用
す
る
も
の
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
９
―

３GG

）
を
、
こ
の
見
解
は
適
切
に
説
明
し
え
な
い
。
ま
た
、
何
故
に
芸
術
・
学
問
の
自
由
、
プ
レ
ス
・
放
送
の
自
由
が
ボ
ン
基
本
法

GG
に
お
い
て
、
高
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
も
、
こ
の
見
解
で
は
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
。
何
故
に
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
や
編
集
者

と
比
べ
て
、
芸
術
家
や
学
者
（
研
究
者
）
に
だ
け
、
か
よ
う
な
高
価
な
自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
か
？
「
基
本
法
は
、
学
問
・
芸
術

の
保
障
に
当
た
っ
て
社
会
全
体
の
利
益
を
期
待
し
た
。」（S.１８５.

）

③
次
の
要
素
は
「
体
系
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
わ
れ
る
の
は
、
個
々
の
基
本
権
が
基
本
権
体
系
に
お
い
て
、
い
か
な
る
地
位
を
占
め

る
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
前
述
の
諸
要
素
―
―
文
言
も
含
め
て
、
①＝

「
歴
史
」、
②＝

「
目
的
」
―
―
だ
け
で
は
ま
だ
、
基
本
権

の
「
保
障
領
域
」
が
十
分
に
は
輪
郭
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。

Ⓐ
第
一
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
基
本
権
相
互
の
関
係
は
「
競
合
」
の
そ
れ
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
憲
法
秩
序
は
価
値
秩
序
で
は

な
く
、
プ
ン
ク
チ
ュ
エ
ル
な
秩
序
で
あ
り
、
お
互
い
が
真
に
「
競
合
」
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。（S.１９２.

）

Ⓑ
第
二
に
、「
保
護
領
域
」
な
い
し
「
保
障
内
容
」
と
の
関
係
で
「
侵
害
」
概
念
の
再
検
討
が
試
み
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
も
基
本

権
の
「
体
系
的
」
解
釈
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
見
解
で
は
、
現
在
、
支
配
的
な
の
は
「
侵
害
」
の
広
い
概
念
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
何
ら
内
容
的
な
基
準
を
提
供
し
な
い
。
ま
た
。
問
わ
れ
て
い
る
国
家
行
為
の
「
質
」
に
つ
い
て
も
、
因
果
関
係
の
限
定

に
も
資
さ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
「
侵
害
」
を
い
か
に
概
念
構
成
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
、
基
本
権
が
「
こ
の
」
危
険

に
対
し
て
の
み
保
障
さ
れ
る
と
言
明
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、「
侵
害
」
要
素
は
、
基
本
権
保
障
の
範
囲
確
定
に
と
っ
て
第

二
次
的
で
し
か
な
い
。
そ
こ
で
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
、
こ
れ
ま
で
「
保
護
領
域
」
と
「
侵
害
」
概
念
と
が
別
々
に
構
成
さ
れ
、
両
者
一
緒

に
な
っ
て
「
基
本
権
構
成
要
件
」
と
し
て
観
念
さ
れ
て
き
た
―
―
と
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
理
解
す
る
―
―
と
こ
ろ
、
こ
の
構
成
要
件
は
―

―
そ
れ
故
、「
侵
害
」
の
要
素
も
―
―
「
保
障
内
容
」
に
含
み
込
ま
れ
る
べ
き
だ
と
提
言
す
る
の
で
あ
る
。（S.２０４.

）

（
一
〇
四
）
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右
の
様
に
「
侵
害
」
概
念
は
二
次
的
で
は
あ
る
が
、
尚
も
い
か
に
構
成
さ
れ
る
べ
き
か
の
問
題
が
残
る
。
そ
の
際
、
侵
害
主
体
た
る

国
（
立
法
府
、
行
政
府
等
）
の
目
的
志
向
が
重
視
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
主
観
的
に
解
さ
れ
る
べ
き
か
（
こ
の
場
合
に
も
、
国
の
側
か
ら

見
る
か
、
基
本
権
行
使
主
体
の
側
か
ら
見
る
か
二
様
あ
り
う
る
）、
そ
れ
と
も
客
観
的
に
解
さ
れ
る
べ
き
か
に
は
争
い
が
あ
ろ
う
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
国
の
措
置
の
目
的
志
向
を
探
究
す
る
こ
と
は
、
基
本
権
規
範
の
適
用
の
画
定
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
公
法
全
領
域
に

お
い
て
不
可
欠
で
あ
る
と
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
論
定
す
る
。（S.２０５.

）
と
言
う
の
も
、
目
的
志
向
の
問
い
は
大
部
分
と
し
て
措
置
（
立

法
、
行
政
行
為
等
）
の
目
的
の
問
い
と
重
な
る
。
そ
し
て
、
目
的
の
問
題
は
、「
正
当
化
」
審
査
に
お
い
て
、
目
的
―
手
段
審
査
と
し

て
の
比
例
審
査
の
決
定
的
な
要
素
だ
か
ら
で
あ
る
。

比
例
審
査
の
文
脈
で
も
、
こ
の
「
目
的
」
探
究
の
方
法
が
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
文
脈
で
も
、
該
目
的
の
認
定
に
当
た

り
、
そ
れ
が
主
観
的
に
―
―
立
法
府
・
行
政
庁
の
意
見
に
則
し
て
―
―
解
さ
れ
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
客
観
的
に
探
究
さ
れ
る
べ
き
か

の
争
い
が
あ
り
続
け
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
勿
論
、
立
法
者
等
が
明
示
的
に
表
明
し
た
意
見
が
重
要
だ
が
、
そ
の
う
え
で
、

こ
の
意
見
が
該
法
律
等
の
根�

底�

に�

あ�

る�

目
的
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
こ
そ
が
よ
り
重
要
で
あ
る
と
言
う
の
が
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
見
解

で
あ
る
。
か
く
し
て
、
客
観
的
基
準
に
相
当
な
役
割
が
与
え
ら
れ
る
。
結
局
、
主
観
的
要
素
が
客
観
的
基
準
に
照
ら
し
て
探
究
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
法
解
釈
の
方
法
と
し
て
決
し
て
珍
ら
し
く
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。（S.２０９.

）
民
事
法
に
お
け
る
意
思
表

示
の
解
釈
や
、
刑
法
に
お
け
る
故
意
の
解
釈
が
、
そ
の
例
と
し
て
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
に
よ
っ
て
挙
げ
ら
れ
る
。

さ
て
、「
侵
害
」
に
つ
き
「
目
的
志
向
」
の
基
準
を
持
ち
こ
み
、
該
事
態
が
果
た
し
て
基
本
権
の
問
題
と
な
る
か
否
か
を
判
断
す
る

と
い
う
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
見
解
に
対
し
て
は
、
そ
の
様
な
思
考
が
基
本
権
保
護
の
縮
少
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
、
あ
る
い
は
提

起
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
点
、
目
的
志
向
を
考
慮
す
る
の
は
単
に
該
事
態
が
折
々
の
基
本
権
に
関
係
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る

た
め
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
。
基
本
権
保
障
の
広
・
狭
に
は
中
立
的
な
の
だ
と
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
切
り
返
す
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（S.２１２

）
が
、
こ
の
点
は
、
本
稿
で
取
り
あ
げ
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
見
地
で
あ
る
、
ア
ー
ノ
ル
ト
の
所
論
と
突
き
合
わ
せ
て
判
断
し

て
も
遅
く
な
い
と
考
え
る
。

④
基
本
権
保
障
の
「
体
系
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
第
三
者
（
他
者
）
の
基
本
権
と
の
抵
触
も
問
わ
れ
て
く
る
。
ボ
ン
基
本
法
２
―
１

GG

に
は
、
自
己
の
人
格
を
自
由
に
発
展
さ
せ
る
権
利
の
限
界
の
一
つ
と
し
て
、「
他
者
の
権
利
」
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
ル
ス
テ
ベ
ル

ク
の
こ
の
点
の
理
解
で
は
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
他
者
の
権
利
」
と
は
、
単
純
法
律
で
初
め
て
創
設
さ
れ
る
様
な
も
の
で
な
く
て
、
社

会
の
共
生
に
と
っ
て
「（
絶
対
に
）
不
可
侵
の
」unantastbar

基
本
的
法
益
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
命
、
人
身
の
自
由
、
人
身
の

全
一
性
、
つ
ま
り
基
本
法
２
―
２GG

で
言
及
さ
れ
る
「
地
位
の
権
利
」
―
―
行
為
に
関
わ
る
の
で
な
く
、
外
部
と
接
触
し
な
い
―
―

に
限
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
明
確
に
領
域
を
画
定
さ
れ
る
権
利
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
初
源
的
権
利
が
―
―
国
な
ら
ず
と
も
誰
か
の
基
本

権
行
使
に
よ
っ
て
潜
在
的
に
さ
え
脅
か
さ
れ
る
な
ら
ば
、
国
家
を
形
成
す
る
平
和
的
秩
序
―
―
国
に
よ
る
暴
力
独
占
を
背
景
と
す
る
―

―
が
成
り
立
た
な
い
。
つ
ま
り
「
平
和
留
保
」Friedlichkeitsvorbehalt

と
い
う
基
本
権
の
限
界
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
言
わ
ゆ
る
「
内

在
的
制
約
」
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
基
本
権
「
保
障
内
容
」
論
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る
視
点
を
含
む
と
ル
ス
テ
ベ
ル
ク

は
説
く
の
で
あ
る
。（S.２１６,４５ff.

）

そ
れ
で
は
、
基
本
権
担
い
手
の
い
か
な
る
行
態
が
こ
れ
ら
の
他
者
の
「
地
位
の
権
利
」
へ
の
侵
害
と
見
な
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？
そ

れ
ら
を
害
し
う�

る�

全
て
の
行
態
が
基
本
権
保
障
か
ら
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
も
「
目
的
志
向
」
―
―
こ
こ
で
は
、

基
本
権
行
使
の
―
―
が
問
わ
れ
る
。（S,２１７.

）
先
述
し
た
国
家
行
為
の
場
合
と
同
様
に
、
該
基
本
権
行
使
が
第
三
者
の
地
位
の
権
利

を
侵
害
す
る
こ
と
に
「
向
け
ら
れ
て
い
る
」
時
に
の
み
、
そ
れ
が
基
本
権
と
し
て
の
保
護
を
失
う
こ
と
に
な
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
危
険
度
の
高
い
行
態
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
が
当
初
か
ら
例
え
ば
研
究
の
自
由
（
５
―
３GG

）
の
「
保
障
内
容
」
か
ら

排
除
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

（
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⑤
２
―
１GG

に
は
、
他
者
の
権
利
の
他
に
さ
ら
に
「
合
憲
的
秩
序
」「
人
倫
法
則
」
が
人
格
の
自
由
発
展
の
権
利
の
制
約
事
由
と
し

て
明
記
さ
れ
て
い
る
。
後
者
に
関
し
て
、
制
憲
時
に
は
尚
も
一
定
の
行
為
が
反
倫
理
的
で
あ
る
と
い
う
了
解
が
あ
っ
た
（
例
え
ば
同
性

愛
行
為
。）
今
日
で
も
ド
イ
ツ
刑
法
１７３
条
で
は
、
近
親
相
姦
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
比
較
的
初
期
に
属
す
る
連
邦
憲
法
裁
の
裁

判
例
で
、
ホ
モ
セ
ク
シ
ャ
ル
行
為
は
「
我
々
の
法
社
会
の
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
価
値
観
」
に
な
じ
ま
な
い
、
と
さ
れ
て
い
た
。（E

６,３８９

（４３５

）.）
し
か
し
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
今
日
で
は
か
か
る
価
値
観
は
認
定
国
難
で
あ
る
し
、「
人
倫
法
則
」
と
い
う
観
念
自
体

が
今
日
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
反
す
る
の
で
な
い
か
と
疑
問
を
提
起
し
て
い
る
。（S.２１９.

）

次
に
、「
合
憲
的
秩
序
」
の
基
準
に
も
難
し
い
問
題
が
絡
む
が
、
し
か
し
、
基
本
権
保
障
の
問
題
設
定
か
ら
、
こ
の
ト
ポ
ス
を
排
除

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
憲
法
は
国
家
活
動
の
枠
組
を
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
国
家
活
動
の
適
否
は
基
本
権
に
則
し
て
判
断
さ
れ

る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
他
の
二
つ
の
制
約
事
由
と
違
っ
て
、
こ
の
「
合
憲
的
秩
序
」
に
訴
え
て
な
さ
れ
る
基
本
権
制
約
に
つ
い

て
は
、
法
治
国
家
的
配
分
原
理
に
則
し
て
正
当
化
が
要
求
さ
れ
る
と
言
う
の
が
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
主
張
で
あ
る
。（S.２１９.

）
そ
の

理
解
に
よ
れ
ば
、「
合
憲
的
秩
序
」
は
一
方
で
は
個
人
の
人
格
発
展
の
権
利
へ
の
制
約
事
由
で
あ
る
が
、
他
面
で
は
、
国
家
に
よ
る
基

マ
ハ
ト

本
権
制
約
へ
の
し
か
か
る
力
（
重
し
）
と
い
う
二
つ
の
顔
を
も
つ
。

⑵

さ
て
、
次
に
、
基
本
権
「
保
障
内
容
」
が
「
正
当
化
」
論
に
対
し
て
も
看
過
し
え
な
い
意
義
を
も
つ
と
い
う
見
解
も
、
ル
ス
テ

ベ
ル
ク
の
本
研
究
の
特
色
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
前
述
⑴
で
言
及
さ
れ
た
様
に
、
保
障
内
容
の
規
定
に
は
既
に
「
侵
害
」
の
目
的
志
向
性

も
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
併
せ
て
、「
保
障
内
容
」
論
は
こ�

の�

様�

な�

意�

味�

で�

勝
れ
て
「
構
造
的
」
な
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
こ
の
研
究
で
展
開
さ
れ
る
保
障
内
容
論
が
た
だ
留
保
な
し
の
基
本
権
―
例
え
ば
芸
術
の
自
由
―
だ
け
で
な

く
、
全�

て�

の�

自
由
権
的
基
本
権
に
も
適
用
さ
れ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
点
に
も
留
意
し
た
い
。（S,２２０,S.２３１.

）
か
く
し
て
全
て
の
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自
由
権
的
基
本
権
に
つ
い
て
、
ま�

ず�

は�

抽
象
的
な
、
か
つ
デ
フ
ィ
ニ
ッ
ト
な
構
成
要
件
を
規
定
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
ド
グ
マ
テ
ィ
ー

ク
の
様
に
基
本
権
抵
触
を
想
定
し
て
正
当
化
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
、
衡
量
論
に
訴
え
る
こ
と
は
少
な
く
な
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
仮
に

個
別
衡
量
が
不
可
避
で
あ
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
前
に
、
基
本
権
の
構
成
要
件
に
つ
い
て
の
よ
り
堅
固
で
安
定
し
た
地
盤
が
提
示

さ
れ
う
る
と
言
う
の
で
あ
る
。（S.２２０f.

）
そ
こ
で
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
、
①
法
律
の
留
保
―
―
法
律
を
通
し
て
の
自
由
、
②
そ
の
う
え

で
し
か
し
、
立
法
者
の
規
律
権
限
の
客
観
的
、
主
観
的
限
界
に
つ
い
て
正
確
な
理
解
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

①
基
本
権
制
約
規
定
が
法
律
で
簡
単
に
定
め
ら
れ
て
い
て
も
、
専
門
裁
に
と
っ
て
堅
固
な
指
針
と
は
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
こ
の

様
な
場
合
、
劣
い
、
憲
法
裁
で
の
個
別
衡
量
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
意
見
表
明
の
自
由
と
名
誉
権
を
め
ぐ
る
憲
法
裁

判
に
、
こ
の
様
な
場
合
が
多
い
こ
と
を
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。（S.２２２.

）
法
律
で
し
っ
か
り
と
、
基
本
権
制
約
（
侵

害
）
の
要
件
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
―
―
行
政
庁
へ
の
委
任
や
一
般
条
項
へ
の
逃
避
で
な
く
て
―
―
が
重
要
で
あ
る
。
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
に

よ
れ
ば
、
憲
法
上
の
基
本
権
制
限
条
項
は
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
で
あ
っ
て
、
実
質
的
な
制
約
に
つ
い
て
は
立
法
者
が
決
定
す
べ
き
な
の
で

あ
る
。
言
わ
ゆ
る
「
本
質
性
理
論
」
と
共
振
す
る
見
解
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
か
よ
う
な
立
法
者
の
「
最
終
決
定
」
が
欠
け
る
場
合
で

あ
る
。
か
か
る
場
合
、
憲
法
裁
は
自
ら
の
見
解
を
代
置
す
べ
き
で
は
な
く
、
問
題
の
行
政
処
分
等
に
つ
き
立
法
者
か
ら
の
授
権
が
欠
け

る
も
の
と
判
定
す
べ
き
だ
と
言
う
の
が
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
見
解
で
あ
る
。

②
確
か
に
、
法
律
を
通
し
て
こ
そ
自
由
は
現
実
化
す
る
の
で
あ
る
が
、
だ
が
、
立
法
者
に
基
本
権
制
約
に
つ
い
て
の
フ
リ
ー
ハ
ン
ド

を
与
え
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
、
比
例
原
則
、
少�

な�

く�

と�

も�

「
適
切
性
、
必
要
性
」
の
意
味
で
の
そ
れ
は
今
後
も
維
持
さ
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
原
則
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
Ｂ
・
シ
ュ
リ
ン
ク
は
決
定
的
な
役
割
を
期
待
し
て
い
る
が
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
や

や
慎
重
で
あ
る
。
両
者
の
見
解
の
相
違
は
、「
必
要
性
」
に
つ
い
て
「
評
価
」
な
し
に
審
査
し
う
る
か
否
か
の
見
解
の
違
い
で

（
２１
）

あ
る
。

ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
、
そ
う
は
行
か
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
尤
も
、
そ
の
審
査
の
重
心
が
明
ら
か
に
、
将
来
の
事
実
の
診
断
（
予
測
）

（
一
〇
八
）
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に
あ
る
と
す
る
点
で
は
、
両
者
同
じ
で
あ
る
。（S.２２３.

