
145-違憲審査における「目的審査」の検討(-) (門田)

違
憲
審
査
に
お
け
る
「
目
的
審
査
」
の
検
討
(
一
)

-
　
自
由
権
規
制
立
法
の
違
憲
審
査
基
準
論
を
主
た
る
素
材
と
し
て

日
「
J

漸
層
l

田

孝

節
1
節
　
は
じ
め
に

第
二
節
　
日
本
の
違
憲
審
査
基
準
論
に
お
け
る
目
的
審
査
と
そ
の
問
題
点
-
芦
部
説
を
中
心
に

第
三
節
　
日
本
の
違
憲
審
査
に
お
け
る
目
的
審
査
の
可
能
性
-
浦
部
説
を
手
が
か
り
に
(
以
上
本
号
)

第
四
節
　
具
体
的
事
例
に
即
し
て
の
検
討

第
五
節
　
む
す
ぴ
に
代
え
て

第
一
節
　
は
じ
め
に

(

-

)

　

　

　

　

　

　

(

2

)

憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
基
本
権
を
制
限
す
る
立
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
個
々
の
事
例
に
お
い
て
'
そ
う
し
た
制
限
の
合
憲
性
を

m
乃

判
断
し
て
い
-
う
え
で
'
い
わ
ゆ
る
違
憲
審
査
基
準
と
い
う
も
の
が
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
こ
と
は
、
今
更
言
う
ま
で
も

(
4
)

な
い
で
あ
ろ
う
。
憲
法
訴
訟
論
の
中
枢
を
占
め
る
と
さ
え
言
わ
れ
る
違
憲
審
査
基
準
論
は
'
「
最
高
裁
の
初
期
の
単
純
な
公
共
の
福
祉
論

に
対
抗
し
て
'
違
憲
審
査
の
赦
密
化
・
厳
格
化
に
よ
っ
て
実
体
的
憲
法
価
値
を
手
続
的
に
擁
護
し
よ
う
と
す
る
理
論
と
し
て
発
展
し
て
き

た
と
言
」
え
、
「
数
多
-
の
人
権
裁
判
に
お
け
る
論
証
を
通
じ
て
へ
実
務
に
も
か
な
り
の
影
響
を
与
え
へ
　
〓
疋
の
成
果
を
挙
げ
て
き
た
と

c
a

い
え
る
」
。
本
稿
は
'
そ
う
し
た
違
憲
審
査
基
準
論
の
さ
ら
な
る
精
微
化
に
向
け
て
の
'
試
論
的
な
作
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
'
特
に
違
憲

審
査
基
準
の
適
用
場
面
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
日
的
審
査
」
と
よ
ば
れ
る
手
法
に
焦
点
を
当
て
、
主
に
自
由
権
規
制
立
法
の
違
憲
審
査
基
準
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o

論
を
考
察
対
象
と
し
て
'
そ
の
内
容
と
問
題
点
を
検
討
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

違
憲
審
査
基
準
論
が
学
説
上
広
-
定
着
し
た
か
に
み
え
る
現
在
に
あ
っ
て
も
'
こ
う
し
た
論
点
を
問
題
に
す
る
意
義
が
失
わ
れ
た
わ
け

で
は
な
い
こ
と
は
'
次
の
よ
う
な
事
情
か
ら
も
青
首
さ
れ
よ
う
。
ひ
と
つ
に
は
'
立
法
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
個
々
の
事
例
に
お
い

て
'
そ
う
し
た
事
例
の
審
査
の
基
準
あ
る
い
は
手
法
を
め
ぐ
っ
て
、
判
例
と
学
説
と
の
隔
た
り
が
依
然
大
き
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
周
知

の
よ
う
に
'
日
本
の
違
憲
審
査
基
準
論
は
'
学
説
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
「
二
重
の
基
準
」
論
を
基
本
枠
組
と
し
て
構
築
さ
れ
て
き
た
の
で

(
7
)

あ
る
が
、
と
り
わ
け
こ
の
理
論
の
真
髄
で
あ
る
、
精
神
的
自
由
の
制
限
に
厳
格
な
審
査
を
行
う
と
い
う
側
面
は
'
「
判
例
上
'
こ
れ
ま
で

仝
-
生
か
さ
れ
て
お
ら
ず
、
-
-
最
高
裁
は
、
精
神
的
自
由
の
規
制
立
法
を
、
ほ
と
ん
ど
な
ん
の
た
め
ら
い
も
な
-
合
意
と
し
て
い
る
の

,

.

.

、

,

　

　

　

　

　

　

　

　

(

8

)

で
あ
て
、
そ
こ
に
は
、
三
重
の
基
準
』
論
的
な
い
い
ま
わ
し
す
ら
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
実
態
'
従
っ
て
「
審
査
方
法
や

(
9
)

審
査
基
準
に
つ
い
て
の
憲
法
訴
訟
論
の
成
果
は
'
最
高
裁
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
と
い
う
の
が
残
念
な
が
ら
実
状
で
あ
る
」

と
の
認
識
は
'
今
も
基
本
的
に
は
妥
当
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
現
状
を
前
に
、
「
一
層
精
赦
な
理
論
を
組
み
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
こ

(
1
0
)

の
壁
を
破
る
こ
と
が
で
き
る
か
'
そ
れ
と
も
結
局
は
空
し
い
努
力
に
終
わ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
」
と
し
て
も
、
前
者
の
可
能
性
は
な
お
追

求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
.
1
こ
関
連
す
る
が
、
日
本
の
学
説
が
判
例
に
十
分
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
一
国
と
し
て
'
日
本
の
学
説
が
、
外

国
法
(
特
に
ア
メ
リ
カ
法
)
に
お
け
る
議
論
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
て
違
憲
審
査
基
準
論
を
展
開
し
て
き
た
た
め
'
い
ま
だ
日
本
国
憲
法

に
お
け
る
解
釈
論
と
し
て
十
分
に
適
合
的
な
議
論
に
昇
華
し
き
れ
て
い
な
い
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
日
本
の
憲

法
訴
訟
論
に
対
し
て
は
'
「
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
判
例
・
理
論
の
直
輸
入
に
す
ぎ
る
う
ら
み
が
あ
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
」
と
か
、
「
[
ア
メ

リ
カ
]
で
の
判
例
理
論
を
日
本
の
側
に
ひ
き
つ
け
る
に
し
て
は
'
わ
が
憲
法
訴
訟
制
度
は
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
と
は
あ
ま
り
に
も
違
っ
た
格

好
で
成
長
し
発
展
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
-
-
こ
の
彼
此
の
差
を
認
識
せ
ず
に
ア
メ
リ
カ
法
に
な
ぞ
ら
え
て
語
れ
ば
語
る
ほ
ど
、
是
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3

正
す
べ
き
日
本
固
有
の
論
点
が
見
え
な
-
な
っ
て
し
ま
い
'
結
果
的
に
現
状
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
い
っ
た
疑
問
が
早

く
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
'
憲
法
訴
訟
論
の
隆
盛
を
経
た
現
在
に
あ
っ
て
も
'
こ
う
し
た
問
題
点
が
克
服
さ
れ
た
と
い

え
る
の
か
'
疑
問
な
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
問
題
点
は
、
違
憲
審
査
基
準
論
全
般
、
さ
ら
に
は
違
憲
審
査
論
全
般
に
関
わ
る
も
の
で
、
何
も
違
憲
審
査
に
お
け
る
「
目
的
審

査
」
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
む
ろ
ん
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
違
憲
審
査
基
準
論
の
問
題
を
検
討
す
る
場
合
に
'
専
ら
「
日
的
審
査
」
の
場

面
の
み
を
切
-
離
し
て
、
個
別
に
論
じ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
り
'
手
段
審
査
や
立
法
事
実
に
関
す
る
議
論
に
触
れ
な
い
わ
け

に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
本
稿
が
主
と
し
て
自
由
権
規
制
立
法
の
百
的
審
査
」
の
手
法
を
中
心
に
考
察
し

ょ
ぅ
と
す
る
の
は
'
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
の
中
で
、
テ
ー
マ
を
絞
っ
た
う
え
で
極
力
立
ち
入
っ
た
検
討
を
加
え
た
い
と
い
う
'
純
粋
に
便

宜
的
な
理
由
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

以
下
で
は
、
ま
ず
へ
日
本
の
違
憲
審
査
基
準
論
の
う
ち
へ
主
に
自
由
権
を
規
制
す
る
立
法
の
目
的
審
査
と
手
段
審
査
の
場
面
で
用
い
ら

れ
る
と
さ
れ
る
違
憲
審
査
基
準
を
へ
こ
の
分
野
の
開
拓
者
で
あ
る
芦
部
信
喜
教
授
の
所
説
を
中
心
に
分
析
・
整
理
し
た
う
え
で
,
特
に

「
日
的
審
査
」
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
基
準
お
よ
び
手
法
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
次
に
、
そ
う
し
た
問
題
点
を
検
討
し
て
い
く
た
め
の

手
が
か
り
を
'
同
じ
-
違
憲
審
査
基
準
論
の
分
野
で
詳
細
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
'
浦
部
法
穂
教
授
の
所
説
の
う
ち
に
求
め
、
そ
れ
を

基
に
も
若
干
の
考
察
を
試
み
る
。
次
に
へ
そ
う
し
た
考
察
を
通
し
て
得
ら
れ
た
「
目
的
審
査
」
の
考
え
方
に
照
ら
し
て
,
日
本
の
主
要
判

例
の
い
く
つ
か
を
分
析
・
検
討
し
た
う
え
で
、
最
後
に
'
日
本
国
憲
法
の
も
と
で
の
違
憲
審
査
に
お
い
て
'
あ
る
べ
き
「
目
的
審
査
」
の

手
法
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。
総
じ
て
へ
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
憲
法
学
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
違
憲
審
査
基
準
論
に
お
い
て
は
,

日
的
審
査
の
際
に
、
や
や
も
す
る
と
立
法
目
的
の
「
重
要
性
」
あ
る
い
は
「
正
当
性
」
を
い
さ
さ
か
漠
然
と
問
う
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
t
と
い
う
の
が
本
稿
の
問
題
意
識
で
あ
と
そ
う
し
た
状
況
を
脱
し
て
'
「
日
的
審
査
」
を
活
性
化
し
て
い
く
た
め
に
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は
,
目
的
の
「
正
当
性
」
お
よ
び
「
重
要
性
」
の
意
味
を
「
公
共
の
福
祉
」
論
等
と
の
整
合
性
に
も
配
慮
し
っ
つ
い
っ
そ
う
検
討
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
も
目
的
と
規
制
対
象
行
為
と
の
「
関
連
性
」
も
自
覚
的
に
問
わ
れ
て
い
-
べ
き
で
は
な
い
か
t
と
い
う
の
が

本
稿
の
基
本
的
な
立
場
で
あ
る
。

第
二
節
　
日
本
の
違
憲
審
査
基
準
論
に
お
け
る
日
的
審
査
と
そ
の
問
題
点
　
-
　
芦
部
説
を
中
心
に

今
日
、
学
説
の
採
用
す
る
違
憲
審
査
基
準
論
は
広
-
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
'
そ
れ
を
こ
こ
で
再
述
す
る
こ
と
は
い
か
に
も
迂

遠
な
よ
う
で
あ
る
が
、
後
の
議
論
の
不
可
欠
の
前
提
と
し
て
最
低
限
の
確
認
を
あ
ら
か
じ
め
行
っ
て
お
-
こ
と
は
有
用
で
あ
る
の
み
な
ら

ず
,
す
ぐ
後
に
み
る
よ
う
に
'
論
者
間
で
も
細
か
い
部
分
で
見
解
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
若
干
の
議
論
の
整
理
は
必
要
な

作
業
で
も
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
点
に
鑑
み
、
こ
こ
で
は
ま
ず
へ
い
さ
さ
か
教
科
書
的
な
記
述
の
繰
返
し
を
あ
え
て
厭
わ
ず
'
日
本
の
違
憲

審
査
基
準
論
の
目
的
審
査
と
手
段
審
査
の
手
法
に
関
す
る
議
論
を
見
定
め
る
作
業
か
ら
始
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

そ
も
そ
も
違
憲
審
査
基
準
論
の
対
象
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
を
含
め
る
か
に
つ
い
て
も
'
厳
密
な
見
解
の
一
致
が
み
ら
れ
る
か
は
若

干
疑
問
で
あ
る
が
,
「
目
的
審
査
」
と
「
手
段
審
査
」
と
よ
ば
れ
る
手
法
が
、
違
憲
審
査
基
準
の
通
用
の
場
面
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た

す
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
手
法
の
意
味
に
つ
い
て
、
「
立
法
目
的
の
審
査
(
以
下
『
日
的
審
査
』
と
略
)
と
は
'
あ
る

法
令
が
『
憲
法
上
の
権
利
』
を
制
約
す
る
場
合
'
そ
れ
を
制
約
す
る
の
は
何
の
た
め
か
'
つ
ま
り
ど
の
よ
う
な
権
利
・
利
益
を
守
り
'
あ

(
1
2
)

る
い
は
促
進
す
る
た
め
な
の
か
問
う
も
の
」
で
あ
と
他
方
「
立
法
目
的
達
成
手
段
の
審
査
(
以
下
『
手
段
審
査
』
と
略
)
と
は
'
そ
の

よ
う
な
手
段
は
立
法
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
果
た
し
て
有
効
か
'
ま
た
そ
の
手
段
は
そ
れ
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
権
利
・
利
益
と
の
関

(

E

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

E

)

係
で
妥
当
か
否
か
を
問
う
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
通
常
説
明
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
'
「
文
面
判
断
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
は
異
な
り
、
原
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(
_
5
)

別
と
し
て
「
立
法
事
実
」
の
審
査
を
必
要
と
す
る
「
事
実
判
断
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
'
目
的
審
査

と
手
段
審
査
は
密
接
な
関
係
に
立
っ
て
お
り
'
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
通
用
さ
れ
る
べ
き
様
々
な
違
憲
審
査
基
準
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
以
下
で
は
'
日
本
の
通
説
的
見
解
と
し
て
'
憲
法
訴
訟
論
の
開
拓
者
の
一
人
と
さ
れ
る
芦
部
信
喜
の
所
説
を
さ
し
あ
た
り
念
頭
に

お
き
'
そ
れ
を
中
心
に
整
理
を
試
み
る
。

Z
　
自
由
権
を
規
制
す
る
立
法
の
目
的
審
査
と
手
段
審
査

多
-
の
学
説
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
芦
部
も
'
精
神
的
自
由
(
特
に
表
現
の
自
由
)
の
規
制
立
法
が
'
経
済
的
自
由
の
そ
れ
よ
り
も

(

2

)

　

　

　

　

　

(

S

)

厳
格
な
審
査
基
準
に
服
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
「
二
重
の
基
準
」
論
を
基
本
枠
組
と
し
た
う
え
で
'
「
理
論
の
内
容
」
と
し
て
違
憲
審