）

と
ま
れ
、
憲
法
裁
に
お
い
て
も
比
例
原
則
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
首
尾
一
貫
し
た
適
用
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、

比
例
原
則
そ
れ
自
体
に
も
様
々
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

次
に
、
ボ
ン
基
本
法
１９
―
２GG

は
基
本
権「
本
質
内
容
」保
障
と
の
関
係
で
、
立
法
者
へ
の
客
観
的
限
界（
Ⓐ
）、
主
観
的
限
界（
Ⓑ
）

に
つ
い
て
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
と
と
も
に
一
べ
つ
し
て
お
き
た
い
。

Ⓐ
こ
れ
は
、
国
家
が
侵
害
し
え
な
い
個
人
の
無
条
件
の
固
有
領
域
と
し
て
、
抽
象
的
で
デ
フ
ィ
ニ
ッ
ト
な
限
界
と
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
基
本
権
の
「
本
質
内
容
」
の
客
観
的
規
定
に
つ
い
て
は
、
侵
害
の
強
度
を
め
ぐ
る
議
論
や
、
い
わ
ゆ
る
制
度
的
保
障
の
「
核
心
」

を
め
ぐ
る
議
論
な
ど
も
有
力
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
に
よ
る
と
結
局
、「
基
本
権
の
歴
史
的
危
機
状
況
」
に
照
ら

し
て
、
国
家
に
は
一
定
の
行
為
の
選
択
肢
が
完
全
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。（S.２２７.

）

ま
た
、
基
本
権
的
自
由
の
保
障
が
原
則
で
な
く
て
例
外
に
な
る
と
い
う
場
合
に
も
、「
本
質
内
容
」
の
侵
害
が
想
定
さ
れ
う
る
。
例

え
ば
自
己
情
報
決
定
権
に
関
し
て
言
う
と
、
膨
大
な
デ
ー
タ
集
積
が
常
態
と
な
る
な
ら
ば
、
本
質
内
容
の
侵
害
の
徴
候
が
あ
る
と
言
う

べ
き
で
あ
る
。
同
様
に
、
集
会
法
は
届
出
義
務
を
規
定
し
て
い
る
（
同
１４
条
１
項
）
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
基
本
法
８
―
１GG

の
構
成
要

件
の
一
つ
（「
届
出
又
は
許
可
な
し
に
」）
を
法
律
で
廃
止
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
集
会
の
自
由
が
極
め
て
限

定
さ
れ
た
例
外
的
な
も
の
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
憲
法
上
は
許
容
さ
れ
え
な
い
と
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
論
定
し
て
い
る
。

尚
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
２
―
１GG

の
人
格
の
自
由
な
発
展
へ
の
権
利
を
「
一
般
的
行
為
自
由
」
に
解
し
た
場
合
、
そ
の
「
本
質
内

容
」
を
規
定
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
指
摘
し
て
お
り
、
一
般
的
行
為
自
由
に
は
固
有
の
内
容
的
基
準
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
の
帰
結
で

あ
る
と
し
て
い
る
。（S.２２８.

）
こ
の
点
で
も
、
後
述
の
ア
ー
ノ
ル
ト
の
見
解
と
は
好
対
照
を
成
し
て
い
る
。

Ⓑ
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
、
立
法
府
に
よ
る
基
本
権
侵
害
に
対
す
る
主
観
的
限
界
と
し
て
、
比
例
原
則
の
第
三
の
段
階
で
あ
る「
妥
当
性
」

１０４ 駿河台法学 第２９巻第２号（２０１６）
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審
査
を
挙
げ
る
。
こ
れ
は
警
察
法
本
来
の
原
理
で
あ
り
、
個
々
の
事
件
に
関
わ
る
執
行
権
を
志
向
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
審
査
が
通

用
す
る
の
は
、
問
題
状
況
が
「
目
的
―
手
段
」
の
関
係
に
有
意
味
に
定
式
化
で
き
、
か
つ
、
公
共
一
般
で
な
く
個
人
の
領
域
へ
の
干
渉

が
絡
む
場
合
に
限
定
さ
れ
る
と
言
う
の
が
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、
過
剰
審
査
と
し
て
は
受
忍
要
求
可
能

性Zum
utbarkeit

が
学
説
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
基
準
は
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
に
よ
る
と
、
具
体
的
な
場
合

に
基
本
権
担
い
手
に
特
別
に
重
い
負
担
が
荷
さ
れ
て
い
な
い
か
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
な
当
事
者
に
保
障
さ
れ

た
行
態
が
全
く
―
―
あ
る
い
は
原
則
と
し
て
―
―
不
可
能
な
ら
し
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
受
忍
要
求
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
侵
害

が
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
と
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
論
定
す
る
。

以
上
、
こ
こ
で
小
さ
な
ま
と
め
を
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
正�

当�

化�

の�

段�

階�

で�

も�

―
―
と
言
う
こ
と
は
、
前
述
し
た
如
く
侵
害
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
―
―
第
一
に
、
個�

々�

の�

基
本
権
に
特
有
の
保
障
が
志
向
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
第
二
、
立
法
権
、
行
政
権
、
司

法
権
を
基
本
権
に
拘
束
す
る
た
め
に
は
（
１
―
３GG

）
比�

較�

衡�

量�

以�

外�

に�

も�

十�

分�

な�

手�

が�

か�

り�

が
存
す
る
。
少
な
く
と
も
基
本
権
ド

グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
お
い
て
包
括
的
な
衡
量
論
へ
の
回
帰
は
断
念
さ
れ
る
べ
き
だ
、と
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。（S.２３０.

）

７

総
括
―
―
「
保
障
内
容
」
論
の
展
望

以
上
を
ふ
ま
え
て
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
デ
ィ
ゼ
ル
タ
チ
オ
ー
ン
の
結
論
を
こ
こ
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
ま
だ
、
詳
細
を
今

後
に
委
ね
た
将
来
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
あ
る
も
の
の
、
現
段
階
で
は
、
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
と
し
て
の
「
保
障
内
容
」
論
の
骨

格
は
次
の
様
に
提
示
さ
れ
る
。
ま
ず
、
そ
れ
は
①
従
来
の
「
保
護
領
域
」
論
―
―
具
体
的
事
件
に
お
い
て
基
本
権
規
範
が
関
係
し
て
く

る
か
ど
う
か
―
―
の
段
階
と
、
②
「
正
当
化
」
の
段
階
と
の
二
段
階
か
ら
成
る
。
以
下
は
、
基
本
的
に
は
①
の
内
部
構
造
に
つ
い
て
で

あ
る
。
①
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
保
護
「
領
域
」
と
い
う
表
現
に
付
着
す
る
空
間
的
・
領
域
的
意
味
合
い
に
批
判
が
出
さ
れ
て

（
２２
）

き
た
。

（
一
一
〇
）
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し
か
し
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
に
あ
っ
て
は
、
既
に
述
べ
た
様
に
「
国
の
侵
害
か
ら
の
防
御
」
に
焦
点
を
当
て
る
見
解
と
相
ま
っ
て
、
自
由

「
領
域
」
と
は
一�

定�

の�

諸
自
由
の
グ
ル
ー
プ
の
意
で
あ
る
と
し
て
、「
保
護
領
域
」
の
概
念
が
尚
も
維
持
さ
れ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
。

そ�

の�

う�

え�

で�

、
保
護
領
域
は
「
事
物
領
域
」
と
「
保
障
内
容
」
に
分
節
化
さ
れ
る
。（S.２３２.

）「
芸
術
」「
職
業
」「
集
会
」「
意
見
表

明
」
…
…
な
ど
の
事
物
領
域
の
規
定
は
、
基
本
権
の
構
成
要
件
の
抽
象
的
で
デ
フ
ィ
ニ
ッ
ト
な
明
確
化
に
寄
与
す
る
。
こ
の
様
に
、
ル

ス
テ
ベ
ル
ク
が
「
領
域
」
概
念
を
維
持
し
よ
う
と
企
図
し
て
い
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
「
保
障
領
域
」Gew

ährleis-

tungsbereich

と
い
う
表
現
か
ら
も
看
取
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、「
保
障
内
容
」
の
審
査
段
階
は
一
種
の
微�

調�

整�

の
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。（S.２３３.

）
つ
ま
り
、
基
本
権
担
い
手

の
行
動
も
、
国
側
の
侵
害
的
行
動
も
、
該�

基�

本�

権�

に�

特�

有�

の�

保�

障�

に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

審
査
段
階
に
は
従
来
の
保
護
領
域
論
は
勿
論
、「
侵
害
」
審
査
も
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
、
こ
の
段
階
で
、（
歴
史
的
）
危
機
状

況
、
保
護
目
的
、
及
び
該
基
本
権
へ
の
基
本
権
担
い
手
の
特
有
の
関
わ
り
方
が
重
視
さ
れ
る
。
ま
た
、
従
来
の
侵
害
審
査
で
重
き
を
与

え
ら
れ
て
き
た
問
題
、
つ
ま
り
、
申
し
立
て
ら
れ
て
い
る
侵
害
的
負
担
的
効
果
が
ど
こ
ま
で
国
に
帰
責
さ
れ
る
か
も
、
こ
の
段
階
で
論

じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
も
、
①
内
部
の
二
つ
の
審
査
段
階
（
事
物
領
域
審
査
と
保
障
内
容
審
査
）
に
は
交
差
が
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
両
者
は
こ

の
意
味
で
も
「
構
造
的
に
」
絡
み
合
っ
て
い
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
両
者
は
や
は
り
分
節
化
さ
れ
る
べ
き
だ
と
言
う
の
が
ル
ス
テ
ベ
ル
ク

の
見
解
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
も
ま
ず
は
、
折
々
の
基
本
権
の
「
保
障
内
容
」
を
抽
象
的
・
デ
フ
ィ
ニ
ッ
ト
に
規
定
す
る
こ
と
を
通
し

て
、
硬
直
的
で
な
い
、
従
っ
て
安
定
的
で
柔
軟
な
審
査
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
樹
立
を
目
指
し
た
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
①

の
段
階
が
上
手
く
運
ぶ
限
り
、
②
正
当
化
の
段
階
で
比
例
原
則
・
衡
量
論
に
過
度
に
よ
り
か
か
る
必
要
も
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
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注（
１
）
も
っ
と
も
、
Ｗ
・
ヴ
ァ
イ
ス
の
短
評
で
は
、
基
本
権
各
々
の
「
内
容
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
た
め
の
方
法
論
の
開

拓
の
試
み
に
こ
そ
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
こ
の
研
究
の
重
心
が
あ
る
と
さ
れ
る
。W

.W
ei�

,A
öR

２００９,S.６２０f.
（
２
）V

gl.H
.-J.Papier,‘

V
orbehaltlos

gew
ährleistete

Grundrechte’,in:hrsg,D
.M

erten,H
.-J.Papier,H

dGR,Bd,III,２００９.

（
３
）
参
照
、
木
村
俊
夫
「
言
論
の
自
由
と
基
本
権
の
第
三
者
効
力
」
ド
憲
判
研
編
・
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
一
二
六
頁
以
下
。

（
４
）
参
照
、
野
中
俊
彦
「
薬
事
法
距
離
制
限
条
項
の
合
憲
性
」
ド
憲
判
研
編
・
前
掲
二
三
三
頁
以
下
。

（
５
）
初
期
連
邦
行
政
裁
の
裁
判
例
を
検
討
し
た
Ｏ
・
バ
ホ
フ
の
見
解
で
は
、
本
来
、「
内
在
的
制
約
」
と
は
法
律
に
よ
る
規
制
以
前
に
、
基
本

権
自
体
に
内
在
す
る
限
界
の
こ
と
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
連
邦
行
政
裁
は
基
本
法
一
九
条
二
項＝

本
質
内
容
保
障
を
無
視
し
て
、
優
越
的

「
社
会
留
保
」
に
よ
っ
て
本
質
内
容
の
侵
害
を
も
正
当
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
バ
ホ
フ
は
ま
た
、「
社
会
留
保
」
概
念
の
不
分
明
な
こ
と
、

Ｇ
・
デ
ュ
ー
リ
ヒ
と
同
様
に
基
本
法
二
条
一
項
の
三
つ
の
制
約
事
由
を
明
確
に
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
た
。O

.Bachof,
JZ

１９５７,S.３３４ff.

（３３７f.

）
そ
の
後
、
一
九
七
〇
年
代
初
頭
の
二
つ
の
憲
法
裁
判
例
、E２８,２４３

（２６１

）,＝

兵
役
拒
否
、E３０,１７３

（１９２

）＝

メ
フ
ィ
ス
ト
な
ど
で
「
内
在
的
制
約
」
論
が
確
立
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。

（
６
）
ク
ラ
ウ
ス
の
所
説
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
須
藤
陽
子
・
比
例
原
則
の
現
代
的
意
義
と
機
能
四
三
頁
以
下
。

（
７
）
同
様
に
批
判
的
見
解
と
し
て
、E.Forsthoff,D

er
Staat

in
der

Industriegesellschaft,１９７１,S.２３７f.,E.-W
.
Böckenförde,

Staat,V
erfassung,D

em
okratie

２,１９９２,S,１８３f.,１９６f.

（
８
）
拙
論
「『
事
実
』
主
張
の
自
由
に
つ
い
て
」
高
岡
法
学
一
二
巻
二
号
七
九
頁
以
下
。

（
９
）
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
に
は
別
途
、
言
わ
ゆ
る
「
阻
止
的
封
鎖
」
行
動
が
基
本
法
八
条
の
集
会
の
自
由
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
を
論
じ
た
論
稿

が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
は
、
比
較
衡
量
の
手
法
が
前
提
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
す
る
と
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
本
文
の
所
論
も
、

比
較
衡
量
自
体
を
否
定
す
る
趣
旨
で
は
な
く
、
現
段
階
で
は
そ
れ
を
適
切
に
統
御
す
る
道
具
立
て
が
十
分
に
は
確
立
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、

比
較
衡
量
が
有
意
に
活
用
さ
れ
る
領
域
・
段
階
、
及
び
そ
の
効
果
が
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
趣
旨
な
の
だ
と
受
け
と
め
た
い
。V

gl.B.

（
一
一
二
）
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Rusteberg,N
JW

２０１１,S.２９９９ff.

（３００２f.

）

（
１０
）
こ
れ
に
対
し
、「
保
障
国
家
」
概
念
及
び
こ
れ
に
結
合
し
た
形
で
展
開
さ
れ
る
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
つ
い
て
各
々
、
悲
観
的
な
見

解
と
し
て
、M

.K
nauff,D

öV
２００９,S.５８１ff.,R.M

artins,D
öV

２００７,S,４５６ff.

さ
ら
に
、
あ
ま
り
に
多
方
面
的
で
概
括
的
な
こ
の
概
念

は
今
後
、
放
棄
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
言
う
の
は
、C.Franzius,D

er
Staat２００３,S.４９３ff.,

（５１７.

）

（
１１
）
そ
し
て
、
確
か
に
、
か
の
薬
事
法
判
決
で
は
、
基
本
法
一
二
条
一
項＝

職
業
選
択
の
自
由
は
社
会
経
済
秩
序
の
客
観
原
理
を
宣
言
し
た

の
で
は
な
く
、
職
業
を
選
択
し
営
む
基
本
権
を
個
人
に
保
障
す
る
も
の
だ
、
と
さ
れ
て
い
た
。E７,３７７

（３９７

）.

（
１２
）
か
よ
う
な
固
執
に
よ
っ
て
、
基
本
権
の
多
次
元
的
機
能
、
と
り
わ
け
そ
の
客
観
法
的
作
用
に
対
す
る
不
感
症
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い

う
批
判
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ァ
イ
ス
に
よ
る
と
、
基
本
法
を
専
ら
自
由
主
義
憲
法
と
し
て
「
歴
史
化
」
す
る
こ
と
で
、
国
の
不
作
為
に

よ
る
基
本
権
侵
害
が
見
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
。W

.W
ei�

,a.a.O
.,S.６２２.

こ
の
批
判
が
的
を
得
て
い
る
か
ど
う
か
は
要
検
討
で
あ
る
。

（
１３
）
但
し
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
が
○β
の
見
地
に
位
置
づ
け
た
ホ
フ
マ
ン
・
リ
ー
ム
に
よ
っ
て
も
、
○α
の
「
枠
秩
序
と
し
て
の
憲
法
」
と
い
う
コ

ン
セ
プ
ト
が
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
旧
拙
稿
・
高
岡
法
学
一
六
巻
一
・
二
合
併
号
一
七
頁
⑼
。

尚
、「
枠
秩
序
と
し
て
の
憲
法
」
と
憲
法
裁
判
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
間
の
「
憲
法
の
番
人
」
論
争
に

言
及
し
て
、
前
者
の
法
動
態
論
の
意
義
を
強
調
す
る
、
Ｍ
・
イ
エ
シ
ュ
テ
ッ
ト
の
論
稿
が
あ
る
。
イ
エ
シ
ュ
テ
ッ
ト
も
、
ま
ず
は
ベ
ッ
ケ
ン

フ
ェ
ル
デ
と
同
様
に
「
枠
秩
序
と
し
て
の
憲
法
」
は
主
観
的
―
歴
史
的
解
釈
の
対
象
で
あ
る
と
す
る
が
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
影
響
も
あ
っ
て
、
法

静
態
と
法
動
態
と
の
一
体
と
し
て
の
憲
法
と
い
う
見
方
を
提
示
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
と
同
様
に
イ
ェ
シ
ュ
テ
ッ
ト
は
、

基
本
権
保
護
領
域
を
広
く
解
す
る
憲
法
裁
の
裁
判
例
に
つ
い
て
は
批
判
的
で
あ
る
。M

.
Jestaedt,‘

Zur
K
opplung

von
Politik

und
Recht

in
der

V
erfassungsgerichtsbarkeit’,in:hrsg.T

h.V
esting,S.K

orioth,D
er

Eigenw
ert

des
V
erfassungsrechts,

２０１１,S.３１７ff.

（
１４
）
労
働
者
の
経
営
決
定
へ
の
参
加
の
強
化
の
憲
法
的
可
否
が
争
わ
れ
た
こ
の
判
決
の
重
心
は
、
基
本
法
と
し
て
は
経
済
秩
序
に
つ
い
て
は

中
立
的
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
経
済
秩
序
の
立
法
的
形
成
も
、
基
本
権
の
第
一
次
的
側
面
で
あ
る
個
人
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の
権
利
性
を
後
退
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
釘
を
刺
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
尚
、
参
照
、
栗
城
壽
夫
「
所
有
権
等
の
規
制
と
立
法
者
の
予
測
」

ド
憲
判
研
編
・
前
掲
二
四
五
頁
以
下
。

（
１５
）
同
旨
、
拙
稿
「
憲
法
の
最
高
法
規
性
と
い
う
こ
と
」
早
大
・
法
研
論
集
五
一
号
二
九
頁
以
下
（
五
一
頁
。）

（
１６
）
同
旨
、H

.-J.Papier,a.a.O
.,Rn.１４ff.

（
１７
）W

.H
ofm

ann-Riem
,N

V
w
Z

２００２,S.２５７ff.

こ
の
新
し
い
動
向
に
批
判
的
な
見
地
か
ら
、Ch.M

öllers,N
JW

２００５,S.１９７３ff.

こ
の

論
稿
で
メ
ラ
ー
ス
は
、
連
邦
憲
法
裁
の
近
年
の
裁
判
例
が
、
民
主
制
や
市
場
秩
序
の
様
な
客
観
的
な
も
の
、
制
度
的
な
も
の
に
個
人
の
自
由

を
奉
仕
さ
せ
る
「
機
能
主
義
」
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
を
し
て
い
る
。
同
様
に
、
比
例
原
則
も
侵
害
の
強
度
に
着
目
し
た
個
別
的
基
準

と
い
う
よ
り
は
、
あ
る
憲
法
法
益
が
法
秩
序
全
体
に
対
し
て
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
か
と
い
う
一
般
的
な
論
拠
の
方
に
重
点
移
動
し
て
い

る
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
メ
ラ
ー
ス
自
身
も
、
基
本
権
保
障
の
内
容
を
明
確
に
し
て
、
一
層
実
効
的
な
保
障
を
期
す
る
こ

と
は
正
当
な
関
心
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
１８
）W

.H
öfling,O

ffene
Grundrechtsinterpretation.Grundrechtsauslegung

zw
ischen

am
tlichen

Interpretationsm
onopol

und
privater

K
onkretisierungstendenz, １９８７.

（
１９
）
前
注
⑼
で
も
触
れ
た
通
り
、
恐
ら
く
は
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
のN

JW

論
文
が
こ
の
見
地
に
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
稿
で
は
、「
保
護
領

域
」
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
阻
止
的
封
鎖
」
行
動
が
ま�

ず�

は�

集
会
の
自
由
に
含
ま
れ
る
か
否
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
集
会
の
自
由
に
含
ま
れ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
じ
め
て
、
対
抗
的
法
益
と
の
衡
量
が
行
わ
れ
る
と
の
趣
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

B.Rusteberg,a.a.O
.

（
２０
）
以
上
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
Ｒ
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
・
権
利
論
Ⅱ
（
小
林
公
訳
）
の
第
十
章
「
自
由
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」、
第
十
一
章
「
ど

の
よ
う
な
権
利
を
我
々
は
有
し
て
い
る
か
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２１
）
「
評
価
」
要
素
に
つ
い
て
、
課
税
限
度
を
め
ぐ
る
憲
法
裁
判
例
、
と
く
にE９３,１２１＝

統
一
価
格Einheitsw

ert

に
即
し
て
、
確
か
に
実

定
法
の
完
全
な
客
観
的
認
識
は
語
り
え
な
い
。
し
か
し
、
評
価
は
全
面
的
に
恣
意
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
と
し
て
、
批
判
可
能
性
、
社
会
的

（
一
一
四
）
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（
間
主
観
的
）
客
観
性
、
規
範
的
客
観
性
の
三
点
か
ら
衡
量
及
び
比
例
原
則
の
手
法
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、J.-R.

Sieckm
ann,

D
er

Staat ２００２,S.３８５ff,

（３９２ff.

）

（
２２
）
拙
稿
・
高
岡
法
学
一
六
巻
一
・
二
合
併
号
三
一
頁
に
挙
げ
た
ホ
フ
マ
ン
・
リ
ー
ム
の
見
解
。

Ⅱ．

基
本
権
「
保
護
領
域
」
論
を
支
持
す
る
デ
ィ
ゼ
ル
タ
チ
オ
ー
ン

Ⅰ
で
取
材
さ
れ
た
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
学
位
論
文
が
近
年
有
力
に
提
唱
さ
れ
つ
つ
あ
る
「
保
障
内
容
」
に
棹
差
す
の
と
対
照
的
に
、
従

来
型
の
保
護
領
域
・
侵
害
・
正
当
化
（「
保
護
領
域
」
論
）
の
枠
組
を
尚
も
維
持
す
べ
き
だ
と
い
う
見
解
が
―
―
既
に
Ⅰ
で
も
言
及
し

た
通
り
―
―
に
、
ア
ー
ノ
ル
ト
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
デ
ィ
ゼ
ル
タ
チ
オ
ー
ン
に
よ
っ
て
、
ま
ず
は
基
本
権
ド
ク

マ
テ
ィ
ー
ク
総
論
レ
ヴ
ェ
ル
で
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
見
地
と
の
対
照
性
を
確
認
し
つ
つ
、
併
せ
て
具
体
的
な
憲
法
裁
判
例
へ
の
評
価

（
評
釈
）
と
い
う
点
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
見
解
が
ど
の
様
な
違
い
を
見
せ
る
の
か
も
考
察
し
た
い
。

１．

基
本
権
「
形
成
」「
侵
害
」「
保
護
領
域
の
限
定
」
に
つ
い
て
の
概
念
的
整
理

⑴

ア
ー
ノ
ル
ト
の
本
研
究
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
基
本
権
の
「
形
成
」A

usgestaltung

と
「
侵
害
」Eingriff

の
区
別
、
あ
る

い
は
基
本
権
形
成
と
「
保
護
領
域
の
限
定
」Schutzbereichsbegrenzung
と
の
区
別
に
つ
い
て
の
概
念
整
理
が
、
研
究
全
体
の
前

提
作
業
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
近
年
、
と
り
わ
け
連
邦
憲
法
裁
第
一
法
廷
に
は
、
自
由
権
的
基
本

権
の
保
護
領
域
を
狭
く
解
す
る
傾
向
が
あ
る
一
方
、
同�

時�

に�

立
法
府
に
基
本
権
の
形
成
―
―
し
ば
し
ば
内
容
形
成
と
も
呼
ば
れ
る
―
―

を
広
く
認
め
る
傾
向
も
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
つ
か
ら
で
あ
る
。（S.１９.

）
こ
の
二
つ
の
動
向
の
関
係
が
問
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
か

９８ 駿河台法学 第２９巻第２号（２０１６）

（
一
一
五
）



よ
う
に
、
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
お
け
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
と
か
称
さ
れ
る
現
象
を
前
に
し
て
、
彼
女
は
、
ま
ず
、
広
義
で
保
護

領
域
の
限
定
と
言
わ
れ
る
事
柄
の
な
か
に
は
、
基
本
権
形
成
と
狭
義
で
の
保
護
領
域
の
限
定
が
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
る
こ
と
が
重
要
だ

と
い
う
指
摘
を
す
る
。

⑵

基
本
権
「
形
成
」
の
フ
ィ
ギ
ィ
ア
に
つ
い
て
も
近
年
、
ま
と
ま
っ
た
研
究
が
公
表
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
未
だ
確
固
た
る
定
義

に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
基
本
権
「
実
現
」
と
か
基
本
権
「
刻
印
」
と
か
、
保
護
領
域
の
「
間
接
的
縮
少
」
と
か
の
表
現
も
用

い
ら
れ
て
お
り
、
用
語
と
し
て
も
マ
チ
マ
チ
で
あ
る
。
基
本
権
「
形
成
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
場
合
で
も
、
そ
の
意
味
内
容
に

は
統
一
性
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
フ
ィ
ギ
ア
と
「
侵
害
」
の
関
係
も
不
分
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
そ

れ
だ
け
に
、
ア
ー
ノ
ル
ト
の
見
解
と
し
て
は
、
以
上
の
諸
フ
ィ
ギ
ィ
ア
と
侵
害
の
そ
れ
と
を
し
つ
か
り
と
区
別
す
る
こ
と
が
、
基
本
権

侵
害
へ
の
「
正
当
化
」
要
求
及
び
立
法
者
に
対
す
る
憲
法
裁
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
基
準
と
の
関
係
で
理
に
適
っ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

（S.２３.

）

⑶

基
本
権
「
形
成
」
と
い
う
概
念
の
適
用
範
囲
は
限
定
的
で
あ
る
と
言
う
の
が
、
ア
ー
ノ
ル
ト
の
見
解
で
あ
る
。（S.３２.

）
こ
の

フ
ィ
ギ
ア
が
通
用
す
る
の
は
と
り
わ
け
、
立
法
権
へ
の
形
成
委
託
が
明
示
さ
れ
て
い
る
所
有
権
・
相
続
権
（
１４GG

）、
婚
姻
・
家
族
の

保
護
（
６GG

）、
権
利
回
復
の
た
め
の
出
訴
の
権
利
（
１９
―
４GG

）
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
「
規
範
刻
印
」
的
な
も
の
で
あ
る
。
但
し
、

ア
ー
ノ
ル
ト
に
よ
っ
て
、
放
送
の
自
由
（
５
―
１
②GG
）、
団
結
権
（
９
―
３GG

）
に
つ
い
て
も
そ
の
様
に
解
し
う
る
か
は
議
論
の

（
１
）

余
地
が
あ
り
、
他
方
で
「
規
範
刻
印
的
」
基
本
権
と
い
わ
ゆ
る
「
制
度
的
保
障
」
と
が
大
き
く
重
な
り
合
う
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て

い
る
。（S.２６.

）

以
上
に
対
し
て
、「
自
然
的
な
自
由
」
と
し
て
「
事
物
的
に
刻
印
さ
れ
た
」
保
護
領
域
を
も
つ
基
本
権
に
つ
い
て
は
、「
形
成
」
の
概

念
は
通
用
し
な
い
。（S.２７.

）
こ
の
点
は
異
論
の
存
在
を
認
め
た
う
え
で
、
基
本
的
に
は
自
由
権＝

防
御
権
に
は
「
形
成
」
フ
ィ
ギ
ア

（
一
一
六
）
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は
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
。
ア
ー
ノ
ル
ト
の
警
戒
す
る
の
は
、
自
由
権
の
主
観
的＝

防
御
権
的
次
元
が
動
揺
し
て
し
ま
う
こ
と
に
対

し
て
で
あ
る
。（S.３０.

）

⑷

上
述
⑶
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
基
本
権
「
形
成
」
と
「
侵
害
」
と
の
区
別
は
ど
こ
に
引
か
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
基

本
権
「
形
成
」
で
あ
っ
て
も
、
国
権
の
発
動
と
し
て
立
法
権
は
拘
束
さ
れ
る
。（
１
―
３GG.

）
そ
の
た
め
に
―
―
こ
の
拘
束
が
あ
る

た
め
に
―
―
議
会
は
、
基
本
権
を
確
保
す
る
た
め
の
積
極
的
任
務
履
行
を
ち
ゅ
う
ち
ょ
す
る
か
（
立
法
不
作
為
）、
さ
も
な
く
ば
、
議

会
の
立
法
行
為
が「
侵
害
」と
は
言
え
な
い
の
で
、
そ
れ
へ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
放
置
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
、
も
し
く
は
、

す
き
ま
が
往
々
に
し
て
発
生
す
る
。（S.３２.

）
ア
ー
ノ
ル
ト
が
こ
こ
に
提
示
し
た
の
は
、
言
わ
ば
基
本
権
形
成
と
侵
害
と
の
「
間
」
の

問
題
と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
基
本
権
を
「
形
成
」
す
る
立
法
者
が
ど
こ
ま
で
基
本
権
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ

る
か
に
つ
い
て
は
見
解
の
一
致
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
基
本
権「
侵
害
」ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
枠
組
―
―
保
護
領
域
・
侵
害
・

正
当
化
―
―
が
そ
も
そ
も
、
基
本
権
形
成
に
も
―
―
ま
た
、
ど
こ
ま
で
―
―
適
用
可
能
か
と
い
う
議
論
も
あ
る
と
こ
ろ
で

（
２
）

あ
る
。（S.

３３ff.

）
こ
の
点
で
、
ア
ー
ノ
ル
ト
は
、
基
本
権
形
成
に
つ
い
て
は
立
法
府
の
民
主
的
正
当
性
と
規
範
刻
印
的
基
本
権
の
内
容
的
開
放
性

に
照
ら
し
て
―
―
勿
論
、
基
本
法
１
条
３
項
を
尊
重
し
て
―
―
立
法
府
に
は
広
い
決
定
裁
量
が
与
え
ら
れ
て
然
る
べ
き
だ
、
と
論
定
し

て
い
る
。（S.３５.

）
そ
の
上
で
、
適
切
性
・
必
要
性
―
―
比
例
原
則
―
―
に
つ
い
て
の
広
い
裁
量
は
別
と
し
て
、
形
成
的
立
法
者
も
侵

害
の
場
合
と
同
様
の
正
当
化
要
請
に
服
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
。「
か
く
し
て
、
立
法
者
が
、
侵
害
法
律
で
な
く
て
形
成
的
な
法
律
と

い
う
行
為
形
式
を
口
実
と
し
て
、
包
括
的
に
課
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
正
当
化
の
重
し
か
ら
免
れ
ら
れ
な
い
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
の
で
あ

る
。」（S.３６.

）
か
よ
う
に
、
基
本
権
形
成
立
法
と
侵
害
立
法
と
に
は
、
憲
法
・
基
本
権
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
程�

度�

の�

違�

い�

が
あ
る

に
過
ぎ
な
い
。
基
本
権
「
侵
害
」
と
「
形
成
」
を
区
別
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
と
こ
ろ
、
ア
ー
ノ
ル
ト
は
そ
れ
を
立
法
に
よ
っ

て
守
る
べ
き
法
益
の
違
い
に
求
め
て
い
る
。
形
成
に
つ
い
て
は
、
形
成
さ
れ
る
べ
き
基
本
権
そ
の
も
の
の
客
観
法
的
内
容
が
、
侵
害
立
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法
の
場
合
に
は
、
侵
害
さ
れ
る
基
本
権
と
は
別
の
法
益
が
守
ら
れ
る
と
論
定
す
る
の
で
あ
る
。（S.４０.

）

⑸

次
に
、
近
年
の
有
力
な
動
向
で
あ
る
狭�

義�

で�

の�

「
保
護
領
域
の
限
定
」＝

「
保
障
内
容
」
論
と
基
本
権
形
成
と
の
区
別
に
つ
い

て
―
―
。
両
者
は
と
も
に
、
該
立
法
行
為
を
侵
害
と
は
み
な
さ
な
い
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
但
し
、
前
者
で
は
該
行
為
が
侵
害

と
見
な
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
正
当
化
段
階
の
審
査
は
行
わ
れ
な
い
。
後
者
で
は
、
侵
害
と
い
う
評
価
が
下
さ
れ
な
く
と
も
、
尚
も
正
当

化
審
査
が
行
わ
れ
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
。
さ
ら
に
、
ア
ー
ノ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
保
護
領
域
を
限
定
す
る
意
図
が
直
接
、
憲
法
裁
の
基

本
権
解
釈
か
ら
来
る
の
か
ど
う
か
。
そ
れ
と
も
、
ま
ず
は
基
本
権
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
り
具
体
化
す
る
権
限
を
立
法
権
が
有
し
て
お

り
、
そ
の
上
で
憲
法
裁
が
た
だ
審
査
し
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
憲
法
適
合
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
が
、
決
定
的
に
重
要
で
あ

る
。
こ
の
様
な
整
理
が
与
え
ら
れ
た
上
で
、
こ
の
デ
ィ
ゼ
ル
タ
チ
ー
ン
で
の
検
討
の
焦
点
が
、
狭
義
で
の
保
護
領
域
の
限
定
、
つ
ま
り

直
接
憲
法
裁
に
よ
っ
て
基
本
権
の
保
護
領
域
が
限
定
さ
れ
る
場
合
に
置
か
れ
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。（S.４４.

）

２．

連
邦
憲
法
裁
の
最
近
の
裁
判
例
に
即
し
て

⑴

近
年
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
の
裁
判
例
の
分
析
・
検
討
に
入
る
前
に
、
ア
ー
ノ
ル
ト
の
論
述
に
即
し
て
ま
ず
、
学
説
に
お
け
る

基
本
権
の
「
広
い
」
構
成
要
件
理
論
と
「
狭
い
」
そ
れ
と
を
対
比
し
て
、
各
々
の
特
徴
に
つ
き
一
べ
つ
し
て
お
き
た
い
。
前
者
は
、
基

本
権
の
保
護
領
域
を
ま
ず
は
広
く
措
定
し
た
う
え
で
、
制
約
の
段
階
で
こ
そ
「
確
定
的
」
な
保
障
が
そ
の
姿
を
現
す
と
考
え
る
見
解
で

あ
る
。
こ
れ
を
ア
ー
ノ
ル
ト
は
、「
外
部
」
理
論
と
も
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
事
後
的
に
第
二
段
階
で
制
約
の
必
要
性
を
認

め
る
も
の
の
―
―
こ
の
点
で
は
外
部
理
論
―
―
、
し
か
し
同
時
に
基
本
権
の
構
成
要
件
を
狭
く
解
す
る
、
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
基
本
権

は
内
在
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
と
す
る
点
で
―
―
こ
の
点
で
は
「
内
部
」
理
論
―
―
、「
狭
い
」
理
論
は
内
部
・
外
部
の
結
合
論
理
で

あ
る
と
位
置
づ
け
て

（
３
）

い
る
。（S.８０.

）
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
内
在
的
制
約
」
は
、
通
常
の
意
味
で
の
制
約
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
基
本

（
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八
）
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権
の
保
護
領
域
の
限
界
で
あ
っ
て
「
保
障
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

問
題
は
、
こ
の
よ
う
に
狭
く
解
さ
れ
た
保
護
領
域
を
画
定
す
る
基
準
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
様
々
の
基
準
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
、
ア
ー
ノ
ル
ト
は
各
々
に
難
点
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
既
に
先
述
部
分
で
予
示
し
て
お
い
た
様
に
基
本
権
構
成
要
件
を
広
く
措
定
す

る
理
論
を
支
持
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
も
様
々
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
る
が
、
ア
ー
ノ
ル
ト
が
有
力
で
あ
る
と
見
る
の
が
Ｒ
・
ア
レ
ク

シ
ー
の
「
原
理
」
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
基
本
権
「
原
理
」
に
テ
ー
マ
と
し
て
含
ま
れ
る
行
態
は
全
て
、
と
り
あ

え
ず
そ
の
保
護
領
域
に
入
る
と
言
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
自
由
主
義
的
基
本
権
理
論
が
控
え
て
お
り
、
基
本
権
的
自
由
は
、

ま
ず
は
構
成
要
件
論
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
何
ら
の
内
在
的
制
約
に
服
す
る
も
の
で
な
く
、
制
約
は
む
し
ろ
常
に
外
部
か
ら
持
ち
込
ま
れ
る

も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
正
当
化
責
任
は
国
側
に
あ
る
と
言
う
も
の
で
あ
る
。（S.８５.