査
基
準
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
事
実
判
断
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
は
'
①
表
現
内
容
規
制
も
②
表
現
内
容
中
立
規
制
へ
職
業
の

3
)

自
由
に
係
る
③
消
極
目
的
規
制
'
お
よ
び
④
積
極
目
的
規
制
の
4
つ
の
領
域
が
区
別
さ
れ
、
目
的
審
査
・
手
段
審
査
と
い
う
枠
組
み
を
と

る
違
憲
審
査
基
準
も
'
こ
れ
ら
に
応
じ
て
、
次
の
四
つ
が
区
別
さ
れ
て
い
る
(
以
下
の
違
憲
審
査
基
準
を
、
日
本
国
憲
法
の
下
で
採
ら
れ

(
2
)

る
べ
き
議
論
と
し
て
、
芦
部
自
身
が
積
極
的
に
主
張
し
て
い
る
か
疑
問
は
残
る
が
、
こ
こ
で
は
「
芦
部
説
」
と
称
し
て
そ
の
要
点
を
拾
っ

て
い
-
こ
と
と
し
た
い
)
0

最
初
の
二
つ
は
'
主
に
表
現
の
自
由
を
規
制
す
る
立
法
に
用
い
ら
れ
る
基
準
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
へ
第
一
は
、
厳
格
審
査
の
基
準
で
あ

る
「
必
要
不
可
欠
な
公
共
的
利
益
」
(
c
o
m
p
e
l
l
i
n
g
p
u
b
l
i
c
〔
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
a
l
o
r
s
t
a
t
e
]
i
n
t
e
r
e
s
t
)
の
基
準
で
あ
り
'
こ
れ
は
へ
「
立
法
目
的

は
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
必
要
不
可
欠
な
(
つ
ま
り
、
最
高
度
に
重
要
性
の
高
い
)
公
共
的
利
益
で
あ
り
'
規
制
手
段
は
そ
の
公
共
的
利
益
の

み
を
具
体
化
す
る
よ
う
に
『
厳
格
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
こ
と
(
つ
ま
と
立
法
目
的
の
達
成
に
是
非
と
も
必
要
な
最

(
2
0
)

小
限
度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
)
、
と
い
う
2
つ
の
要
件
の
充
足
を
求
め
る
(
し
か
も
'
挙
証
責
任
は
公
権
力
側
に
あ
る
)
」
と
い
う
も
の
で

(
S

あ
っ
て
、
「
高
い
価
値
の
表
現
の
内
容
規
制
」
に
妥
当
す
る
と
い
う
。
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第
二
は
、
中
間
審
査
の
基
準
と
さ
れ
る
「
よ
り
制
限
的
で
な
い
他
の
選
び
得
る
手
段
」
(
l
e
s
s
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
)
の
基
準
(
L
R

A
の
基
準
)
で
あ
り
'
こ
れ
は
、
「
立
法
目
的
は
表
現
内
容
に
は
直
接
か
か
わ
-
の
な
い
正
当
な
も
の
(
十
分
に
重
要
な
も
の
)
と
し
て

是
認
で
き
る
が
'
規
制
手
段
が
広
汎
で
あ
る
点
に
問
題
の
あ
る
法
令
に
つ
い
て
へ
立
法
目
的
を
達
成
す
る
た
め
規
制
の
程
度
の
よ
り
少
な

い
手
段
-
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
具
体
的
・
実
質
的
に
審
査
し
'
そ
れ
が
あ
り
う
る
と
解
さ
れ
る
場
合
に
は
当
該
規
制
立
法
を
違
憲
と

(

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

n

)

す
る
基
準
」
で
あ
っ
て
'
「
と
り
わ
け
表
現
の
時
・
所
・
方
法
の
規
制
(
表
現
内
容
中
立
規
制
)
の
合
憲
性
を
検
討
す
る
場
合
に
有
用
」

だ
と
さ
れ
る
。

以
上
の
二
つ
の
基
準
が
、
主
と
し
て
表
現
の
自
由
(
憲
法
二
一
条
)
　
の
規
制
立
法
に
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
て
'
職
業
選
択
の
自
由

(
憲
法
二
二
条
一
項
)
を
規
制
す
る
立
法
に
対
し
て
は
'
「
合
理
性
」
の
基
準
が
用
い
ら
れ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
は
'
「
立
法
目
的
お
よ
び
立

法
目
的
達
成
手
段
の
双
方
に
つ
い
て
'
一
般
人
を
基
準
に
し
て
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
で
、
立
法
府
の
下
し

(
2
)

た
判
断
に
合
理
性
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
(
合
憲
性
推
定
の
原
則
)
の
で
、
比
較
的
ゆ
る
や
か
な
審
査
の
基
準
」
と
し
て
説
明

さ
れ
る
が
、
こ
の
基
準
は
職
業
活
動
の
規
制
目
的
に
応
じ
て
さ
ら
に
二
分
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
、
こ
こ
で
第
三
お
よ
び
第
四
の
基
準
と
し
て

挙
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
。

す
な
わ
ち
、
第
三
は
、
消
極
的
・
警
察
的
規
制
(
消
極
日
的
規
制
)
に
用
い
ら
れ
る
「
厳
格
な
合
理
性
」
の
基
準
で
あ
り
'
「
裁
判
所

が
規
制
の
必
要
性
・
合
理
性
お
よ
び
『
同
じ
目
的
を
達
成
で
き
る
t
よ
り
ゆ
る
や
か
な
規
制
手
段
』
の
有
無
を
立
法
事
実
-
に
基
づ
い
て

(
2
5
)

審
査
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
四
は
、
積
極
的
・
政
策
的
規
制
(
積
極
目
的
規
制
)
に
用
い
ら
れ
る
「
明
白
の
原
則
」
で
あ
り
、

(
2
6
)
　
　
　
s

「
『
当
該
規
制
措
置
が
著
し
く
不
合
理
で
あ
る
こ
と
の
明
白
で
あ
る
場
合
に
限
っ
て
違
憲
と
す
る
』
と
い
う
方
法
」
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
素
描
さ
れ
る
所
説
を
全
て
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
は
'
本
稿
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
'
議
論
の
整
理
の
た
め

に
以
下
の
三
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
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第
一
は
、
芦
部
説
に
あ
っ
て
は
、
自
由
権
規
制
立
法
の
日
的
審
査
・
手
段
審
査
に
係
る
違
憲
審
査
基
準
と
し
て
'
今
み
た
と
お
り
規
制

態
様
に
応
じ
て
少
な
-
と
も
四
種
の
基
準
へ
す
な
わ
ち
'
①
「
必
要
不
可
欠
な
公
共
的
利
益
」
の
基
準
も
②
L
R
A
の
基
準
へ
③
「
厳
格

(
2
)

な
合
理
性
」
の
基
準
'
お
よ
び
④
「
明
白
の
原
則
」
(
基
準
)
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
'
特
に
②
と
③
の
区
別
は

微
妙
で
あ
る
。
芦
部
自
身
、
「
精
神
的
自
由
と
経
済
的
自
由
と
の
保
障
の
程
度
が
段
階
的
に
ま
っ
た
く
異
な
る
形
で
区
別
さ
れ
る
の
で
は

s

な
く
'
両
者
は
保
障
の
程
度
を
ほ
ぼ
同
じ
-
す
る
領
域
を
含
み
、
重
な
る
関
係
に
あ
る
こ
と
」
を
認
め
て
お
り
'
②
と
③
の
相
対
性
を
示

唆
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
み
た
よ
う
に
t
 
L
R
A
の
基
準
は
'
「
中
間
審
査
の
基
準
」
と
し
て
「
具
体
的
・
実
質
的
」
な
審
査

を
要
求
す
る
も
の
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
「
厳
格
な
合
理
性
」
の
基
準
は
'
「
一
般
人
を
基
準
に
し
て
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を

審
査
」
す
る
「
合
理
性
」
の
基
準
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
へ
両
者
は
異
な
る
基
準
と
し
て
理
解
さ
れ

(
3
0
)

て
い
る
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
、
多
-
の
学
説
に
お
い
て
は
'
む
し
ろ
厳
格
皮
に
応
じ
て
基
準
を
三
分
す
る
立
場
が
有
力
な
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
'
松
井
茂

s

記
教
授
は
'
立
法
の
「
合
憲
性
判
断
基
準
」
と
「
審
査
基
準
の
通
用
」
を
分
け
た
う
え
で
'
法
律
の
合
憲
性
審
査
に
あ
た
り
両
者
が
通
用

さ
れ
る
場
合
を
、
①
法
律
を
違
憲
と
推
定
し
た
う
え
で
'
立
法
目
的
が
や
む
に
や
ま
れ
な
い
ほ
ど
圧
倒
的
に
重
要
な
政
府
利
益
で
あ
り
t

か
つ
目
的
達
成
手
段
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
「
や
む
に
や
ま
れ
な
い
政
府
利
益
の
基
準
・
厳
格
審
査
」
へ
⑦
法
律
の

合
憲
性
の
推
定
を
排
除
し
た
う
え
で
、
重
要
な
政
府
利
益
を
達
成
す
る
た
め
必
要
最
小
限
度
の
制
約
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
「
重
要

な
政
府
利
益
の
基
準
・
厳
し
い
審
査
」
、
お
よ
び
③
法
律
を
合
憲
と
推
定
し
た
う
え
で
、
立
法
目
的
が
合
理
的
で
、
手
段
と
合
理
的
に
関

3
蛸
E

連
し
て
い
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
る
「
合
理
的
根
拠
テ
ス
ト
・
緩
や
か
な
審
査
」
に
区
別
す
る
。
ま
た
へ
渋
谷
秀
樹
教
授
も
'
①
目
的
が
「
非

常
に
強
力
な
利
益
」
で
あ
り
'
手
段
が
「
必
要
最
小
限
度
」
で
'
目
的
と
の
関
係
に
お
い
て
「
必
要
不
可
欠
」
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る

「
厳
格
な
審
査
」
の
基
準
へ
②
目
的
が
「
重
要
な
利
益
」
で
あ
り
、
手
段
が
「
よ
-
制
限
的
で
な
い
代
替
手
段
」
の
有
無
が
具
体
的
・
実
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質
的
に
審
査
さ
れ
、
目
的
と
の
関
係
に
お
い
て
「
実
質
的
関
連
性
」
が
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
「
厳
格
な
合
理
性
の
審
査
」
の
基
準
、
お

よ
び
③
目
的
が
「
正
当
な
利
益
」
で
あ
り
'
手
段
が
目
的
と
の
関
連
に
お
い
て
「
合
理
的
関
連
性
」
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
手
段
自
体
に

つ
い
て
「
著
し
く
不
合
理
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
な
い
こ
と
」
を
要
求
す
る
に
と
ど
ま
る
「
合
理
性
」
の
基
準
と
い
う
三
種
の
審
査
基
準

3

を
定
式
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
審
査
基
準
を
三
分
す
る
説
で
あ
っ
て
も
へ
そ
の
内
容
理
解
に
お
い
て
は
か
な
り
見
解
を
異
に
し
得
る

(
3
4
)

点
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
'
厳
格
度
を
大
き
-
三
つ
に
分
け
る
枠
組
自
体
は
'
有
力
に
な
-
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
い
い
よ
う
に
思
わ

(

s

3

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

S

)

れ
る
(
む
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
三
分
説
に
反
対
す
る
見
解
も
あ
る
)
0

第
二
に
も
第
一
の
点
と
関
連
す
る
が
'
芦
邪
説
で
は
t
 
L
R
A
の
基
準
が
「
中
間
審
査
の
基
準
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。
も
っ
と
も
'
「
L
R
A
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
「
よ
り
制
限
的
で
な
い
他
の
選
び
得
る
手
段
」
の
有
無
の
審
査
自
体
は
'
芦
部

の
言
う
と
こ
ろ
の
「
厳
格
審
査
」
の
基
準
の
内
容
で
あ
る
「
必
要
最
小
限
度
の
手
段
」
の
要
請
と
も
'
「
厳
格
な
合
理
性
」
の
基
準
の
内

容
を
な
す
「
同
じ
目
的
を
達
成
で
き
る
t
よ
り
ゆ
る
や
か
な
規
制
手
段
」
の
有
無
の
審
査
と
も
類
似
し
て
お
り
'
事
実
t
 
L
R
A
の
基
準

(
8
)

を
'
「
厳
格
審
査
」
基
準
の
内
容
と
し
て
理
解
す
る
立
場
も
、
「
厳
格
な
合
理
性
」
の
基
準
の
そ
れ
と
し
て
理
解
す
る
立
場
も
、
共
に
存
し

8

て
い
る
(
実
は
芦
部
説
に
あ
っ
て
も
、
L
R
A
の
基
準
の
位
置
づ
け
は
不
明
確
な
部
分
も
あ
る
)
。
芦
邪
説
が
t
 
L
R
A
の
基
準
を
「
中

(S)

間
審
査
」
の
基
準
に
位
置
づ
け
る
理
由
と
し
て
は
、
L
R
A
が
要
請
す
る
厳
格
度
の
程
度
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
へ
「
立
法
目
的
が
重
要
な

も
の
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
日
的
審
査
の
要
請
,
お
よ
び
「
具
体
的
・
実
質
的
な
審
査
」
と
い
う
審
査
手
法
と
1
'
執
れ
i
玖
i
3
L
t
j
「
1

<̂
'

R
A
の
基
準
」
を
理
解
す
る
点
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
'
「
L
R
A
の
基
準
の
基
本
的
な
考
え
方

(
4
2
)

は
'
規
制
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
最
小
限
度
の
手
段
を
要
求
す
る
」
点
に
あ
る
と
し
て
、
「
精
神
的
自
由
規
制
立
法
の
合
憲
性

3

審
査
の
み
に
限
定
さ
れ
ず
'
む
し
ろ
人
権
制
限
一
般
の
審
査
基
準
と
な
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
見
解
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
、
こ
の
基
準
を
専
ら
手
段
審
査
の
み
に
限
定
し
た
う
え
で
、
広
-
用
い
得
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
立
場
も
考
え
ら
れ
る
。
「
L
R
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A
の
基
準
」
が
'
各
論
者
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
き
'
慎
重
な
見
極
め
が
必
要
に
な
っ
て
こ
よ
う
。

第
三
に
'
芦
部
説
で
は
'
「
合
理
性
」
の
基
準
が
'
職
業
の
自
由
規
制
立
法
の
目
的
を
、
「
消
極
日
的
規
制
」
と
「
積
極
目
的
規
制
」
と

に
分
け
る
'
い
わ
ゆ
る
「
目
的
二
分
論
」
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
、
さ
ら
に
「
厳
格
な
合
理
性
」
の
基
準
と
「
明
白
の
原
則
」
(
基
準
)

の
二
つ
に
区
別
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
「
目
的
二
分
論
」
　
の
妥
当
性
を
め
ぐ
っ
て
は
種
々
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
　
-
　
芦
部