）
無
論
、
こ
の
理
論
に
対
し
て
は
様
々
の
批
判

が
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
ア
ー
ノ
ル
ト
は
逐
一
、
そ
れ
ら
に
反
論
し
て
、
や
は
り
こ
ち
ら
の
見
解
（＝

「
広
い
」
構
成
要
件
論
）
に
立

つ
こ
と
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。
ど
う
や
ら
、
ア
レ
ク
シ
ー
の
「
原
理
」
論
に
対
す
る
態
度
決
定
と
い
う
点
で
も
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
と
は

対
象
的
で
あ
る
。

⑵

以
下
、
ア
ー
ノ
ル
ト
に
よ
っ
て
連
邦
憲
法
裁
―
―
基
本
的
に
は
第
一
法
廷
―
―
の
裁
判
例
か
ら
、
一
定
分
野
を
選
択
し
て
、
そ

の
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
輪
郭
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
際
、
Ⅰ
で
取
材
さ
れ
た
Ｂ
・
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
学
位
論
文
が
基
本
権

「
保
障
内
容
」
論
の
リ
ト
マ
ス
紙
と
し
て
と
り
わ
け
芸
術
の
自
由
の
判
例
法
理
を
大
々
的
に
と
り
上
げ
て
い
た
こ
と
に
鑑
て
、
や
は
り

こ
の
分
野
の
裁
判
例
に
注
目
し
た
い
。（
↓
①
）
次
に
、
や
は
り
新
し
い
動
向
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
集
会
の
自
由
の
判
例
法
理

を
一
べ
つ
し
よ
う
。（
↓
②
）

①
さ
て
、
ボ
ン
基
本
法
で
保
障
さ
れ
る
芸
術
の
自
由
は
、
い
わ
ゆ
る
規
範
刻
印
的
基
本
権
（
前
述
し
た
様
に
、
９
、
１４
、
１６GG

な

ど
）
と
違
っ
て
、
純
粋
に
「
事
物
刻
印
的
」
な
基
本
権
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
芸
術
の
価
値
が
国
に
よ
っ
て
公
定
さ
れ
る
こ
と
―
―
ナ
チ
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ス
期
の
様
に
―
―
強
い
警
戒
感
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
た
も
の
で

（
４
）

あ
る
。
メ
フ
ィ
ス
ト

（
５
）

判
決
（E３０,１７３

）
以
来
の
判
例
法
理
と
し
て

は
、
芸
術
の
「
作
品
領
域
」
だ
け
で
な
く
「
作
業
領
域
」
も
保
障
さ
れ
る
た
め

（
６
）

に
は
、
芸
術
的
創
造
活
動
の
生
活
領
域
全
体
が
国
の
影

響
力
行
使
か
ら
逸
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
が
重
要
で
あ
る
。（S.９２.

）
同
時
に
、５
―
３
①GG

に
は
客
観
（
法
）

的
価
値
決
定
と
い
う
次
元
が
あ
り
、
国
に
は
芸
術
に
対
す
る
保
護
・
配
慮
・
促
進
の
義
務
が
あ
る
と
い
う
法
理
（E３０,１７３

（１８８

））

も
そ
う
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
基
本
法
に
お
い
て
芸
術
自
由
が
占
め
る
高
い
地
位
が
「
留
保
な
し
の
」
基
本
権
と
さ
れ
て
い
る
点
に
表

現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
侵
害
は
、
対
抗
的
憲
法
法
益
―
―
な
い
し
内
在
的
制
約
―
―
に
よ
っ
て
の
み
正
当
化
さ
れ
て
き
た
。（E３０,

１７３

（１９３

））

比
較
的
近
年
、
ド
イ
ツ
世
論
・
学
界
を
二
分
し
て
熱
く
論
じ
ら
れ
た
裁
判
例
と
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
の
エ
ズ
ラEsra

決
定
（E１１９,

１

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
Ｍ
・
ビ
レ
ー
の
言
わ
ば
私
小
説
で
あ
る
が
―
―
丁
度
、
日
本
の
裁
判
例
と
し
て
は
「
石
に
泳
ぐ
漁
」

（
７
）

事
件
が
想

起
さ
れ
る
―
―
、
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
二
人
の
女
性
が
一
般
的
人
格
権
の
侵
害
を
理
由
と
し
て
、
審
級
裁
判
所
に
そ
の
小
説

の
爾
後
の
出
版
・
普
及
の
差
し
止
め
を
求
め
た
こ
と
に
発
す
る
憲
法
異
議
事
件
で
あ
る
。

こ
の
作
品
で
は
、
女
優
エ
ズ
ラ
と
語
り
手
（
私
）
で
あ
る
文
筆
家
ア
ダ
ム
と
の
恋
愛
模
様
が
部
分
的
に
は
詳
細
に
―
―
性
交
渉
に
つ

い
て
も
―
―
描
か
れ
て
い
る
。
エ
ズ
ラ
の
家
族
関
係
に
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
エ
ズ
ラ
は
母
（
ラ
ー
レ
）
に
従
う
独
立
心
の
弱
い
女
性

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
母＝

ラ
ー
レ
に
つ
い
て
は
、
う
つ
病
気
味
で
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
で
あ
り
、
エ
ズ
ラ
な
ど
家
族
に
専
横
な

ふ
る
ま
い
を
す
る
人
物
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
小
説
の
あ
と
書
き
に
は
、
登
場
人
物
は
あ
く
ま
で
も
架
空
の
も
の

で
あ
り
、
仮
に
実
在
（
過
去
の
実
在
者
も
含
め
て
）
の
人
物
と
の
間
に
類
似
性
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
偶
然
で
あ
ろ
う
と
の
旨
が
記
さ

れ
て
い
た
。

憲
法
異
議
を
申
し
立
て
た
の
は
、
出
版
社
の
側
で
あ
る
。
審
級
裁
判
所
が
出
版
の
差
し
止
め
を
認
め
た
こ
と
が
、
芸
術
の
自
由
へ
の

（
一
二
〇
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侵
害
で
あ
る
主
張
し
た
と
こ
ろ
、
結
論
と
し
て
憲
法
裁
は
、
ラ
ー
レ
た
る
母
と
し
て
描
か
れ
た
女
性
に
審
級
裁
が
不
作
為
請
求
権
を
認

め
た
限
り
で
、
出
版
社
の
主
張
を
認
め
た
。
他
方
、
エ
ズ
ラ
と
し
て
描
か
れ
た
女
性
に
審
級
裁
が
不
作
為
請
求
権
を
認
容
し
た
点
に
つ

い
て
は
、
芸
術
自
由
へ
の
侵
害
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
言
う
も
の
で
あ
る
。

事
案
及
び
憲
法
裁
で
の
結
論
は
右
の
如
く
で
あ
る
が
、
理
由
づ
け
は
ど
う
か
。
本
件
で
憲
法
裁
は
、
該
基
本
権
の
意
味
に
つ
い
て
専

門
裁
（
審
級
裁
）
が
「
原
理
的
に
誤
っ
た
見
解
」
に
立
脚
し
て
い
な
か
っ
た
か
ど

（
８
）

う
か
だ
け
で
な
く
、
本
件
の
全
ゆ
る
具
体
的
状
況
に

照
ら
し
て
、
と
言
う
こ
と
は
詳
細
な
比
較
衡
量
論
に
よ
っ
て
出
版
差
し
止
め
の
憲
法
適
合
性
を
審
査
し
た
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。
こ
の

点
が
、
上
記
メ
フ
ィ
ス
ト
判
決
よ
り
も
、
本
件
で
の
憲
法
裁
が
一
層
深
く
踏
み
込
ん
だ
と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
も

（
９
）

あ
る
。
そ
れ
は
恐
ら

く
、
出
版
差
し
止
め
（
禁
止
）
が
芸
術
自
由
に
対
す
る
特
に
強
力
な
侵
害
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
た
だ
、
保
護
領

ロ
マ
ー
ン

域
の
問
題
に
関
し
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
は
、
芸
術
と
い
う
概
念
が
完
結
的
な
も
の
で
な
い
と
し
て
、「
小
説
」
は
言
わ
ゆ
る
「
開
か
れ

た
芸
術
」
概
念
の
下
に
入
る
、
と
説
示
し
た
に
と
ど
ま
る
。（S.１０７.

）

連
邦
憲
法
裁
に
よ
れ
ば
、
留
保
な
し
の
基
本
権
で
あ
る
芸
術
の
自
由
と
言
え
ど
も
、
一
般
的
人
格
権
（
２
―
１GG

＋
１
―
１GG

）

を
侵
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
で
は
、
一
般
的
人
格
権
が
害
さ
れ
た
と
言
え
る
条
件
は
何
か
。
Ⓐ
ま
ず
、
憲
法
裁
は
、
モ
デ
ル
が
「
特

定
可
能
」
で
あ
る
と
い
う
条
件
を
挙
げ
る
。
メ
フ
ィ
ス
ト
判
決
で
は
こ
の
点
に
関
し
て
、
少
な
か
ら
ぬ
読
者
層
の
視
点
か
ら
の
特
定
可

能
性
に
言
及
し
て
い
た
。（E３０,

１７３

（１９８

）.）
こ
れ
な
ら
ば
、
多
か
れ
少
な
か
れ
著
名
で
あ
る
人
の
人
格
権
保
護
に
限
定
さ
れ
よ
う
。

然
る
に
本
件
決
定
の
多
数
意
見
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
当
該
人
物
を
知
る
範
囲
の
人
々
の
視
点
か
ら
特
定
可
能
性
を
論
じ
て
い
る
。

（E１１９,１

（２５

）.）
但
し
、
あ
る
程
度
事
情
を
知
っ
て
い
る
読
者
が
そ
の
人
物
を
特
定
で
き
る
た
め
に
は
、
諸
々
の
要
素
（
特
徴
や
事

情
）
が
強
く
重
な
り
合
う
こ
と
が
必
要
だ
と
も
説
示
さ
れ
て
い
る
。（E１１９,１
（２６
）.）

Ⓑ
当
該
人
物
が
特
定
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
人
格
権
侵
犯
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
侵
害
が
軽
度
で
な

９２ 駿河台法学 第２９巻第２号（２０１６）
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く
、
芸
術
の
自
由
を
後
退
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
程
に
、
そ
れ
が
重
度
の
侵
害
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
る
。
憲
法
裁
が
抽
象
的
な
衡
量
の

基
準
と
し
て
「
芸
術
に
特
有
の
考
察
法
」
と
い
う
も
の
を
設
定
す
る
の
が
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
実
世
界
の
基

準
で
は
な
く
、
芸
術
に
特
有
の
「
美
学
的
」
基
準
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
同
旨
は
メ
フ
ィ
ス
ト
判
決
で
の
シ
ュ
タ
イ
ン
の
反
対
意
見
で

も
述
べ
ら
れ
て
い
た
。（E３０,２００

（２０３f.

）.）
そ
の
際
、
メ
フ
ィ
ス
ト
判
決
と
の
対
応
で
、
似
像＝

小
説
の
登
場
人
物
が
素
材
の
芸
術

的
な
取
り
扱
い
に
よ
っ
て
原
像＝

実
在
者
に
対
し
て
独
立
化
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
。
個
人
的
、
一
身
的
、
親
密
的
な
る
も
の
が
、
登

場
人
物
の
一
般
性
・
記
号
性Zeichenhaften

に
媒
介
さ
れ
て
客
観
化
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
る
。（E１１９,１

（２８

）.）
こ

れ
が
、
異
化V

erfrem
dung

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
の
手
法
で
あ
る
。
尚
、
憲
法
裁
に
よ
れ
ば
、
芸
術
の
自
由
は
、
文
芸
作
品
の
読
者
が

成
熟
し
た
人
で
あ
り
、
現
実
の
記
述
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
小
説
と
い
う
文
学
作
品
に
つ

い
て
は
ま
ず
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
の
推
定
が
働
ら
く
と
し
て
い
る
。（E１１９,１

（２８

）.）

さ
て
、
本
件
で
憲
法
裁
は
、
具
体
的
事
案
で
の
芸
術
の
自
由
と
一
般
的
人
格
権
と
の
衡
量
の
た
め
に
、
言
わ
ゆ
る
「
〜
す
れ
ば
す
る

程
一
層Je-desto

」
と
い
う
定
式
を
、
ア
ー
ノ
ル
ト
に
よ
る
と
、
し
か
も
二�

重�

に�

持
ち
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、
似
像
と
原
像
と

の
一
致
が
強
く
な
れ
ば
そ
れ
だ
け
一
層
、
人
格
権
侵
犯
が
強
く
推
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
第
二
、
作
品
の
論
述
が
人
格
権
の

「
核
心
」
に
触
れ
れ
ば
触
れ
る
程
に
、
人
格
権
侵
犯
を
逸
れ
る
に
は
、
よ
り
一
層
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
、
異
化
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（E１１９,１

（３０

）.）
ア
ー
ノ
ル
ト
は
、
こ
の
二
重
のJe-desto

が
メ
フ
ィ
ス
ト
判
決
で
の
「
原
像
―
似
像
」
定
式

か
ら
の
発
展
形
式
に
他
な
ら
な
い
、
と
位
置
づ
け
て
い
る
。（S.１０８.

）

右
の
諸
基
準
に
よ
り
、
連
邦
憲
法
裁
は
エ
ズ
ラ
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
女
性
に
つ
い
て
の
み
専
門
裁
に
よ
る
一
般
的
人
格
権
の
侵
犯
が

あ
っ
た
と
判
定
し
た
の
で
あ
る
。
エ
ズ
ラ
の
母
（
ラ
ー
レ
）
に
つ
い
て
「
う
つ
病
気
味
で
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
云
々
」
と
い
う
点
は
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
が
推
定
さ
れ
、
さ
ら
に
は
「
芸
術
特
有
の
考
察
法
」
か
ら
は
許
容
さ
れ
る
、
と
。
片
や
エ
ズ
ラ
に
つ
い
て
は
親
密
情

（
一
二
二
）
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報
、
性
交
渉
に
つ
き
詳
ら
か
に
描
か
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
人
間
尊
厳
の
「
核
心
」
に
触
れ
る
重
大
な
人
格
権
侵
犯
が
あ
っ
た
。
こ

の
点
に
関
し
て
、
読
者
が
右
の
叙
述
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
考
え
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
憲
法
裁
に
よ
れ
ば
、
該
叙

述
は
「
私
」
と
い
う
「
語
り
手
」
自
ら
の
体
験
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

本
件
憲
法
裁
の
説
示
を
め
ぐ
っ
て
、
賛
否
二
分
さ
れ
た
。
支
持
す
る
見
解
と
し
て
は
ま
ず
、「
小
説
」
と
い
う
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
が
原

則
と
し
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
と
述
べ
た
点
を
賞
賛
す
る
。
本
件
で
反
対
意
見
を
述
べ
た
ホ
フ
マ
ン
・
リ
ー
ム
に

よ
っ
て
も
、
こ
の
点
は
同
調
さ
れ
て
い
る
。（E１１９,１

（４８

）.）
メ
フ
ィ
ス
ト
判
決
で
も
、
こ
こ
ま
で
は
大
担
で
な
か
っ
た
。
か
の
「
芸

術
に
特
有
の
考
察
法
」
の
採
用
に
つ
い
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
人
物
の
「
特
定
可
能
性
」
に
つ
き
、
周
到
な
調
査
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
実
在
人
物
が
同
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
「
特
定
可
能
」
と
は
言
え
な
い
と
論
定
し
て
い
る
点
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

芸
術
自
由
と
人
格
権
と
の
衡
量
に
際
し
て
、Je-desto

の
定
式
が
二
重
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
衡
量
が
詳
細
化
さ
れ
て
い
る
点
に
つ

い
て
も
、
同
様
で

（
１０
）

あ
る
。

逆
に
、
批
判
的
な
見
解
と
し
て
は
、
右
に
挙
げ
た
「
芸
術
に
特
有
の
考
察
法
」、
小
説
に
つ
い
て
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
推
定
な
ど
が
一

般
論
と
し
て
は
芸
術
自
由
に
手
厚
く
友
好
的
な
外
観
を
呈
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
本
件
へ
の「
あ
て
は
め
」と
い
う
段
階
で
、

芸
術
自
由
に
冷
淡
な
結
論
に
反
転
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
が

（
１１
）

あ
る
。（S.１１１.

）
ま
た
、
親
密
な
詳
細
事
の
叙
述
に
と
っ
て
本
質
的
な

部
分
―
―
例
え
ば
こ
の
作
品
で
の
性
交
渉
の
叙
述
―
―
に
つ
い
て
は
、
一
般
論
と
は
逆
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
推
定
を
撤
回
し
た
様
な
結

論
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
る
の
は
、
ホ
フ
マ
ン
・
リ
ー
ム
の
反
対
意
見
で

（
１２
）

あ
る
。（E１１９,１

（５０

）.）
概
し
て
、
本
件
憲
法
裁
の
述
べ

た
一
般
論＝

総
論
と
、
そ
の
本
件
事
案
へ
の
「
あ
て
は
め
」＝

各
論
と
の
齟
齬
が
批
判
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

賛
否
両
論
あ
る
な
か
で
、
ア
ー
ノ
ル
ト
の
見
解
は
と
言
う
と
、
批
判
的
・
消
極
的
見
解
の
方
が
説
得
的
だ
と
す
る
。
そ
れ
は
、
憲
法

裁
の
本
件
決
定
が
事�

実�

上�

、
保
護
領
域
を
限
定
し
て
い
る
か
ら
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
芸
術
と
い
う
も
の
に
異
化
・
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フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
を
結
合
し
て
い
る
点
に
、
本
決
定
が
保
護
領
域
限
定
の
立
場
に
あ
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
芸
術
と

い
う
も
の
を
内
容
的
に
方
法
的
に
狭
く
刈
り
込
ん
で
い
る
と
受
け
と
め
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
ア
ー
ノ
ル
ト
の
見
解
で
は
、
ⅰ
保
護
領
域
の
規
定
に
際
し
て
、
ⅱ
一
般
的
人
格
権
の
件
り
で
の
人
物
の
「
特
定
可
能
性
」
に

絡
ん
で
、
ⅲ
抽
象
的
な
衡
量
基
準
と
し
て
の
「
芸
術
に
特
有
の
考
察
法
」
を
め
ぐ
る
件
り
で
、
ⅳ
具
体
的
衡
量
を
導
くJe-desto

の
定

式
の
な
か
で
、
憲
法
裁
に
よ
る
右
の
刈
り
込
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。
総
じ
て
、
芸
術
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
・
異
化
と
の
結
合
に
よ
っ

て
、
一�

応�

の�

芸
術
自
由
の
保
護
領
域
の
段
階
で
既
に
し�

ぼ�

り�

が
か
け
ら
れ
て
い
る
、
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。（S.１１２f.