[Zl

自
身
「
規
制
目
的
の
み
で
す
べ
て
判
断
で
き
る
と
考
え
る
の
は
妥
当
で
は
な
[
-
]
-
規
制
の
態
様
を
も
考
え
あ
わ
せ
る
必
要
が
あ
ろ
う
」

(%,

と
述
べ
る
-
が
'
探
-
は
立
ち
入
ら
ず
へ
た
だ
こ
こ
で
は
'
「
合
理
性
」
の
基
準
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
も
、
論
者
間
で
理
解
を

異
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
の
み
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
芦
部
説
に
あ
っ
て
は
'
「
合
理
性
」
の
基
準
が
「
厳

格
な
合
理
性
」
の
基
準
を
も
含
む
広
い
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
'
「
厳
格
な
合
理
性
」
の
基
準
を
「
中

間
審
査
」
基
準
と
同
視
L
t
「
合
理
性
」
の
基
準
と
は
異
な
る
も
の
と
み
る
立
場
か
ら
す
る
と
へ
「
合
理
性
」
の
基
準
と
は
'
芦
部
説
に
い

う
と
こ
ろ
の
「
明
白
の
原
則
」
　
(
基
準
)
と
同
じ
も
の
と
捉
え
ら
れ
'
極
め
て
程
や
か
な
審
査
基
準
と
し
て
理
解
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、

(
4
6
)

む
し
ろ
こ
れ
が
日
本
の
憲
法
学
に
あ
っ
て
は
主
流
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
こ
こ
で
も
結
局
は
「
言
葉
の
問
題
」
に
帰
着
す
る
の
で
あ
ろ
う

5

が
、
本
家
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
'
「
合
理
性
」
の
基
準
の
意
味
は
「
歴
史
的
に
変
化
し
て
お
り
一
棟
で
は
な
い
」
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
他
'
本
来
の
定
義
の
核
と
な
る
「
立
法
目
的
・
手
段
双
方
が
共
に
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
自
体
は
　
-
　
「
合
憲
性
の
推

(
8
)

定
」
を
前
提
と
し
て
も
　
ー
厳
格
度
と
い
う
点
か
ら
か
な
り
幅
を
も
っ
た
概
念
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

3
　
通
説
的
立
場
に
お
け
る
日
的
審
査
の
内
容
と
そ
の
問
題
点

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
'
自
由
権
規
制
立
法
の
違
憲
審
査
に
関
し
て
'
現
在
提
唱
さ
れ
て
い
る
目
的
審
査
・
手
段
審
査
に
係
る
審
査
基

準
論
は
、
細
部
に
お
い
て
論
者
間
で
見
解
を
異
に
す
る
部
分
も
あ
る
と
は
い
え
'
そ
の
基
本
枠
組
に
つ
い
て
は
お
お
ま
か
な
合
意
が
形
成

さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
-
1
や
や
強
引
で
あ
-
、
用
語
と
し
て
も
適
切
か
若
干
疑
問
だ
が
-
仮
に
「
通
説
的
立
場
」
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と
し
て
く
く
つ
た
場
合
、
本
稿
の
主
た
る
関
心
事
で
あ
る
「
目
的
審
査
」
　
の
手
法
お
よ
び
基
準
に
関
し
て
へ
通
説
的
立
場
の
見
解
は
、
概

ね
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
ー
通
説
的
立
場
に
よ
れ
ば
、
自
由
権
規
制
立
法
の
違
憲
審
査
に
お
け
る
日
的
審
査
の
手
法
と
し
て
'
①
「
厳
格
審
査
」
　
の
基

準
に
あ
っ
て
は
、
権
利
を
制
限
す
る
立
法
の
目
的
が
「
必
要
不
可
欠
」
　
(
c
o
m
p
e
l
l
i
n
g
)
な
-
あ
る
い
は
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
」
も
し
-

は
「
長
高
度
に
重
要
性
の
高
い
」
　
-
利
益
(
の
維
持
・
増
進
)
　
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
へ
②
「
中
間
審
査
」
の
基
準
(
「
厳
格
な
合

理
性
」
の
基
準
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
)
　
に
あ
っ
て
は
、
立
法
目
的
が
「
重
要
」
　
(
i
m
p
o
r
t
a
n
t
)
な
利
益
(
の
維
持
・
増
進
)
　
で
あ
る
こ

と
が
要
請
さ
れ
、
そ
し
て
③
「
合
理
性
」
の
基
準
(
「
単
な
る
合
理
性
」
の
基
準
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
)
　
に
あ
っ
て
は
、
立
法
目
的
が

「
合
理
的
」
　
(
r
a
t
i
o
n
a
l
)
　
で
あ
る
こ
と
'
あ
る
い
は
「
正
当
」
　
(
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
)
な
利
益
(
の
維
持
・
増
進
)
　
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
足
-
る
、

と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
①
か
ら
③
に
下
る
に
つ
れ
て
'
基
準
の
「
厳
格
度
」
が
下
が
り
'
立
法
目
的
の
「
重
要
度
」
も
減
じ
て

い
く
も
の
と
さ
れ
'
①
は
「
優
越
的
地
位
」
に
立
つ
と
さ
れ
る
精
神
的
自
由
の
規
制
立
法
の
審
査
に
'
③
は
経
済
的
自
由
の
そ
れ
に
主
と

し
て
用
い
ら
れ
る
　
(
個
々
の
基
準
の
適
用
領
域
に
つ
い
て
は
、
細
部
に
渡
っ
て
は
異
論
も
あ
る
)
0

繰
り
返
し
に
な
る
が
'
こ
う
し
た
枠
組
は
、
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
判
例
理
論
を
参
考
に
し
た
も
の
で
'
現
在
は
よ
-
知
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
'
極
め
て
明
快
な
理
論
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
'
こ
う
し
た
「
目
的
審
査
」
　
の
基
準
な
い
し
手
法
を
'
理
論
的

に
掘
り
下
げ
よ
う
と
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
実
際
の
事
案
に
あ
て
は
め
よ
う
と
し
た
場
合
、
少
な
か
ら
ぬ
疑
問
も
ま
た
生
じ
て
-
る
の
で

あ
る
。第

一
に
'
通
説
的
立
場
に
あ
っ
て
は
、
基
本
権
規
制
立
法
の
目
的
を
な
す
「
利
益
」
の
性
質
が
、
厳
格
度
か
ら
順
に
'
①
「
必
要
不
可

欠
」
(
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
」
)
'
②
「
重
要
」
、
お
よ
び
'
③
「
正
当
」
(
「
合
理
的
」
)
と
い
っ
た
形
で
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
ら

は
同
一
尺
度
の
中
で
語
り
得
る
概
念
で
あ
る
か
t
と
い
う
点
で
あ
る
。
お
そ
ら
-
通
説
的
立
場
は
'
利
益
の
「
重
要
度
」
と
い
う
尺
度
の
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(
4
9
)

も
と
'
①
か
ら
③
で
そ
の
程
度
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
理
解
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
重
要
度
」
　
の
尺

度
は
①
と
②
に
つ
い
て
は
適
合
的
で
も
、
③
と
は
直
接
関
係
な
い
　
-
　
例
え
ば
'
「
正
当
」
で
な
-
て
も
「
重
要
」
な
利
益
と
い
う
も
の
も

考
え
ら
れ
る
　
-
　
の
で
は
な
い
か
。
厳
密
に
考
え
た
場
合
'
利
益
が
「
重
要
か
否
か
」
と
い
う
問
題
と
、
「
正
当
か
否
か
」
と
い
う
問
題
と

は
、
別
個
の
も
の
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
二
に
'
通
説
的
立
場
に
お
け
る
「
目
的
審
査
」
　
の
対
象
た
る
「
利
益
」
　
の
「
重
要
性
」
あ
る
い
は
「
正
当
性
」
は
、
ど
の
よ
う
に
し

て
判
断
し
て
い
-
の
か
t
と
い
う
点
で
あ
る
。
確
か
に
「
や
む
に
や
ま
れ
な
い
ほ
ど
重
要
な
-
利
益
」
と
い
う
た
め
に
は
「
単
に
合
理
的

8
)

と
か
重
要
と
か
で
は
足
り
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
。
し
か
し
、
何
を
も
っ
て
、
単
に
「
重
要
」
　
で
な
-
「
や
む
に
や
ま
れ
な
い
ほ

ど
重
要
」
と
い
え
る
の
か
に
つ
い
て
は
へ
通
説
的
立
場
は
具
体
的
に
何
も
語
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
　
(
そ
れ
を
一
般
的
に
提
示
す
る
こ
と

(
5
1
)

は
'
お
そ
ら
-
不
可
能
に
近
い
で
あ
ろ
う
)
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
利
益
の
「
重
要
性
」
　
の
判
断
は
'
目
的
審
査
を
行
う
者
の
主
観
に
よ

っ
て
大
き
-
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
こ
う
し
た
難
点
は
す
で
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

て
'
例
え
ば
厳
格
審
査
基
準
に
代
わ
る
「
よ
り
優
れ
た
基
準
」
と
し
て
'
ブ
ラ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
の
基
準
も
現
実
的
悪
意
の
法
理
、
あ
る
い

(
5
2
)

は
「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
　
の
基
準
な
ど
を
挙
げ
る
論
者
も
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
今
ま
で
み
て
き
た
審
査
基
準
に
お
い
て
、
少
な
-

と
も
「
目
的
審
査
」
　
の
基
準
は
合
憲
性
判
断
の
た
め
の
　
「
準
則
」
と
し
て
十
分
機
能
し
得
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

し
て
へ
同
じ
よ
う
な
疑
問
は
、
利
益
の
「
正
当
性
」
あ
る
い
は
「
合
理
性
」
　
の
判
断
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
提
起
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
'
通
説
的
立
場
の
　
「
目
的
審
査
」
　
に
あ
っ
て
は
'
利
益
の
「
重
要
性
」
あ
る
い
は
　
「
正
当
性
」
　
の
判
断
の
み
を
も
っ
て
足
-
る

の
か
t
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
っ
と
言
え
ば
'
規
制
の
対
象
と
な
っ
た
「
行
為
」
と
'
守
ろ
う
と
す
る
「
利
益
」
と
の
　
「
関
連
性
」
は
問

題
に
し
な
-
て
い
い
の
か
へ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
や
や
極
端
な
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
例
え
ば
'
「
性
的
文
書
の
頒
布
・
販
売
」
を
制
限

す
る
立
法
の
　
「
目
的
」
と
し
て
、
「
他
人
の
生
命
の
保
護
」
と
い
う
事
由
を
掲
げ
た
場
合
へ
　
こ
う
し
た
　
「
日
的
」
自
体
は
'
お
そ
ら
-
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「
重
要
」
で
「
正
当
」
で
あ
ろ
う
が
、
性
的
文
書
の
頒
布
・
販
売
行
為
と
'
他
人
の
生
命
と
の
間
に
通
常
「
関
連
」
は
認
め
ら
れ
ず
'
制

限
の
「
目
的
」
と
し
て
妥
当
で
あ
る
と
の
結
論
に
は
至
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
実
際
に
は
'
「
立
法
事
実
」
　
の
審
査
を
前
提
と
す

る
通
説
的
立
場
が
'
こ
の
よ
う
な
「
目
的
」
た
る
「
利
益
」
と
規
制
対
象
た
る
「
行
為
」
と
の
「
関
連
性
」
を
'
仝
-
度
外
視
し
て
い
る

3
轟
E

と
は
考
え
ら
れ
ず
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
目
的
の
　
「
正
当
性
」
判
断
の
一
内
容
を
な
す
と
解
さ
れ
る
と
の
見
方
も
成
り
立
つ
が
'
「
目
的
審

査
」
　
の
内
容
を
よ
-
明
確
に
す
る
意
味
で
も
'
「
目
的
」
自
体
の
「
正
当
性
」
と
は
別
に
へ
「
目
的
」
と
規
制
対
象
行
為
と
の
「
関
連
性
」

を
意
識
的
に
問
う
て
い
-
べ
き
で
は
な
い
か
。

第
四
に
、
こ
れ
は
通
説
的
立
場
に
内
在
す
る
問
題
で
は
な
い
が
、
「
日
的
審
査
」
　
の
対
象
た
る
「
立
法
目
的
」
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て

(
5
4
)

特
定
す
る
の
か
t
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
'
立
法
者
が
主
観
的
に
意
図
し
た
目
的
な
の
か
、
あ
る
い
は
へ
法
の
解
釈
に
よ
っ
て
導
き

出
す
こ
と
の
で
き
る
法
の
客
観
的
な
目
的
な
の
か
。
通
常
の
憲
法
訴
訟
に
お
い
て
は
'
立
法
の
合
憲
を
主
張
す
る
側
　
(
多
-
の
場
合
へ

国
・
公
共
団
体
)
が
へ
そ
の
主
張
の
中
で
「
立
法
目
的
」
を
提
示
す
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
が
'
そ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
「
日
的
審
査
」

の
対
象
と
し
て
い
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
へ
例
え
ば
'
「
国
会
が
法
律
を
制
定
す
る
場
合
へ
　
通
常
そ
の
立
法
の
目
的
を

掲
げ
る
が
'
立
法
が
安
協
の
産
物
で
あ
る
以
上
へ
し
ば
し
ば
そ
の
本
来
の
目
的
が
隠
さ
れ
て
い
た
り
、
複
数
の
矛
盾
す
る
目
的
が
掲
げ
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
-
[
が
]
　
こ
の
よ
う
な
場
合
、
裁
判
所
と
し
て
は
、
国
側
の
代
理
人
が
訴
訟
で
主
張
し
た
立
法
目
的
で
は
な
く
、

あ
-
ま
で
法
律
に
明
記
さ
れ
た
立
法
目
的
　
(
あ
る
い
は
せ
め
て
立
法
史
の
中
で
確
定
さ
れ
う
る
日
的
)
　
に
照
ら
し
て
の
み
合
理
性
の
判
断

(:I;I

を
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
っ
た
指
摘
は
'
妥
当
な
も
の
と
評
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
結
局
'
立
法
目
的
は
、
様
々
な
要
素
か
ら
な
る
複

(
5
6
)

合
的
な
性
質
を
有
L
t
　
そ
れ
は
様
々
な
証
拠
に
依
拠
し
な
が
ら
へ
確
定
す
る
し
か
な
い
よ
う
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
'
お
そ
ら
-
実
際
の

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
'
違
憲
審
査
基
準
論
は
、
「
立
法
目
的
の
特
定
」
　
に
つ
い
て
は
も
何
も
語
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
へ
　
違
憲
審
査
基
準
論
を
探
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
難
問
に
回
答
し
て
い
-
う
え
で
何
ら
か
の
示
唆
を
得
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る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
も
'
「
目
的
審
査
」
に
関
連
し
て
'
こ
こ
で
挙
げ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