）
連
邦
憲
法

裁
に
従
う
と
、「
芸
術
に
特
有
の
考
察
法
」
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
程
度
に
は
関
係
が
あ
り
、「
語
ら
れ
た
物
語
」
―
―
本
件
は
、
語
り
手

が
一
人
称
で
語
る
私
小
説
で
あ
っ
た
―
―
の
場
合
、
読
者
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
は
受
け
取
り
難
い
作
品
に
は
最�

初�

か�

ら�

「
芸
術

に
特
有
の
考
察
法
」
が
適
用
さ
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
著
者
が
読
者
を
し
て
、
そ
の
作
品
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
思
わ
せ
う
る

か
否
か
の
基
準
は
、
語
り
手
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
フ
（
語
り
口
な
ど
）、
詳
細
さ
、
写
実
性
、
現
実
と
の
一
致
・
不
一
致
の
程
度
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
憲
法
裁
は
本
件
で
、
保
護
領
域
に
つ
い
て
の
簡
素
な
件
り
で
芸
術
概
念
の
「
開
放
性
」
を
示
唆
し
て
は
い
る
が
、
実�

は�

反�

対�

で�

、
一
定
の
形
式
に
よ
っ
て
把
え
ら
れ
る
狭
い
芸
術
概
念
を
志
向
し
て
い
る
の
だ
、
と
ア
ー
ノ
ル
ト
は
批
判
す
る
。
一
定
の
形

式
に
よ
っ
て
（
例
え
ば
）
小
説
と
は
見
な
さ
れ
な
い
、（
例
え
ば
）
実
用
書
に
は
「
芸
術
に
特
有
の
考
察
法
」
は
適
用
さ
れ
な
い
の
だ
、

と
。「
実
用
書
に
対
し
て
、
形
式
的
に
小
説
と
い
う
類
に
分
類
さ
れ
る
も
の
だ
け
が
、
芸
術
に
特
有
の
考
察
法
を
享
受
す
る
に
過
ぎ
な

い
。」（S.１１４.

）

こ
こ
で
翻
っ
て
、
エ
ズ
ラ
決
定
に
つ
い
て
の
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
に
よ
る
論
評
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
上
述
し
た
と
こ
ろ
ま
で
で
既

に
、
ア
ー
ノ
ル
ト
及
び
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
両
者
の
基
本
権
総
論
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
対
照
性
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
ま
で
浮
き
彫
り
に
す
る

こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
以
下
で
は
、
従
来
の
基
本
権
「
保
護
領
域
」
論
と
基
本
権
「
保
障
内
容
」
論
と
で
は
、
具
体
的
な
憲
法
裁
判

（
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例
に
対
す
る
評
価
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
で
ど
の
様
な
違
い
が
で
て
く
る
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
い
。
エ
ズ
ラ
決
定
の
側

に
即
し
て
言
う
と
、
芸
術
の
自
由vs.

人
格
権
論
の
憲
法
裁
判
例
に
お
け
る
微
妙
な
位
置
故
に
、
ア
ー
ノ
ル
ト
だ
け
で
な
く
（
上
述
）、

後
述
す
る
様
に
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
か
ら
も
手
厳
し
い
批
判
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
に
よ
る
と
、
連
邦
憲
法
裁
の
メ
フ
ィ
ス
ト
判
決
以
来
、
芸
術
の
自
由
対
（
一
般
的
）
人
格
権
の
問
題
は
衡
量

の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
エ
ズ
ラ
決
定
も
こ
の
点
で
は
変
わ
ら
な
い
。
但
し
、
メ
フ
ィ
ス
ト
判
決
と
比
べ
る
と
、
エ
ズ

ラ
決
定
の
多
数
意
見＝

法
廷
意
見
で
さ
え
、
芸
術
の
自
由
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
あ
る
。
ま
た
、
メ
フ
ィ
ス
ト
判
決
と
比
べ

て
、
エ
ズ
ラ
決
定
で
の
衡
量
は
よ
り
詳
細
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
前
述
し
た
と
こ
ろ
のJe-desto

定
式
と
し
て
表
現
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。（B.R.,S.２４１.
）
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
憲
法
裁
は
、
結
論
と
し
て
こ
の
小
説
の
出
版
禁
止
を
支
持
し
て
い
る
。
し

か
も
、
二
人
の
異
議
申
立
人
に
関
し
て
理
由
づ
け
を
異
に
し
て
い
る
。
憲
法
裁
は
な
る
ほ
ど
母
に
つ
い
て
は
「
そ
の
人
と
分
か
る
」
と

認
め
た
も
の
の
、
そ
れ
で
も
実
際
に
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
の
推
定
か
ら
立
論
し
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
登
場
人
物
・
ラ
ー
レ
の
行

動
・
属
性
全
て
が
申
立
人
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
小
説
か
ら
は
あ
り
そ
う
に
な
い
。
む
し
ろ
小
説
は
「
第
二
の
次
元
」
を
有
す
る
。

審
級
裁
と
違
っ
て
、
連
邦
憲
法
裁
の
多
数
意
見
で
は
、
ラ
ー
レ
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
不
利
な
叙
述
も
「
誹
謗
」Schm

ähung

で
あ
る

と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ラ
ー
レ
は
小
説
の
な
か
で
役
割
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
結
果
と
し
て
、
母
・
娘
・
そ
の
愛
人
の
関
係
と
い
う
問

題
設
定
に
お
い
て
も
、
現
実
と
は
無
関
係
に
十
分
に
「
典
型
化
」
さ
れ
て
い
る
と
見
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
憲
法
裁
の
法
廷
意
見
で
は
、
エ
ズ
ラ
に
関
し
て
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
へ
の
問
い
が
全
く
周
辺
化
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
驚
き
で
あ
る
、
と
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
言
う
。
多
数
意
見
は
、
エ
ズ
ラ
と
ア
ダ
ム
と
の
性
愛
交
渉
、
エ
ズ
ラ
と
そ
の
娘
と
の
関
係
が
人

格
権
の
特
に
保
護
さ
れ
た
領
域
に
属
す
る
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
お
り
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
云
々
に
は
依
拠
し
て
い
な
い
。（S.２４２.

）

多
数
意
見
に
よ
れ
ば
、
エ
ズ
ラ
が
申
立
人
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
同
定
さ
れ
る
以
上
、
こ
の
小
説
で
上
述
さ
れ
た
事
柄
が
現
実
に
本
当
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に
起
き
た
こ
と
な
の
か
ど
う
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

憲
法
裁
の
多
数
意
見
に
対
し
、
結
論
・
理
由
づ
け
双
方
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
説
得
力
が
欠
け
る
と
い
う
の
が
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
論

評
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
前
述
の
ア
ー
ノ
ル
ト
の
見
解
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
在
来
の
基
本
権
「
保

護
領
域
」
論
、
近
年
の
「
保
障
内
容
」
論
に
各
々
棹
差
す
と
こ
ろ
の
二
人
の
論
者
い
ず
れ
か
ら
も
、
批
判
の
的
と
な
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
、
エ
ズ
ラ
決
定
の
判
例
法
理
上
の
微
妙
な
位
置
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ア
ー
ノ
ル
ト
の
見
地
か
ら

は
、
本
決
定
が
基
本
権
の
保
障
領
域
を
限
定
す
る
も
の
―
―
つ
ま
り
、「
保
障
内
容
」
論
の
側
に
接
近
し
て
い
る
こ
と
―
―
で
あ
る
こ

と
が
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
が
批
判
す
る
の
は
、
本
決
定
も
棹
差
す
と
こ
ろ
の
衡
量
論
―
―
さ

ら
に
行
く
と
、
ア
レ
ク
シ
ー
ら
の「
原
理
」論
―
―
に
は
特
有
の
困
難
が
待
ち
構
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

実
は
本
件
多
数
意
見
の
な
か
に
は
、「
保
障
内
容
」
論
と
通
底
す
る
視
点
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
の
だ
、
と
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
ま

た
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。（S.２４３f.

）

ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
見
解
で
は
、
実
は
、
憲
法
裁
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
の
程
度
を
云
々
し
た
箇
所
と
は
別
の
文
脈
で
、
重
要
な
視
点
を

提
示
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
多
数
意
見
が
エ
ズ
ラ
と
い
う
登
場
人
物
と
の
関
係
で
一
般
的
人
格
権
の
「
核
心
領
域
」
と
い
う
「
内
容
」

の
問
題
を
論
じ
た
件
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
一
般
的
人
格
権
へ
の
侵
害
が
重
大
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
叙
述
が

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
か
否
か
と
い
う
問
題
意
識
は
後
景
に
押
し
や
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
ラ
ー
レ
の
場
合
と
は
対
照
的
に
、
そ
の
後
の
論
脈
で

は
人
格
権
と
芸
術
の
自
由
と
の
関
係
と
い
う
テ
ー
マ
は
出
て
こ
な
い
。
エ
ズ
ラ
に
つ
い
て
は
、
人
格
権
だ
け
が
論
じ
ら
れ
た
。
も
は

や
、
一
般
的
人
格
権
へ
の
侵
害
が
重
大
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
以
上
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
が
推
定
さ
れ
た
り
、
芸
術
の
自
由
へ
の
適
切

な
顧
慮
云
々
（
言
わ
ば
比
例
原
則
・
比
較
衡
量
の
テ
ー
マ
）
は
語
ら
れ
え
な
い
。
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
、
ホ
フ
マ
ン
・
リ
ー
ム
の
反
対
意

見
と
同
様
に
、
か
か
る
場
合
に
は
、
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
人
と
登
場
人
物
と
の
一
致
が
そ
も
そ
も
排
除
し
え
な
い
な
ら
ば
、
人
格
権
侵
害

（
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が
認
定
さ
れ
て
然
る
べ
き
だ
っ
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

ル
ス
テ
ベ
ル
ク
は
、
憲
法
裁
多
数
意
見
の
少
な
く
と
も
右
の
行
論
に
、
衡
量
論
か
ら
専
ら
人
格
権
だ
け
を
集
中
的
に
論
じ
る
と
い
う

重
心
移
動
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
芸
術
の
自
由
は
確
か
に
法
律
の
留
保
を
伴
わ
な
い
基
本
権
で
あ
る
が
、
無
制
約
に
保

障
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
芸
術
の
自
由
の
中
に
、
一
般
的
人
格
権
の
た
め
の
留
保
（
制
約
）
が
内
在
す
る
。
芸
術
の
自
由
に
よ
る
一

般
的
人
格
権
へ
の
看
過
し
え
な
い
侵
害
が
認
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
一
般
的
人
格
権
が
優
位
す
る
。
こ
こ
で
尚
も
、
芸
術
自
由
を
対
抗
的

法
益
と
し
て
も
ち
出
す
こ
と
は
、
こ
の
点
を
あ
い
ま
い
に
す
る
だ
け
で
あ
る
。（S.２４５.

）
か
よ
う
な
、
あ�

い�

ま�

い�

化�

の
試
み
が
、
ア

レ
ク
シ
ー
ら
の
「
原
理
」
論
に
依
拠
し
て
展
開
さ
れ
る
が
、
か
か
る
試
み
は
「
憲
法
の
統
一
性
」
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ

る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

結
局
、
エ
ズ
ラ
決
定
に
対
す
る
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
批
判
の
重
心
は
―
―
ア
ー
ノ
ル
ト
の
そ
れ
と
は
反
対
に
―
―
そ
の
多
数
意
見
が
基

本
権
の
「
保
障
内
容
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
正
当
に
示
唆
し
つ
つ
も
、
そ
れ
に
徹
し
切
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
二
人
の
論
者
の

当
決
定
へ
の
批
評
の
視
点
の
ズ
レ
こ
そ
が
、
当
決
定
が
在
来
型
の
「
保
護
領
域
」
論
と
最
近
の
「
保
障
内
容
」
論
と
の
間
で
微
妙
な
位

置
に
あ
る
こ
と
を
裏
書
き
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

②
集
会
の
自
由
は
、
連
邦
憲
法
裁
に
よ
り
個
人
の
自
由
の
集
団
的
継
続
と
さ
れ
、
基
本
的
に
は
防
御
権
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
。（E６９,３１５

（
（
１３
）

３４３

）.）
勿
論
、
学
説
史
的
に
は
英
米
憲
法
史
上
の
請
願
権
と
も
結
合
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
政
治
的
意
義
を
も

つ
も
の
と
し
て
「
民
主
的
共
同
体
の
不
可
欠
の
機
能
要
素
」
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
意
見
表
明
の
自
由
と
並
ん
で
、
集

会
自
由
は
民
主
制
に
と
っ
て
構
成
的
で
高
次
の
権
利
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
集
会
自
由
の
保
護
領
域
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク

全
体
を
、
連
邦
憲
法
裁
の
よ
う
に
「
民
主
的
、
機
能
的
」（S.５１f.

）
に
意
義
づ
け
よ
う
と
す
る
企
て
に
対
し
て
は
、
ア
ー
ノ
ル
ト
は
、

こ
の
基
本
権
が
第
一
義
的
に
は
防
御
権
的
性
格
を
有
す
る
こ
と
の
意
味
を
没
却
せ
し
め
る
不
当
な
要
求
だ
、
と
し
て
い
る
。（S.１１７.

）
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連
邦
憲
法
裁
の
裁
判
例
で
は
、
集
会
自
由
の
保
護
領
域
が
ま
ず
は
広
く
設
定
さ
れ
て
い
る
。
基
本
法
が
明
記
す
る
「
平
穏
に
」「
武

器
を
伴
わ
ず
に
」
と
い
う
条
件
付
で
は
あ
れ
（
８
―
１GG

）、
集
会
の
開
催
、
さ
ら
に
は
集
会
に
関
係
す
る
活
動
を
も
保
障
す
る
も
の

で
あ
る
と
解
さ
れ
て
き
た
。（E７３,２０６

（２４８

）,E１０４,９２

（１０５f.

））
勿
論
、
こ
こ
に
は
消
極
的
な
集
会
の
自
由
―
―
動
員
の
た
め
に

狩
り
出
さ
れ
な
い
権
利
―
―
も
含
ま
れ
る
。「
集
会
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
多
数
の
人
々
が
一
つ
の
場
所
で
共
通
の
目
的
の
た
め
に

集
合
す
る
こ
と
と
い
う
点
で
は
大
方
、
一
致
が
見
ら
れ
る
。

争
点
と
し
て
争
わ
れ
て
き
た
の
は
、
集
会
の
自
由
と
見
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
集
合
の
目
的
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
集
合
の
目
的
は
任
意
の
も
の
で
よ
い
と
い
う
見
解
に
よ
れ
ば
、
集
会
の
自
由
の
核
心
は
、
集
団
的
な
形

態
を
と
る
に
せ
よ
結
局
、「
個
人
の
人
格
発
展
」
に

（
１４
）

あ
る
。
ま
た
、
そ
の
目
的
は
共
同
の
意
見
形
成
・
共
同
の
意
見
表
明
で
な
く
て
な

ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
議
論
対
象
に
つ
い
て
は
何
が
あ
っ
て
も
よ
い
と
い
う
見
解
も
、
同
じ
陣
営
に
立
つ
と
言
っ
て
よ
い
。
ブ
ロ
ク

ド
ル
フ
決
定
で
憲
法
裁
は
尚
も
、
広
い
概
念
を
採
用
し
て
い
た
。「
基
本
法
８
条
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
企
図
す
る
共
同
の
発

展
と
し
て
、
集
会
と
行
進
と
を
保
護
す
る
。
…
…
こ
の
保
護
は
、
討
論
や
論
争
が
行
わ
れ
る
催
し
物
に
限
定
さ
れ
ず
に
、
言
葉
に
よ
ら

な
い
表
現
形
態
ま
で
も
含
め
て
、
共
同
の
行
態
の
多
様
な
形
態
を
含
む
。」（E６９,３１５

（３４３

）.）

右
の
事
情
に
照
ら
す
と
、
０１’
夏
の
フ
ァ
ッ
ク
・
パ
レ
ー
ド
／
ラ
ブ
・
パ
レ
ー
ド
決
定
で
憲
法
裁
が
一
転
し
て
、
狭
い
集
会
概
念
に
傾

斜
し
た
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。
第
二
事
件
の
ラ
ブ
・
パ
レ
ー
ド
は
音
楽
の
催
し
も
の
で
あ
り
、
意
見
形
成
と
い
う
公
共
的
な
目
的
が
欠

如
し
て
い
る
と
し
て
警
察
当
局
に
よ
っ
て
届
出
が
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
事
件
の
フ
ァ
ッ
ク
・
パ
レ
ー
ド
も
―
―
こ

れ
は
、
ラ
ブ
・
パ
レ
ー
ド
へ
の
対
抗
集
会
と
し
て
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
―
―
、
集
会
法
の
意
味
で
の
「
公
け
の
集
会
」
と
は
見
な

せ
な
い
と
し
て
届
出
を
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
。
各
々
の
経
緯
を
経
て
、
本
件
憲
法
裁
で
の
仮
り
の
救
済
手
続
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

憲
法
裁
は
い
ず
れ
の
事
案
に
つ
い
て
も
、
ベ
ル
リ
ン
上
級
行
政
裁
の
採
用
し
た
集
会
概
念
を
宜
と
し
た
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
の
パ
レ
ー

（
一
二
八
）

８５基本権が「保障するもの」は何か・続続続



ド
も
そ
の
集
会
概
念
に
該
当
し
な
い
と
い
う
同
裁
判
所
の
判
断
を
支
持
し
て
い
る
。
憲
法
裁
に
よ
る
と
基
本
法
８
条
の
意
味
で
の
集
会

と
は
「
公
け
の
意
見
形
成
へ
の
参
加
の
目
的
を
も
っ
て
、
社
会
的
（
共
同
で
の
）
論
議
の
表
示
の
た
め
に
、
多
数
の
人
々
が
一
定
の
場

所
に
集
ま
る
こ
と
」
で
あ
る
。（BV

erfG,N
JW

２０００,２４５９

（２４６０

）.）
か
よ
う
に
、
任
意
の
「
何
ら
か
の
目
的
」
で
足
り
る
と
言
う

の
で
は
な
い
。
勿
論
、
音
楽
や
ダ
ン
ス
な
ど
言
葉
に
よ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
公
共
の
意
見
形
成
に
参
画
す
る
目
的
を
も
つ
も
の
な

ら
ば
、
保
護
領
域
に
入
り
う
る
。
要
は
、
当
該
催
し
物
に
お
い
て
意
見
表
明
が
時
々
、
間
々
な
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
該
催
し

物
全
体
に
照
ら
し
て
公
け
の
意
見
形
成
・
表
明
へ
の
参
画
と
い
う
目
的
が
認
定
さ
れ
ね
ば
ら
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ

の
事
案
に
つ
い
て
も
基�

調�

が
娯
楽
に
置
か
れ
て
お
り
、
意
見
表
示
は
付
随
的
に
と
ど
ま
る
と
し
て
、
憲
法
裁
は
保
護
領
域
の
レ
ヴ
ェ
ル

で
い
ず
れ
も
「
集
会
」
と
し
て
は
保
護
さ
れ
な
い
と
論
定
し
た
。
そ
の
た
め
、
同
様
に
争
点
と
し
て
浮
上
し
て
い
た
問
題
―
―
フ
ァ
ッ

ク
・
パ
レ
ー
ド
の
人
々
が
、
ラ
ブ
・
パ
レ
ー
ド
は
営
利
的
な
も
の
だ
と
批
難
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
営
利
的
な
目
的
を
伴
う
集
ま

り
・
催
し
物
が
基
本
法
８
条
の
「
集
会
」
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
―
―
に
は
、
憲
法
裁
の
裁
判
官
達
は
心
を
煩
わ
す
必
要
も
な
か
っ
た

（S.１２０.