第
三
節
　
日
本
の
違
憲
審
査
に
お
け
る
目
的
審
査
の
可
能
性
　
-
　
浦
部
説
を
手
が
か
り
に

前
節
に
お
い
て
'
日
的
審
査
と
手
段
審
査
に
係
る
違
憲
審
査
基
準
論
の
概
要
を
辿
り
、
と
-
わ
け
「
日
的
審
査
」
の
基
準
お
よ
び
手
法

を
確
認
し
'
併
せ
て
そ
の
問
題
点
を
い
-
つ
か
抽
出
す
る
作
業
を
試
み
た
。
そ
う
し
た
中
で
'
違
憲
審
査
に
お
け
る
「
日
的
審
査
」
に
あ

っ
て
は
t
と
-
わ
け
「
立
法
目
的
」
の
「
正
当
性
」
へ
「
重
要
性
」
お
よ
び
規
制
対
象
行
為
と
の
「
関
連
性
」
を
区
別
し
た
う
え
で
、
各
々

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
て
い
-
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
し
て
浮
彫
-
に

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
本
稿
で
は
'
こ
う
し
た
課
題
に
取
組
ん
で
い
-
た
め
の
手
が
か
り
の
一
端
を
、
浦
部
法
穂
に
よ
っ
て
主

張
・
展
開
さ
れ
た
違
憲
審
査
基
準
論
に
求
め
た
い
と
思
う
。
浦
部
に
よ
る
違
憲
審
査
基
準
論
は
'
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
「
通
説
的
立
場
」

と
し
て
取
-
上
げ
て
き
た
そ
れ
よ
り
も
'
か
な
-
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
へ
自
由
権
規
制
立
法
の
違
憲
審
査
に
お
け
る
「
日
的

審
査
」
の
場
面
で
'
「
通
説
的
立
場
」
の
よ
っ
て
立
つ
違
憲
審
査
基
準
論
で
は
、
立
法
目
的
の
「
重
要
性
」
が
主
と
し
て
問
題
に
さ
れ
る

の
に
対
し
'
浦
部
説
で
は
'
規
制
対
象
行
為
と
規
制
日
的
た
る
「
害
悪
」
と
の
「
関
連
性
」
が
主
た
る
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
み

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

て
と
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
へ
　
日
本
国
憲
法
の
も
と
で
の
、
違
憲
審
査
に
お
け
る
「
日
的
審
査
」
　
の
あ
-
方
を
考
え
る
う
え
で
も
'
示
唆
に

富
む
所
説
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

r
　
浦
部
説
に
お
け
る
自
由
権
規
制
立
法
の
目
的
審
査
と
手
段
審
査

浦
部
説
に
お
い
て
は
'
「
目
的
審
査
」
　
の
基
準
そ
の
も
の
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
'
日
的
審
査
の
基
準

は
'
「
法
が
規
制
対
象
と
し
て
い
る
行
為
と
『
害
悪
』
発
生
と
の
間
に
ど
の
程
度
の
関
連
性
(
因
果
関
係
)
が
認
め
ら
れ
れ
ば
合
憲
と
し
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<
s

う
る
か
t
　
に
か
か
わ
る
も
の
」
　
で
あ
る
。
浦
部
に
よ
れ
ば
、
人
権
は
'
原
則
と
し
て
内
在
的
制
約
以
外
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
は
な
く
へ

し
た
が
っ
て
、
「
制
限
さ
れ
う
る
の
は
'
①
他
人
の
生
命
・
健
康
を
害
す
る
行
為
、
②
他
人
の
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
害
す
る
行
為
も
③

他
人
の
正
当
な
人
権
の
行
使
を
妨
げ
る
行
為
(
あ
る
い
は
へ
他
人
の
人
権
と
衝
突
す
る
場
合
の
相
互
調
整
を
必
要
と
す
る
行
為
)
　
に
限
ら

(
5
8
)

れ
る
」
　
の
で
あ
-
'
「
法
律
に
よ
る
人
権
制
限
は
'
右
の
①
②
③
の
行
為
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
、
は
じ
め
て
へ
憲
法
上
正
当

/
c
T
l
j

な
目
的
に
よ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
　
(
こ
の
よ
う
な
「
他
人
の
生
命
・
健
康
や
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
害
し
た
り
相
互
調
整

8
)

を
必
要
と
す
る
」
こ
と
を
'
浦
部
は
便
宜
上
「
害
悪
」
と
称
す
る
)
。
浦
部
に
よ
れ
ば
'
こ
の
ほ
か
に
'
経
済
的
自
由
に
つ
い
て
は
へ
「
社

、〓、

会
権
の
実
現
な
い
し
社
会
的
・
経
済
的
弱
者
の
保
護
と
い
う
目
的
も
'
正
当
な
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
る
。
」
し
た
が
っ
て
、
浦
部
説
で

は
'
立
法
に
よ
る
人
権
制
限
の
「
目
的
」
と
し
て
憲
法
上
許
さ
れ
る
も
の
は
'
今
述
べ
た
意
味
で
の
「
『
害
悪
』
の
規
制
」
と
、
経
済
的

自
由
の
制
限
に
係
る
「
社
会
権
の
実
現
」
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
理
解
を
も
と
に
'
人
権
を
制
限
す
る
法
律
の
目
的
審
査
基
準
は
'
次
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
。
ま
ず
へ
精
神
的
自
由

の
規
制
立
法
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
の
基
準
が
通
用
さ
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
「
そ
の
法
律
が
規
制

対
象
と
し
て
い
る
類
型
な
い
し
範
暗
に
属
す
る
行
為
が
、
必
ず
'
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
不
可
避
的
に
『
害
悪
』
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と

(S)

が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
-
(
『
明
白
性
』
の
要
件
)
」
か
'
あ
る
い
は
「
現
実
に
『
害
悪
』
を
も
た
ら
し
た
行
為
に
限
定
し
て
規

8
)

制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
-
(
『
現
在
性
』
　
の
要
件
)
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
へ
「
精
神
的
自
由
を
制
限
す
る
法
律
が
へ
そ
の
日
的
に
お

い
て
合
憲
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
法
律
が
規
制
対
象
と
し
て
い
る
類
型
な
い
し
範
噂
に
属
す
る
行
為
が
必
ず
[
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど

不
可
避
的
に
]
『
害
悪
』
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
か
へ
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
'
法
律
の
規
定
上
(
文
言
上
ま
た
は
規

(
6
4
)

定
の
趣
旨
か
ら
)
現
実
に
「
害
悪
」
を
も
た
ら
し
た
行
為
の
み
に
限
定
し
て
規
制
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
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他
方
、
精
神
的
自
由
以
外
の
人
権
の
規
制
立
法
に
つ
い
て
は
'
「
規
制
対
象
行
為
と
『
害
悪
』
発
生
と
の
間
に
合
理
的
な
関
連
性
が
認

(
6
5
)

め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
の
'
「
合
理
性
の
基
準
」
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
。
つ
ま
-
、
「
精
神
的
自
由
以
外
の
人
権
を
制

限
す
る
法
律
の
場
合
に
は
、
そ
の
法
律
が
規
制
対
象
と
す
る
類
型
な
い
し
範
時
に
属
す
る
行
為
が
必
ず
(
あ
る
い
は
へ
ほ
と
ん
ど
不
可
避

的
に
)
r
害
悪
』
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
ま
で
い
え
な
-
て
も
、
通
常
一
般
的
な
状
況
の
も
と
で
は
そ
の
可
能
性
が
高
い
と
い
え
れ
ば
、