）

無
論
、
本
決
定
に
つ
い
て
も
是
非
両
論
で
あ
る
。
ま
ず
、
本
決
定
が
「
公
け
の
意
見
形
成
」
と
い
う
目
的
を
取
り
込
む
こ
と
で
「
集

会
」
概
念
を
明
確
に
し
て
、
単
な
る
「
人
だ
か
り
」A

nsam
m
lung

と
そ
れ
と
を
く
っ
き
り
と
区
別
し
た
点
を
高
く
評
価
す
る
向
き

が
あ
る
。
こ
の
向
き
の
見
解
に
は
、「
公
け
の
意
見
形
成
」
と
い
う
目
的
か
ら
、
基
本
法
８
条
で
保
障
さ
れ
る
集
会
と
は
「
政
治
的
」

集
会
で
あ
る
と
主
張
す
る
傾
向
も
見
ら

（
１５
）

れ
る
。
こ
の
向
き
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
８
条
の
集
会
の
自
由
は
「
ド
イ
ツ
国
民
」
に
対

し
て
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
集
会
の
自
由
の
民
主
的
役
割
り＝
「
公
け
の
意
見
形
成
」
と
い
う
前
提
か
ら
是
と
さ
れ
る
。

こ
の
見
解
で
は
外
国
人
の
（
ド
イ
ツ
国
内
で
の
）
集
会
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
基
本
法
二
条
一
項
（
自
己
の
人
格
を
自
由
に
発
展
さ
せ

る
権
利
）
で
の
保
障
と
な
ろ
う
。（S.１２５.

）
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し
か
し
、
本
件
決
定
に
つ
い
て
も
批
判
が
強
い
。
何
よ
り
も
、「
公
け
の
意
見
形
成
」
の
目
的
を
有
す
る
集
会
と
そ
う
で
な
い
集
会

（
単
な
る
集
合
）
と
の
識
別
の
困
難
さ
が
指
摘
さ
れ
て

（
１６
）

い
る
。
そ
も
そ
も
、
集
会
に
つ
い
て
は
「
共
同
性
（
社
会
性
）」
の
意
思
を
こ

そ
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
べ
き
だ
と
い
う
提
言
も
な
さ
れ
て
い
る
の
で

（
１７
）

あ
る
。
先
に
触
れ
た
ブ
ロ
ク
ド
ル
フ
決
定
で
は
「
集
団
」
で
の
意

思
表
示
と
い
う
こ
と
が
基
準
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
本
件
第
一
、
第
二
事
件
で
の
集
ま

り
は
、
基
本
法
八
条
の
「
集
会
」
に
入
る
は
ず
だ
と
言
う
主
張
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
「
公
け
の
意
見
形
成
」
は
私
的
な
集

ま
り
か
ら
芽
生
え
る
の
で
な
か
ろ
う
か
…
…
。
概
し
て
、
集
会
概
念
を
し
ば
る
こ
と
は
新
し
い
形
態
で
の
表
現
方
式
を
若
い
世
代
か
ら

奪
い
取
る
こ
と
で
あ
り
、
か
く
し
て
集
会
の
自
由
が
枯
死
し
て
し

（
１８
）

ま
う
、
と
。（S.１２６.

）

既
に
予
知
し
て
い
た
様
に
、
ア
ー
ノ
ル
ト
も
又
、
本
件
決
定
に
は
批
判
的
な
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
集
会
の
自
由
に
つ
い
て
過
度

に
民
主
的
・
機
能
的
に
把
択
す
る
こ
と
が
、
そ
の
自
由
主
義
的
側
面
―
―
各
人
が
（
集
団
の
中
で
）
人
格
を
自
由
に
発
展
さ
せ
る
と
い

う
側
面
―
―
を
押
し
流
し
て
し
ま
わ
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
も
あ
る
。（S.１２１.

）
ま
た
、
問
題
の
催
し
物
が
果
た
し
て
全
体
と
し
て

単
な
る
娯
楽
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
公
け
の
意
見
形
成
・
表
明
へ
の
参
画
で
あ
る
の
か
は
、
憲
法
裁
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
は
当
事
者
の

自
己
規
定
を
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
考
慮
要
素
の
一
つ
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
法
的
評
価
に
つ
い
て
は
最
終
的
に
は

裁
判
所
が
下
す
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
ア
ー
ノ
ル
ト
は
、
４
―
１
、
４
―
２GG

（
信
教
、
良
心
の
自
由
、
世
界
観
の

自
由
、
宗
教
活
動
の
自
由
）
に
つ
い
て
当
事
者
の
自
己
理
解
を
尊
重
す
る
判
例

（
１９
）

法
理
（E２４,２３６

（２４７f.

））
と
の
乖
離
を
指
摘
し
て

い
る
。（S.１２２.

）
以
上
、
要
す
る
に
「
公
け
の
意
見
形
成
」
な
ど
と
い
う
あ
い
ま
い
な
目
的
を
有
す
る
・
有
し
な
い
か
に
よ
っ
て
、

集
会
の
自
由
と
し
て
保
障
さ
れ
る
か
否
か
が
勢
い
裁
判
所
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
と
な
る
と
、
法
治
国
家
的
明
確
性
、
法
的
安
定
性
が

損
な
わ
れ
る
だ
ろ
う
と
の
趣
旨
で
あ
る
。「
画
定
問
題
、
衡
量
問
題
が
決�

断�

的�

に�

（
傍
点
は
引
用
者
）
解
消
さ
れ
る
こ
と
が
、
前
も
っ

て
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
さ
れ
て
い
る
。」（S.１２７.

）

（
一
三
〇
）
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も
う
一
つ
の
取
材
対
象
が
、
第
三
ブ
ロ
カ
ー
ド
決
定
で
あ
る
。（E１０４,９２.

）
集
会
の
狭
い
概
念
が
定
着
し
た
の
が
本
件
決
定
に
お

い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
建
設
中
の
再
処
理
施
設
の
門
柱
に
鎖
・
錠
を
し
て
封
鎖
し
た
３０
名
程
の
行
動
、
及
び
数
百
人
規
模
の
シ
ン

テ
ィ
・
ロ
マ
（
ジ
プ
シ
ー
）
―
―
以
下
、
ロ
マ
と
表
記
す
る
―
―
が
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
と
の
面
会
を
求
め
て
、
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
を

占
拠
し
た
行
動
が
、
各
々
、
威
力
妨
害
を
問
わ
れ
た
こ
と
を
発
端
と
す
る
憲
法
異
議
事
件
（
併
合
審
理
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
憲
法
異

議
の
申
し
立
て
も
、
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
斥
け
ら
れ
て
い
る
。
決
定
の
理
由
の
主
要
部
は
ド
イ
ツ
刑
法
２４０
条
１
項
の

ゲ
バ
ル
ト

「
暴
力
」
概
念
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
関
心
か
ら
は
、
申
立
人
の
集
会
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
を
否
定
し
た
、

そ
の
部
分
の
理
由
づ
け
が
興
味
を
引
く
。

さ
て
、
憲
法
裁
に
よ
る
と
、
集
会
の
自
由
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
企
図
す
る
共
同
の
（
社
会
的
）
発
展
の
表
現
と
し
て
、
基
本

法
８
条
で
保
障
さ
れ
る
。
集
会
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
の
は
、
基
本
法
の
自
由
で
民
主
的
な
秩
序
に
お
い
て
、「
公
け
の
意
見
形
成
」

の
プ
ロ
セ
ス
に
と
っ
て
集
会
の
有
す
る
意
義
ゆ
え
に
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
共
同
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
企
図
な
ら
ば
、
ど
の
よ

う
な
目
的
で
あ
っ
て
も
保
障
さ
れ
る
と
言
う
の
で
は
な
い
。
集
会
は
「
公
け
の
意
見
形
成
」
へ
の
参
加
と
い
う
目
的
を
有
す
る
場
合
に

の
み
、「
集
会
の
自
由
」
と
し
て
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
地
か
ら
、
憲
法
裁
は
、
再
処
理
施
設
封
鎖
の
参
加
者
達
の
場
合
に

は
、
右
の
目
的
を
有
す
る
公
け
の
プ
ロ
テ
ス
ト
と
し
て
集
会
の
性
格
を
認
め
た
。
し
か
し
、
ロ
マ
の
上
記
行
動
に
対
し
て
は
、
基
本
法

８
条
の
意
味
で
の
「
集
会
」
の
性
格
を
否
定
し
た
の
で

（
２０
）

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
占
拠
行
動
の
基�

調�

が
高
等
弁
務
官

と
の
面
会
を
「
強
要
」
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
、
自
分
達
の
主
張
の
強
要
あ
る
い
は
自
力
救
済
類
似
の
貫
徹
は
、
集
会
自
由
と
し
て

保
護
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
。
前
述
の
パ
レ
ー
ド
決
定
と
同
様
、
集
会
の
概
念
が
「
機
能
的
に
」
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
。

憲
法
裁
の
右
の
論
旨
に
つ
い
て
、
ア
ー
ノ
ル
ト
は
次
の
様
に
解
し
て
い
る
―
―
。
こ
れ
で
は
、
集
会
自
由
は
民
主
的
秩
序
に
お
け
る

「
公
け
の
意
見
」
の�

た�

め�

に�

―
―
そ
し
て
、
か
か
る
意
義
を
公
定
さ
れ
た
も
の
だ
け
が
―
―
保
障
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
集
会
の
自
由
が

８２ 駿河台法学 第２９巻第２号（２０１６）
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そ
れ
自
体
と
し
て
保
障
さ
れ
る
の
で
は
な
い
し
、
基
本
権
行
使
主
体
の
た
め
に
保
護
さ
れ
る
の
で
は
な
い
、
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
に
対
し
て
ア
ー
ノ
ル
ト
は
、
基
本
法
が
自�

由�

主�

義�

的�

な�

基�

本�

権�

理�

解�

に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
国
が
よ
し
と
す
る
秩
序

に
仕
え
る
も
の
だ
け
が
集
会
の
自
由
と
し
て
の
保
障
を
享
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、

基
本
法
で
は
「
平
穏
で
な
い
」「
武
器
を
も
っ
た
」
集
会
が
明
示
的
に
排
除
さ
れ
て
お
り
―
―
そ
の
意
味
で
既
に
デ
フ
ィ
ニ
ッ
ト
で
あ

る
―
―
、
こ
の
線
を
越
え
て
、
国
が
集
会
の
内
容
に
着
目
し
て
保
護
を
奪
う
こ
と
は
、
基
本
権
行
使
に
対
し
て
国
が
影
響
力
を
ふ
る
う

こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
こ
と
は
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
ま
で
論
定
す
る
の
で
あ
る
。（S.１３４.

）
以
上
、
集
会
自
由
に
関
す
る
近
年

の
憲
法
裁
判
の
動
向
に
対
す
る
ア
ー
ノ
ル
ト
の
批
判
的
見
解
に
は
、
既
に
Ⅰ
で
、
取
り
上
げ
た
ヘ
フ
リ
ン
ク
の
「
開
か
れ
た
基
本
権
解

釈
」
論
を
ほ
う
ふ
つ
さ
せ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

③
以
上
、
①
で
は
芸
術
の
自
由
に
つ
き
、
②
で
は
集
会
の
自
由
に
つ
い
て
近
年
の
連
邦
憲
法
裁
の
裁
判
例
の
動
向
を
一
べ
つ
し
た
。

結
論
的
に
は
、
い
ず
れ
の
領
域
で
も
基
本
権
の
保
護
領
域
に
顕
著
な
限
定
が
看
取
し
う
る
。
か
か
る
動
向
は
、
自
由
主
義
の
憲
法
原
理

に
な
じ
ま
な
い
と
言
う
の
が
、
ア
ー
ノ
ル
ト
の
ス
タ
ン
ス
な
の
で
あ
る
。
①
で
は
、
基
本
権
抵
触
を
回
避
し
て
、
法
適
用
者
の
負
担
を

軽
減
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
機
能
主
義
」
―
―
合
理
的
な
法
適
用
を
求
め
て
―
―
が
観
取
し
う
る
が
、
②
の
場
合
は
、
基
本
権
行
使

で
あ
る
か
ら
に
は
個
人
の
利
益
を
越
え
た
公
共
利
益
に
奉
仕
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
の
「
機
能
主
義
」
で
あ
る
。
尚
、

本
稿
で
は
特
段
取
り
挙
げ
な
い
が
、
ア
ー
ノ
ル
ト
の
研
究
は
、
憲
法
裁
の
職
業
選
択
の
自
由
に
関
す
る
最
近
の
判
例
動
向
も
、
該
自
由

の
行
使
が
市
場
競
争
の
「
機
能
」
を
促
進
す
べ
き
も
の
と
観
念
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。（S.１８７f.

）
こ
れ
は
、
②
の
意
味

で
の
「
機
能
主
義
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
よ
う
な
各
々
の
意
味
で
の
「
機
能
主
義
」
を
前
に
し
て
、
基
本
権
と
い
う
も
の
を
ま�

ず�

は�

個
人
の
利
益
を
守
る
も
の
と
解
す
る
自
由
主
義
的
理
解
の
逆
転
が
行
わ
れ
て
い
る
と
、
ア
ー
ノ
ル
ト
は
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

（S.１８８f.

）

（
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近
年
の
新
し
い
動
向
は
、「
保
障
内
容
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
端
的
に
表
明
さ
れ
て
お
り
、「
保
障
国
家
」「
保
障
責
任
」
と
い
う

フ
ィ
ギ
ア
と
も
提
携
関
係
に
あ
る
こ
と
が
、
ア
ー
ノ
ル
ト
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（S.１９２ff.

）
国
は
そ
の
任
務
を
必
ず
し
も
直

接
自
ら
が
手
で
履
行
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
、
一
連
の
フ
ィ
ギ
ア
群
の
共
通
項
で
あ
る
。
む
し

ろ
、
枠
条
件
・
秩
序
条
件
の
創
出
と
維
持
こ
そ
が
国
家
の
任
務
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
条
件
の
下
で
市�

民�

と
社�

会�

が
自
ら
の
事
項
を
規
律

し
て
い
く
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ア
ー
ノ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
基
本
権
「
保
障
内
容
」
論
の
「
保
障
」
と
は
、
自
由
の
条
件

の
下
で
、
社
会
的
な
問
題
群
の
解
決
を
可
能
と
し
、
自
由
行
使
の
帰
結
が
―
―
公
共
の
福
祉
を
促
進
す
る
と
ま
で
は
言
え
な
く
と

ハ
ル
テ
ン

も
―
―
少
な
く
と
も
そ
れ
と
両
立
し
う
る
程
に
「
保
つ
」
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。（S.１９７.

）

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
も
旧
拙
稿
で
示
唆
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
基
本
権
「
保
障
内
容
」
論
者
に
よ
っ
て
、
ま
だ
必
ず
し
も
、「
保

障
さ
れ
る
も
の
」「
保
障
さ
れ
な
い
も
の
」
を
区
別
す
る
法
解
釈
方
法
・
手
続
が
十
分
に
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
ア
ー

ノ
ル
ト
も
指
摘
し
て
い
る
。（S.２１７f.

）
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
連
邦
憲
法
裁
第
一
法
廷
は
個�

々�

の�

自
由
権
の
保
障
内
容
を
機�

能�

的�

に�

解
明

し
よ
う
と
し
て
、
様
々
の
可
変
的
な
視
点
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
唯
一
つ
確
実
な
こ
と
は
、
か
の
よ
う
に
保
障
内
容
を
狭
く

規
定
す
る
目
的
が
、
基
本
権
抵
触
の
回
避
と
―
―
こ
れ
は
確
か
に
、
リ
ュ
フ
ナ
ー
の
先
駆
的
論
文
に
も
観
取
し
う
る
も
の
で
あ
っ

た
―
―
公
共
の
福
祉
を
促
進
（
も
し
く
は
阻
害
し
な
い
）
す
る
た
め
の
基
本
権
行
使
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
に
も
述
べ
た
通

り
、
か
か
る
機
能
主
義
は
自
由
主
義
的
な
基
本
権
理
解
と
両
立
し
な
い
と
ア
ー
ノ
ル
ト
は
考
え
る
の
だ
が
、
そ
の
点
を
少
し
譲
っ
て
、

明
確
で
透
明
な
法
解
釈
手
続
が
提
示
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
疑�

わ�

し�

き�

場�

合�

で
あ
る
か
ら
、
基
本
権
規
範
に
最
も
効

果
的
な
力
を
与
え
る
解
釈
、
つ
ま
り
自
由
権
の
保
護
領
域
を
広
く
解
す
る
解
釈
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。（S.２１８.

）

右
の
様
に
、
旧
拙
論
で
も
示
唆
し
て
い
た
し
、
ア
ー
ノ
ル
ト
も
今
指
摘
す
る
様
に
、
基
本
権
「
保
障
内
容
」
論
者
に
は
尚
も
説
得
的

な
法
解
釈
の
方
法
論
を
提
示
す
る
責
務
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
保
障
内
容
論
は
衡
量
論
を
克
服
し
よ
う
と
し
つ
つ
、
実
は
裏
側
で
前
倒

８０ 駿河台法学 第２９巻第２号（２０１６）
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し
し
て
そ
れ
を
決
断
主
義
的
に
行
っ
て
お
り
、
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
と
し
て
は
柔
軟
性
を
喪
失
し
硬
直
し
た
も
の
と
な
る
と
い
う

（S.２１９

）
論
定
は
適
切
で
あ
ろ
う
か
？
既
に
述
べ
た
通
り
、
反
対
に
、
基
本
権
保
障
内
容
論
こ
そ
が
「
微
調
整
」
を
取
り
込
む
柔
軟

な
、
安
定
的
な
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
で
あ
る
と
言
う
の
が
、
先
に
Ⅰ
で
取
材
し
た
Ｂ
・
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
の
見
解
で
あ
っ
た
。
実
は

ア
ー
ノ
ル
ト
に
お
い
て
も
、
す
ぐ
上
に
触
れ
た
様
に
「
疑
わ
し
き
場
合
」
と
い
う
留
保
付
き
で
あ
る
と
い
う
点
も
そ
う
で
あ
る
が
、
そ

の
言
説
に
は
微
妙
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
こ
の
こ
と
―
―
「
疑
わ
し
き
場
合
」
に
は
、
保
護
領
域
を
広
く
見
積
も
る
解
釈
を
採
用
す
る

こ
と
、
引
用
者
―
―
は
し
か
し
、
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
革
新
へ
の
拒
絶
と
受
け
と
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
は
言
え
、
革
新
が

自
己
目
的
に
逃
避
す
る
こ
と
で
は
な
ら
ず
、
常
に
現
状
の
改
善
と
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
保
障
内
容
論
に

は
尚
も
こ
の
証
明
が
欠
け
て
い
る
。」（S.２１８.

）
ア
ー
ノ
ル
ト
の
こ
の
学
位
論
文
の
主
目
的
が
近
年
の
保
障
内
容
論
へ
の
真
向
か
ら
の

批
判
に
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
お
い
て
在
来
の
保
護
領
域
論
が
全
面

的
か
つ
絶
対
的
な
正
し
さ
を
有
す
る
と
主
張
し
て
い
る
と
す
れ
ば
―
―
恐
ら
く
、
そ
う
で
は
な
い
―
―
、
そ
れ
は
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
比
例
原
則
及
び
そ
の
一
部
と
し
て
の
比
較
衡
量
論
に
つ
い
て
、
ア
ー
ノ
ル
ト
が
擁
護
を
試
み
て
い
る
そ
の
論
法
を
一
べ
つ
し

た
い
―
―
。
そ
れ
は
、
要
点
を
大
雑
把
に
言
え
ば
、
比
例
原
則
・
比
較
衡
量
論
を
尚
も
具
体
的
事
件
で
の
正
当
化
の
段
階
で
維
持
し
よ

う
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
ア
ー
ノ
ル
ト
も
ま
た
、
憲
法
裁
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
原
則
・
基
準
が
具
体
的
個
別
的
事
案
で
の
侵
害
の
強
度

に
関
わ
る
も
の
と
し
て
で
な
く
（
本
来
は
そ
う
で
あ
っ
た
！
）、
客
観
的
方
向
に
拡
大
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
こ
う
し
て
、

体
系
性
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
て
個
別
的
正
義
が
犠
牲
に
さ
れ
て

（
２１
）

い
る
、
と
。
ま
た
、
衡
量
論
に
は
、
以
前
か
ら
合
理
性
の
欠
如
が
指
摘

さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
で
は
、
衡
量
論
は
放
棄
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
議
会
、
と
り
わ
け
裁
判
所
が
合
理
性
あ
る
衡
量
を
展
開
す
る
に
は
十
分
な

専
門
知
を
有
し
て
い
な
い
と
主
張
す
る
論
者
も
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
衡
量
論
に
つ
き
ま
と
う
不
安
定
さ
も
ふ
ま
え
て
、
衡
量
の
完
全

（
一
三
四
）
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放
棄
―
―
つ
ま
り
、
立
法
者
に
よ
る
そ
れ
も
含
め
て
―
―
を
提
唱
す
る
見
解
（K

.-H
.

ラ
ド
ゥ
ー
）
ま
で
が
あ
る
。
し
か
し
、
基
本
権

そ
の
も
の
が
―
―
具
体
的
レ
ヴ
ェ
ル
よ
り
も
先
に
、
前
倒
し
的
に
―
―
衡
量
の
結
果
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
具
体
的
事

案
の
合
理
的
な
解
決
の
た
め
に
は
、
対
抗
的
法
益
同
志
の
調
整
が
や
は
り
必
要
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
点
で
、「
原
理
」
論
―
―
（
基
本
権
）
規
範
が
有
す
る
も
う
一
つ
の
顔
で
あ
る
ル
ー
ル
と
の
対
比
で
―
―
の
見
地
か
ら
衡
量
の

構
造
を
精
緻
化
し
よ
う
と
い
う
ア
レ
ク
シ
ー
の
見
解
が
、
ア
ー
ノ
ル
ト
に
よ
っ
て
参
照
さ
れ
て
い
る
。（S.２２２f.

）
基
本
権
の
「
原
理
」

と
い
う
側
面
に
は
、
具
体
的
な
事
案
の
た
め
の
終
局
的
な
結
論
は
含
ま
れ
な
い
。
原
理
と
し
て
の
基
本
権
の
「
内
容
」
は
、
最
適
化＝

デ
フ
ィ
ニ
ッ
ト

衡
量
手
続
を
経
る
こ
と
で
の
み
は
じ
め
て
、
確
定
的
に
割�

り�

出�

さ�

れ�

て�

い�

く�

。
ま
さ
に
、
ア
ー
ノ
ル
ト
及
び
ル
ス
テ
ベ
ル
ク
双
方
に

と
っ
て
各
々
の
意
味
で
、
ア
レ
ク
シ
ー
の
「
原
理
」
論
が
参
照
基
準
と
な
っ
て
い
る
恰
好
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
基
本
権
を
「
原
理
」
と
し
て
再
定
義
し
て
衡
量
を
不
可
欠
と
解
す
る
か
か
る
見
解
に
対
し
て
は
、
各�

々�

の�

基
本
権
の
保

障
対
象
の
違
い
を
な
ら
し
て
、
基
本
権
各�

々�

の�

保
障
趣
旨
を
忘
却
さ
せ
て
し
ま
う
と
の
批
判
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
端
的
に
は
、
人
間

尊
厳（
基
本
法
１
条
１
項
）さ
え
も
が
衡
量
さ
れ
う
る
の
か
、
と
。
か
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
、
ま
ず
、
広
い
意
味
で
の
比
例
原
則
―
―

適
切
性
、
必
要
性
―
―
は
―
―
こ
れ
は
「
事
実
的
」
可
能
性
に
関
わ
る
―
―
、
必
ず
し
も
基
本
権
抵
触
に
際
し
衡
量
を
不
可
欠
と
す
る

も
の
で
な
く
、
適
切
性
・
必
要
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
確
実
な
整
序
が
可
能
と
な
る
。
さ
ら
に
狭
義
で
の
比
例
原
則
―
―
妥
当
性
、

こ
れ
は
「
法
的
」
可
能
性
に
関
わ
る
―
―
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
も
衡
量
は
恣
意
的
に
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
判
例
法
理
の
形
成

を
通
し
て
、
衡
量
に
つ
い
て
の
抽�

象�

的�

な�

基
準
の
体
系
が
形
成
さ
れ
て
、
法
的
安
定
性
も
維
持
さ
れ
て
き
た
、
と
言
う
の
が
ア
ー
ノ
ル

ト
の
比
例
原
則
・
衡
量
論
支
持
の
見
解
で
あ
る
。「
衡
量
論
は
、
そ
の
比
例
原
則
と
い
う
最
高
度
に
鍛
え
抜
か
れ
た
考
え
方
と
と
も
に
、

基
本
権
論
議
を
よ
り
明
確
に
構
造
化
し
、
よ
り
適
切
な
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
を
展
開
し
、
基
本
権
保
護
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。
か
く
し
て
、
衡
量
論
の
擁
護
者
に
向
け
ら
れ
た
決
断
主
義
・
恣
意
と
い
う
非
難
は
根
拠
の
な
い
も
の
と
な
る
。」（S.２２４.

）

７８ 駿河台法学 第２９巻第２号（２０１６）
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３．

若
干
の
落
ち
穂
拾
い
と
ま
と
め

以
下
、
以
上
の
論
述
を
前
提
と
し
て
、
若
干
補
完
の
た
め
の
落
ち
穂
拾
い
を
し
て
、
ア
ー
ノ
ル
ト
の
研
究
に
つ
い
て
の
総
括
め
い
た

こ
と
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

⑴

一
般
的
行
為
自
由
（
基
本
法
２
条
１
項
）
を
め
ぐ
っ
て
―
―
。
個
別
自
由
権
に
つ
い
て
保
護
領
域
を
限
定
す
る
見
地
も
、
一
般

的
に
は
、
個
別
自
由
権
で
カ
ヴ
ァ
ー
さ
れ
な
い
行
態
に
つ
い
て
は
尚
も
基
本
法
２
条
１
項
で
の
保
障
を
云
々
す
る
点
が
、
つ
じ
つ
ま
が

合
わ
な
い
と
ア
ー
ノ
ル
ト
は
批
判
す
る
。（S.

２３２.

）
ア
ー
ノ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
仮
に
制
憲
者
意
図
を
重
視
す
る
と
―
―
も
と
よ
り
、

ア
ー
ノ
ル
ト
自
身
は
文
言
を
第
一
に
重
視
す
る
―
―
し
て
、
そ
も
そ
も
個
別
基
本
権
は
広
く
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ

で
尚
も
カ
ヴ
ァ
ー
さ
れ
な
い
行
態
を
も
広
く
掬
い
あ
げ
る
の
が
基
本
権
２
条
１
項
な
の
だ
。（S.２３３.

）
さ
も
な
い
と
、
一
般
的
行
為

自
由
が
過
剰
に
援
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
で
は
「
一
般
条
項
へ
の
逃
避
」
に
過
ぎ
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
言
う
の
で
あ
る
。

例
え
ば
「
森
林
で
乗
馬
す
る

（
２２
）

こ
と
」
が
基
本
法
２
条
１
項
に
入
る
と
す
れ
ば
基
本
権
が
単
な
る
小
銭
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
見
解

（E８０,１３７

（１６８

））
―
―
Ｄ
・
グ
リ
ム
の
有
名
な
反
対
意
見
で
あ
る
―
―
を
ア
ー
ノ
ル
ト
は
問
題
視
す
る
。「
こ
こ
に
は
次
の
よ
う

な
問
題
が
あ
る
―
―
陳
腐
な
行
態
と
（
基
本
権
保
障
に
含
ま
れ
る
）
高
次
の
価
値
を
も
つ
行
態
と
の
境
界
を
ど
こ
に
引
く
べ
き
か
、
誰

が
そ
れ
を
判
定
す
べ
き
か
。
誰
か
に
と
っ
て
陳
腐
に
思
わ
れ
る
行
態
も
、
他
の
誰
か
に
と
っ
て
は
重
要
な
生
活
内
容
た
り
う
る
の
で

（
２３
）

あ
る
。」（S.２３４.

）「
個
々
の
基
本
権
条
項
の
文
言
に
よ
っ
て
基
本
権
保
護
が
及
ぶ
限
り
は
」
保
護
領
域
か
ら
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
と
主
張
す
る
わ
け
で
あ
る
。（S.２３５.

）

⑵

次
に
、
右
⑴
で
示
唆
さ
れ
た
事
柄
で
あ
る
が
、
憲
法
・
基
本
権
解
釈
に
お
け
る
諸
要
素
間
の
重
点
が
い
か
に
置
か
れ
る
べ
き
か

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
旧
拙
論
で
は
、
歴
史
的
・
生
成
的
視
点
を
強
調
す
る
、
基
本
権
「
保
護
内
容
」
論
の
代
表
者
と
し
て
、
Ｅ.

―

Ｗ.

ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
所
論
を
取
材
し
て
い
た
。
ア
ー
ノ
ル
ト
の
見
解
で
は
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
よ
う
な
基
本
権
解
釈
の
方

（
一
三
六
）
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法
は
、
基
本
権
の
内
容
を
硬
化
さ
せ
て
、
そ
こ
か
ら
動
態
性
・
柔
軟
性
を
奪
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
過
去
志
向
的
だ
、
と
。
ま
た
、

基
本
権
内
容
が
そ
れ
で
も
画
定
さ
れ
難
い
場
合
に
は
、
結
局
、
裁
判
官
に
丸
投
げ
し
て
し
ま
う
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

他
方
で
、
ア
ー
ノ
ル
ト
も
基
本
権
保
障
の
何
た
る
か
は
憲
法
自
体
に
よ
っ
て
、
憲
法
自
体
に
お
い
て
明
確
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
点
で
は
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
見
解
と
接
点
を
も
つ
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
憲
法＝

基
本
権
に
お
け
る
基
本
権
保
護
の
形

成
に
意
識
的
な
欠
缺
が
あ
る
と
言
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ア
ー
ノ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
基
本
権
の
「
文
言
」
か
ら
し
て
個
別
自
由
権

の
保
護
領
域
は
で
き
る
だ
け
広
く
解
さ
れ
、
ま
た
「
受
け
入
れ
の
基
本
権
」
と
し
て
の
一
般
的
行
為
自
由
も
、
個
別
基
本
権
を
「
包
括

的
に
」
確
保
す
る
も
の
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
も
一
般
的
人

（
２４
）

格
権
、
自
己
情
報
決
定
権
、
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
権
な
ど
の
匿
名
の
自
由
権
が
基
本
法
２
条
１
項
に
依
拠
し
て
導
き
出
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
も
、
憲
法
裁
が
基
本
法
２

条
１
項
の
基
本
権
を
広
く
解
し
て
、
包
括
的
な
一
般
的
行
為
自
由
と
解
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。（S.２４０.

）

⑶

ア
ー
ノ
ル
ト
は
、
基
本
権
の
保
護
領
域
限
定
論
に
よ
っ
て
法
治
国
原
理
（
基
本
法
２０
条
３
項
）
及
び
法
律
の
留
保
の
原
理
が
、

単
に
緩
和
さ
れ
た
と
言
う
の
で
な
く
、
二�

重�

に�

溶
解
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
性
を
指
摘
す
る
。
第
一
、
保
護
領
域
が
限
定
さ
れ
れ

ば
、
侵
害
と
認
定
さ
れ
う
る
範
囲
も
限
定
さ
れ
る
の
で
、
法
律
の
留
保
が
妥
当
す
る
範
囲
も
限
定
さ
れ
る
。
要
す
る
に
国
に
と
っ
て
は

法
律
に
よ
る
授
権
な
し
に
、
実
質
的
に
は
個
人
の
自
由
を
侵
害
し
う
る
範
囲
が
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
こ
れ
で
論�

理�

的�

に�

は�

一
貫
し
て
い
る
。
第
二
に
、
―
―
第
一
と
は
裏
腹
に
―
―
憲
法
裁
の
保
護
領
域
限
定
論
は
、
何
ら
の
侵
害
を
認
定
し
て
い
な
い
場
合
に

も
、
問
題
の
行
為
が
「
正
当
化
」
さ
れ
う
る
か
否
か
を
「
傍
論
で
」
審
査
し
て
い
る
。（
例
え
ば
グ
リ
コ
ー
ル
決
定
で
。E１０５,２５２ff.

）

し
か
も
、
こ
の
正
当
化
レ
ヴ
ェ
ル
で
憲
法
裁
は
、
国
に
よ
る
情
報
提
供
活
動
に
つ
い
て
は
―
―
か
か
る
「
警
告
」
活
動
は
行
政
で
は
な

く
「
統
治
」
活
動
で
あ
る
と
し
て
―
―
任
務
規
範
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
法
律
の
留
保
を
満
た
す
と
し
て
緩
か
に
解
し
て
い
る
。
こ
の
点
に

は
、
論
理
的
一
貫
性
が
欠
如
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
国
の
行
為
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
性
を
奪
い
、
個
人
の
自
由
保
護
に

７６ 駿河台法学 第２９巻第２号（２０１６）
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と
っ
て
の
後
退
が
示
さ
れ
て
い
る
と
、
ア
ー
ノ
ル
ト
の
批
判
は
手
厳
し
い
。（S.２５５.

）

⑷

こ
れ
ま
で
基
本
権
保
護
領
域
、
侵
害
、
正
当
化
の
三
段
階
審
査
論
が
ド
イ
ツ
の
多
く
の
大
学
で
も
講
義
さ
れ
、
憲
法
裁
で
も
採

用
さ
れ
て
き
た
。
今
や
、
保
護
領
域
限
定
論
―
―
そ
の
典
型
が
「
保
障
内
容
」
論
―
―
が
学
説
・
憲
法
裁
判
例
の
な
か
に
登
場
し
て
、

基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
同
質
性
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
あ
た
か
も
混
流
し
て
い
る
か
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
ア
ー
ノ
ル
ト
は
こ

の
様
に
述
べ
て
、
今
日
の
保
障
内
容
論
が
単
に
保
護
領
域
段
階
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
全
体
に
わ
た
る
挑

戦
で
あ
る
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。（S.２５３.

）

最
後
に
、
以
上
を
前
提
と
し
て
ア
ー
ノ
ル
ト
の
研
究
に
つ
い
て
の
簡
単
な
ま
と
め
を
し
て
お
き
た
い
。
上
述
し
た
様
に
、
言
わ
ば
こ

の
研
究
の
入
口
で
、
ア
ー
ノ
ル
ト
は
基
本
権
「
形
成
」
と
「
侵
害
」
と
の
概
念
的
区
別
に
意
を
く
だ
い
て
、
前
者
の
概
念
を
「
規
範
刻

印
的
」
基
本
権
に
限
定
す
る
。
侵
害
の
場
合
よ
り
も
基
本
権
形
成
に
つ
い
て
は
、
立
法
者
に
よ
り
広
い
裁
量
余
地
が
認
め
ら
れ
る
も
の

の
、
基
本
法
１
条
３
項
に
よ
る
立
法
者
拘
束
の
点
で
は
何
ら
変
わ
り
は
な
い
。
そ
こ
で
「
規
範
刻
印
的
」
基
本
権
の
「
形
成
」
場
合
に

も
、
ア
ー
ノ
ル
ト
は
比
例
原
則
―
―
そ
の
一
部
と
し
て
比
較
衡
量
―
―
に
よ
る
正
当
化
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。

ア
ー
ノ
ル
ト
の
概
念
整
理
に
則
る
と
、
右
の
規
範
刻
印
的
基
本
権
の
場
合
の
「
形
成
」
と
狭�

義�

で�

の�

基
本
権
保
護
領
域
限
定
―
―
そ

の
典
型
が
「
保
障
内
容
」
論
―
―
が
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
て
広�

義�

で�

の�

保
護
領
域
限
定
を
形
成
す
る
。
但
し
、
狭
義
の
保
護
領
域
限
定

の
場
合
、
本
来
は
―
―
つ
ま
り
論
理
一
貫
さ
せ
る
な
ら
ば
―
―
問
題
の
行
為
が
保
護
領
域
（
も
し
く
は
保
障
内
容
）
に
含
ま
れ
な
い
と

な
れ
ば
、
正
当
化
審
査
ま
で
は
行
わ
れ
な
い
。
結
論
と
し
て
は
、
様
々
の
基
本
権
理
論
が
あ
り
う
る
と
こ
ろ
、
少
な
く
と
も
自
由
主
義

的
基
本
権
理
論
か
ら
は
、
か
か
る
「
保
障
内
容
」
論
は
支
持
で
き
な
い
、
と
ア
ー
ノ
ル
ト
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

私
見
で
は
、
右
の
ア
ー
ノ
ル
ト
の
主
張
に
は
、
彼
女
自
身
の
認
識
も
考
慮
す
る
と
、
微
妙
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
。
既
に
触
れ
た

よ
う
に
、
ア
ー
ノ
ル
ト
は
一
方
で
、
ボ
ン
基
本
法
は
自
由
主
義
の
基
本
権
理
解
に
立
つ
と
述
べ
て
い
る
が
、
ボ
ン
基
本
法
は
社�

会�

国�

家�

（
一
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八
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原�

理�

に�

よ�

っ�

て�

補�

完�

さ�

れ�

た�

自�

由�

主�

義�

の
基
本
権
理
論
に
立
脚
す
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
を
も
ア
ー
ノ
ル
ト
は
示
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
認
識
の
点
で
は
、「
保
障
内
容
」
論
の
代
表
的
主
唱
者
で
あ
る
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
認
識
と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

ま
た
、
ア
ー
ノ
ル
ト
に
よ
る
と
基
本
権
に
要
求
さ
れ
る
役
割
・
期
待
の
変
化
に
伴
っ
て
―
―
ア
ー
ノ
ル
ト
は
、
し
ば
し
ば「
機
能
主
義
」

と
し
て
批
判
す
る
―
―
社
会
、
国
家
の�

た�

め�

に�

客
観
化
―
―
脱
・
主
観
化
―
―
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
の
産
物
が
基
本
権
「
保
障
内

容
」
論
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
保
障
内
容
論
に
つ
い
て
か
よ
う
に
位
置
規
定
し
て
、
ア
ー
ノ
ル
ト
の
結
論
と
し
て
は
、
基
本
権
審
査
に

際
し
て
か
か
る
フ
ィ
ギ
ア
は
採
用
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
基
本
権
が
法
秩
序
全
体
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
り
、

そ
れ
が
あ
る
程
度
ま
で
客
観
化
さ
れ
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
基
本
法GG

が
自
由
主
義
を
基
本
と
し
つ
つ
も
社
会
国
家
原
理
で
補
完
し
て

い
る
こ
と
か
ら
の
不
可
避
的
な
帰
結
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
代
ド
イ
ツ
憲
法
に
お
い
て
、
在
来
型
の
基
本
権
「
保
護
領
域
」
論
と
近
来
の
潮
流
で
あ
る
「
保
障
内
容
」
論
が
並
存
し
て
い
る
状

況
に
つ
き
、
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
共
通
基
盤
が
掘
り
崩
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
ア
ー
ノ
ル
ト
の
見
解
で

あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
点
は
旧
拙
稿
で
ホ
フ
マ
ン
・
リ
ー
ム
の
口
を
借
り
て
記
し
た

（
２５
）

通
り
、
既
に
定
着
し
て
憲
法
裁
判
例
・
学
説
を
支

配
し
て
き
た
「
保
護
領
域
」
の
フ
ィ
ギ
ア
、
及
び
そ
れ
を
中
心
と
す
る
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
が
今
日
の
姿
に
仕
上
げ
ら
れ
る
ま
で

に
は
、
様
々
の
批
判
と
、
こ
れ
に
応
え
る
修
正
の
プ
ロ
セ
ス
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
保
護
領
域
論
自
体
が
、
そ
の
昔
は
挑
戦
者

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
保
護
領
域
論
に
と
っ
て
代
わ
り
「
保
障
内
容
」
論
が
今
後
、
支
配
的
な
地
歩
を
占
め
る
こ
と
に
な
れ

ば
、
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
お
け
る
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
な
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
で
、
学
問
の

世
界
も
実
務
も
免
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
宿
命
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
最
近
ド
イ
ツ
で
の
二
つ
の
デ
ィ
ゼ
ル
タ
チ
オ
ー
ン
に
道
案
内
役
を
請
い
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
で
の
基
本
権
が「
保
障
す
る
も
の
」

を
巡
る
議
論
の
今
日
的
水
準
を
お
さ
え
た
い
と
言
う
の
が
、
本
稿
の
意
図
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
研
究
及
び
こ
れ
ま
で
の
旧
拙
稿

７４ 駿河台法学 第２９巻第２号（２０１６）
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群
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
の
現
在
の
私
見
と
し
て
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
各
々
の
基
本
権
が
「
保
障
す
る
も
の
」
を
法
解
釈
論
と
し
て
ま

ず
明
確
に
す
る
こ
と
が
、
そ
の
実
効
的
保
障
と
い
う
点
か
ら
も
や
は
り
重
要
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
結
局
、
比
例
原
則
・
衡
量
論
に
適

正
な
居
場
所
を
与
え
、
そ
れ
が
適
切
に
運
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の

特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
現
代
に
お
け
る
比
較
人
権
の
法
理
の
座
標
軸
設
定
の
た
め
に
さ
さ
や
か
な
示
唆
と
な
り
う
る

な
ら
ば
、
う
れ
し
く
思
う
。
ひ
と
ま
ず
ペ
ン
を
置
こ
う
。

注（
１
）
ど
の
基
本
権
を
も
っ
て
「
規
範
刻
印
的
」
―
―
立
法
に
よ
る
「
形
成
」
を
待
つ
基
本
権
―
―
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
学
説
に
お
い
て

幅
が
あ
る
。
一
方
に
は
、
全
て
の
基
本
権
が
形
成
を
待
つ
と
い
う
見
解
が
あ
ろ
う
。P.

H
äberle,

D
ie

W
esensgehaltsgarantie

des
A
rt. １９

A
bs.２

GG
３,１９８３,S.１８０ff.

こ
れ
に
対
し
て
所
有
権
・
相
続
権
（
基
本
権
一
四
条
一
項
）、
婚
姻
・
家
族
の
保
護
（
同
六
条
一
項
）、

公
権
力
に
よ
る
権
利
侵
害
に
対
す
る
出
訴
の
権
利
（
同
一
九
条
四
項
）
を
別
と
し
て
、「
規
範
刻
印
的
」「
形
成
」
の
フ
ィ
ギ
ア
は
放
棄
さ
れ

る
べ
き
だ
と
言
う
見
地
が
あ
る
。W
.K

ahl,A
öR

２００６,S.６０３f.

ア
ー
ノ
ル
ト
の
立
場
も
こ
れ
に
近
い
。

（
２
）
ま
た
同
様
に
、
防
御
権
を
念
頭
に
置
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
の
審
査
枠
組
が
そ
も
そ
も
、
そ
し
て
ど
こ
ま
で
基
本
権
保
護
義
務
に
つ

い
て
も
適
用
し
う
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
十
分
に
究
明
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
こ
の
点
に
つ
き
肯
定
的
な
見
解
と
し
て
、

H
.D

.Jarass,A
öR

１９９５,S.３４５ff.

（３５９ff.

）,C.D
.Classen,A

öR
１９９７,S６５ff,

（９４ff.

）

（
３
）
以
上
の
議
論
は
、
我
が
憲
法
学
で
は
、
宮
沢
・
芦
部
を
は
じ
め
と
し
て
公
共
の
福
祉
の
内
容
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
作
業
に
対
応
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
参
照
、
宮
沢
俊
義
・
憲
法
Ⅱ
（
新
版
）
二
一
八
頁
以
下
、
芦
部
信
喜
・
憲
法
（
第
六
版
）
九
八
頁
以
下
。

（
４
）E.G.M

ahrenholz,‘
Freiheit

der
K
unst’,in:hrsg.E.Benda,W

.M
aihofer,H

.-J.V
ogel,H

V
erfR

２,１９９５,Rn.２５,I.Per-
nice,‘

A
rtikel ５

III’,in:hrsg.H
.D

reier,Grundgesetz-K
om

m
entar,Bd.I ２,２００４,Rn.１３.

（
一
四
〇
）
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（
５
）
参
照
、
保
木
本
一
郎
「
芸
術
の
自
由
の
憲
法
的
統
制
」
ド
憲
判
研
編
・
前
掲
一
四
七
頁
以
下
。

（
６
）
こ
こ
で
芸
術
の
「
作
品
領
域
」W

erkbereich

と
は
直
接
的
に
作
品
創
造
に
関
わ
る
側
面
で
あ
り
、
作
品
の
伝
達
・
普
及
に
関
わ
る
側
面

が
「
作
業
領
域
」W

irkbereich

と
言
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も
基
本
法
五
条
三
項
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
。E３０,１７３

（１８９

）.I.Pernice,a.a.
O
.,Rn. １４,F.H

ufen,‘
K
unstfreiheit’,in:hrsg.D

.M
erten,H

.-J.Papier,H
dGR,Bd.IV

,２０１１,Rn.３９ff.

（
７
）
最
判
平
成
一
四
年
九
月
二
四
日
（
判
時
一
八
〇
二
号
六
〇
頁
、
判
タ
一
一
〇
六
号
七
二
頁
。）

（
８
）
旧
拙
論
で
「
保
護
領
域
の
射
程
」
テ
ー
ゼ
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
機
能
に
つ
い
て
少
し
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
旧
稿
「
憲
法
の

『
優
位
』
と
私
的
自
治
・
契
約
の
自
由
」
高
岡
法
学
一
八
巻
一
・
二
合
併
号
一
頁
（
五
頁
以
下
。）

（
９
）
一
般
に
刑
事
事
件
に
由
来
す
る
憲
法
裁
判
で
は
、
自
由
制
約
に
対
す
る
審
査
密
度
が
強
く
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
件
エ
ズ

ラ
事
件
は
民
事
事
件
由
来
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
出
版
差
し
止
め
が
個
別
事
例
を
超
え
て
将
来
に
わ
た
り
萎
縮
効
果
を
及
ぼ
し
う
る
と
い
う

こ
と
で
、
連
邦
憲
法
裁
が
專
門
裁
に
よ
る
法
適
用
の
詳
細
も
含
め
て
、
こ
の
様
に
具
体
的
事
情
に
も
踏
み
込
ん
だ
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。

I.Pernice,a.a.O
.,Rn.４４.

（
１０
）
と
く
に
、
こ
のJe-desto

定
式
が
比
較
衡
量
を
精
致
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
ま
で
の
連
邦
憲
法
裁
の
裁
判
例
動
向
と
も
符
合

す
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
の
は
、M

.Schröder,D
V
BL

２００８,S.１４６ff.

こ
の
定
式
自
体
は
本
件
の
よ
う
な
芸
術
の
自
由
と
（
一
般
的
）
人

格
権
と
の
抵
触
に
つ
い
て
の
み
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
基
本
権
行
使
が
第
三
者
の
基
本
権
を
必
要
以
上
に
侵
害
し
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
、
こ
の
定
式
の
核
心
に
あ
る
考
え
方
は
他
の
基
本
権
領
域
で
の
抵
触
問
題
に
も
転
用
し
う
る
、
と
い
う
高
い
評
価
が
シ
ュ
レ
ー

ダ
ー
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。

同
様
に
本
決
定
が
、
芸
術
の
自
由
と
一
般
的
人
格
権
と
の
衡
量
に
関
す
る
従
来
の
判
例
法
理
の
延
長
線
に
あ
る
も
の
で
、
か
つ
、
メ
フ
ィ

ス
ト
判
決
と
比
べ
て
も
芸
術
自
由
へ
の
配
慮
を
よ
り
強
く
示
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
の
はD

.Grim
m
,ZRP

２００８,S.２９f.

尚
、
グ
リ
ム

の
こ
の
領
域
で
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
事
実
』
主
張
の
自
由
に
つ
い
て
」
高
岡
法
学
一
二
巻
二
号
七
九
頁
以
下
。

（
１１
）F.H

ufen,Jus２００８,S.３６３ff.

（３６５f.

）

７２ 駿河台法学 第２９巻第２号（２０１６）

（
一
四
一
）



（
１２
）
こ
れ
で
は
性
生
活
・
性
交
渉
を
芸
術
作
品
の
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
が
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
ホ
フ

マ
ン
・
リ
ー
ム
に
よ
る
と
、
確
か
に
、
誰
で
あ
れ
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
性
交
渉
を
公
け
に
さ
れ
る
な
ら
ば
、
人
格
権
侵
害
が
発
生
す
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
本
件
で
は
、
作
者
（
ビ
レ
ー
）
自
身
が
相
手
と
の
過
去
の
性
交
渉
を
叙
述
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
争
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
の
点
が
ま
さ
に
疑
わ
れ
る
の
だ
、
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
１３
）
参
照
、
赤
坂
正
浩
「
基
本
法
八
条
の
集
会
の
自
由
と
集
会
法
に
よ
る
規
制
」
ド
憲
判
研
編
・
前
掲
一
九
九
頁
以
下
。

（
１４
）D

.W
iefelspütz,N

JW
２００２,S.２７４ff.

（
１５
）
し
か
し
、「
公
け
の
意
見
」
と
は
必
ず
し
も
「
政
治
的
意
見
」
と
同
義
で
は
な
い
。M

.K
loepfer,V

erfassungsrecht
II,２０１０,§６３

,
Rn. １０f.

（
１６
）Ch.M

öllers,a.a.O
.,S.１９７４.

（
１７
）D

.W
iefelspütz,a.a.O

.,S.２７５.

（
１８
）M

.K
loepfer,‘

V
ersam

m
lungsfreiheit’,in:hrsg.J.Isensee,P.K

irchhof,H
dSR

３,V
II,２００９,§１６４,Rn.２０.

（
１９
）
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
時
代
と
対
照
的
に
、
基
本
法
及
び
基
本
権
規
定
が
「
法
的
」
文
書
と
な
っ
た
こ
と
と
絡
ん
で
、
基
本
権
の
イ
ン
フ
レ
ー

シ
ョ
ン
化
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
と
並
行
し
て
、
逆
に
―
―
と
い
う
よ
り
は
こ
の
傾
向
と
微
妙
に
握
手

し
つ
つ
―
―
基
本
権
の
特
権
化
（
な
い
し
収
縮
化
）、
例
え
ば
特
定
政
党
・
労
組
等
と
結
托
し
た
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
特
権
的
自
由
の
享
受
を

剔
抉
し
た
の
が
、K

.A
.Betterm

ann,H
ypertrophie

der
Grundrechte,１９８４

で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
と
り
わ
け
基
本
法
四
条

に
関
し
て
「
宗
教
の
自
由
」
と
「
世
界
観
の
自
由
」
と
の
区
別
が
見
失
わ
れ
て
お
り
、
あ
た
か
も
両
者
が
統
合
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
如
く

に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
批
判
し
た
も
の
と
し
て
、K

.-H
.K

ästner,JZ
１９９８,S.９７４ff.

が
あ
る
。
ケ
ス
ト
ナ
ー
は
、
宗
教
の
自
由
が
言
わ

ば
精
神
的
自
由
権
の
「
優
越
的
地
位
」
の
風
に
乗
っ
て
、
当
事
者
の
自
己
理
解
の
尊
重
の
下
に
拡
大
解
釈
さ
れ
（E２４,２３６＝

Lum
pel-

sam
m
ler

）、
も
と
よ
り
留
保
な
し
の
基
本
権
で
は
あ
る
が
、
い
か
な
る
制
約
に
も
服
さ
な
い
か
の
如
く
取
り
扱
わ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
、

と
言
う
の
で
あ
る
。さ
ら
に
ケ
ス
ト
ナ
ー
論
文
を
受
け
る
恰
好
で
書
か
れ
た
、次
の
論
文
も
参
照
さ
れ
た
い
。W.Brohm

,N
JW

２００１,S.１ff.

（
一
四
二
）

７１基本権が「保障するもの」は何か・続続続



尚
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
基
本
権
「
保
障
内
容
」
論
の
一
つ
の
例
と
し
て
の
、
基
本
法
四
条
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
高
岡
法
学
一
五

巻
一
・
二
合
併
号
二
四
一
頁
以
下
。

（
２０
）
か
よ
う
に
二
つ
の
事
案
の
結
論
が
明
暗
二
つ
に
分
か
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ア
ー
ノ
ル
ト
と
は
対
照
的
に
了
と
す
る
論
稿
が
、B.

Rusteberg,a.a.O
.

（N
JW

）
で
あ
る
。

（
２１
）
同
旨
の
批
判
と
し
て
、Ch.M

öllers,a.a.O
.,S.１９７８.

（
２２
）
参
照
、
平
松
毅
「
森
林
で
の
乗
場
の
自
由
」
ド
憲
判
研
編
・
ド
イ
ツ
の
最
新
憲
法
判
例
二
九
頁
以
下
。

（
２３
）
Ｗ
・
カ
ー
ル
も
同
旨
の
批
判
を
し
て
い
た
。
拙
拙
・
高
岡
法
学
一
六
巻
一
・
二
合
併
号
一
五
頁
。

（
２４
）
こ
れ
に
対
し
、
エ
ズ
ラ
決
定
も
含
め
て
、
憲
法
裁
も
民
事
裁
も
一
般
的
人
格
権
を
し
て
芸
術
自
由
に
対
す
る
万
能
の
制
約
の
如
き
も
の

に
し
て
い
る
と
い
う
批
判
と
し
て
、U

.V
osgerau,D

er
Staat２００９,S.１０７ff.

（１１５ff.

）
少
な
く
と
も
一
般
的
人
格
権
を
別
個
具
体
化
し

た
法
律
が
な
け
れ
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
八
二
三
条
の
「
そ
の
他
の
権
利
」
に
は
入
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
一
般
的
人
格
権
が
憲
法

直
接
的
に
芸
術
の
自
由
を
制
約
し
て
い
る
の
だ
と
言
う
批
判
で
あ
る
。
比
較
衡
量
に
お
け
る
対
抗
法
益
と
な
る
と
言
う
か
ら
に
は
、
そ
の
前

に
、
一
般
的
人
格
権
と
い
う
も
の
か
ら
い
か
な
る
請
求
権
が
導
か
れ
る
か
が
明
確
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

（
２５
）
拙
稿
・
高
岡
法
学
一
六
巻
一
・
二
合
併
号
二
三
頁
。

（
二
〇
一
五
年
一
二
月
二
七
日
脱
稿
）

７０ 駿河台法学 第２９巻第２号（２０１６）

（
一
四
三
）



（
一
四
四
）

６９基本権が「保障するもの」は何か・続続続