(
6
6
)

そ
の
日
的
の
合
憲
性
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
　
の
で
あ
-
'
「
類
型
的
・
範
暗
的
に
『
害
悪
』
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
大
き
い
と
い

え
る
な
ら
ば
へ
法
律
の
規
定
上
へ
必
ず
し
も
現
実
に
『
害
悪
』
を
も
た
ら
し
た
行
為
だ
け
を
規
制
す
る
と
い
う
形
を
と
る
必
要
は
な
く
、

ま
た
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
具
体
的
な
行
為
が
、
ご
-
例
外
的
に
、
実
際
に
r
害
悪
』
を
も
た
ら
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
し
て

I
S

も
'
そ
の
法
律
は
全
体
と
し
て
合
憲
と
さ
れ
、
当
該
の
具
体
的
な
行
為
に
対
し
て
も
そ
の
法
律
の
通
用
は
排
除
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
」

と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
'
浦
部
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
合
理
性
の
基
準
」
は
、
経
済
的
自
由
に
対
す
る
「
政
策
的
制
約
」
に
係
る
立
法
の
目
的
審
査

に
も
安
当
す
る
と
い
う
0
　
つ
ま
り
'
社
会
権
の
実
現
を
目
的
と
し
た
経
済
的
自
由
の
制
限
で
あ
っ
て
も
、
問
題
と
な
っ
た
行
為
の
規
制
目

的
が
、
「
社
会
権
の
実
現
な
い
し
弱
者
保
護
と
い
う
こ
と
と
全
然
無
関
係
で
な
け
れ
ば
よ
い
へ
と
い
う
の
で
は
な
-
、
そ
の
行
為
を
規
制

(
t
o
)

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
権
な
り
弱
者
保
護
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
'
合
理
的
な
程
度
に
は
い
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
　
の
で
あ

り
、
「
そ
の
規
制
が
本
当
に
社
会
権
の
実
現
な
り
弱
者
保
護
に
つ
な
が
る
の
か
ど
う
か
を
'
科
学
的
・
経
験
的
な
客
観
的
証
拠
に
基
づ
い

て
調
べ
た
う
え
で
'
そ
こ
に
合
理
的
な
関
連
性
が
認
め
ら
れ
て
は
じ
め
て
、
憲
法
上
正
当
な
目
的
の
制
限
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
が
で
き

(
6
9
)る

」
と
さ
れ
る
。

人
権
規
制
立
法
の
手
段
審
査
の
基
準
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
浦
部
説
で
は
'
手
段
審
査
の
基
準
と
し
て
は
'
「
内
在
的

制
約
」
　
つ
ま
り
「
害
悪
」
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
制
約
に
つ
い
て
は
へ
「
制
限
の
程
度
・
手
段
は
日
的
達
成
の
た
め
の
必
安
最
小
限
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8
)

度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
の
『
必
要
最
小
限
皮
の
基
準
』
な
い
し
『
L
R
A
の
基
準
』
が
適
用
さ
れ
る
」
と
さ
れ
、

他
方
'
「
経
済
的
自
由
に
対
す
る
「
政
策
的
制
約
』
の
場
合
の
手
段
審
査
の
基
準
と
し
て
は
'
法
の
定
め
る
制
限
の
程
度
・
手
段
が
著
し

(E)

-
不
合
理
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
な
い
か
ぎ
-
合
憲
と
さ
れ
る
と
い
う
意
味
の
『
明
白
性
の
基
準
』
が
通
用
さ
れ
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
れ

は
、
「
内
在
的
制
約
」
の
場
合
と
異
な
り
、
「
政
策
的
制
約
」
に
関
し
て
は
'
「
国
は
、
社
会
的
・
経
済
的
弱
者
の
生
存
を
最
大
限
に
保
障

す
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
る
-
(
憲
法
二
五
条
二
項
参
照
)
-
以
上
、
こ
の
日
的
の
た
め
に
経
済
的
自
由
に
対
し
て
加
え
ら
れ
る
制
限
が
、

必
要
最
小
限
度
に
と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
は
な
[
-
]
-
社
会
的
・
経
済
的
弱
者
の
保
護
の
た
め
の
政
策
を
実
現
す

る
た
め
に
経
済
的
自
由
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
程
度
・
手
段
に
お
い
て
制
限
を
加
え
る
べ
き
か
の
判
断
は
、
原
則
と
し
て
立
法
府
の
裁
量

(
7
2
)

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
」
と
の
考
慮
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
'
浦
部
説
に
あ
っ
て
は
'
「
目
的
審
査
」
に
関
す
る
'
①
「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
の
基
準
」
'
お
よ
び
②
「
合
理
性
の
基

準
」
'
そ
し
て
「
手
段
審
査
」
に
関
す
る
、
③
「
必
要
最
小
限
度
の
基
準
」
(
あ
る
い
は
同
じ
事
を
意
味
す
る
基
準
と
し
て
「
L
R
A
の
基

準
」
)
へ
お
よ
び
④
「
明
白
性
の
基
準
」
と
い
う
、
併
せ
て
四
種
の
基
準
が
認
め
ら
れ
'
精
神
的
自
由
規
制
立
法
の
違
憲
審
査
に
つ
い
て
は

①
と
③
、
経
済
的
自
由
に
対
す
る
「
政
策
的
制
約
」
を
定
め
る
立
法
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
②
と
④
'
そ
れ
以
外
の
人
権
を
制
限
す
る
立
法

の
違
憲
審
査
に
つ
い
て
は
②
と
③
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
へ
そ
れ
ぞ
れ
違
憲
審
査
基
準
が
日
的
審
査
と
手
段
審
査
の
各
々
に
つ
い
て
用

い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

i
j
　
日
本
の
違
憲
審
査
に
お
い
て
あ
る
べ
き
「
目
的
審
査
」
と
は
-
若
干
の
考
察

そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
素
描
で
き
る
、
違
憲
審
査
基
準
論
に
関
す
る
浦
部
説
は
、
い
か
な
る
特
徴
と
問
題
点
を
有
す
る
も
の
と
し

て
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
「
通
説
的
立
場
」
に
お
け
る
「
目
的
審
査
」
の
問
題
点
を
念
頭
に
お

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

き
つ
つ
へ
浦
部
説
の
特
徴
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
と
り
わ
け
へ
日
本
の
違
憲
審
査
に
お
い
て
自
由
権
規
制
立
法
の
「
目
的
審
査
」
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は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
に
関
し
、
若
干
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

さ
て
'
浦
部
説
の
特
徴
と
し
て
は
'
第
一
に
、
人
権
を
制
限
す
る
立
法
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
「
目
的
」
の
内
容
が
'
①
「
害
悪
(
つ

ま
り
、
広
い
意
味
で
人
権
相
互
の
調
整
を
必
要
と
す
る
行
為
)
　
の
規
制
」
と
、
②
「
社
会
的
弱
者
の
保
護
」
と
の
二
つ
に
限
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
'
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
'
こ
の
点
に
関
し
て
ま
ず
言
え
る
の
は
'
こ
の
よ
う
に
自
由
権
の
規
制
目
的
を
あ
ら
か
じ
め
限
定
す
る
こ
と
は
、
一
見
し
た
と

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

こ
ろ
違
憲
審
査
の
硬
直
化
を
招
-
よ
う
に
み
え
る
も
の
の
、
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
「
公
共
の
福
延
論
と
の
関
係
で
は
整
合
的
な
理
論

と
な
り
得
て
い
る
の
で
は
な
い
か
t
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
浦
部
説
に
い
う
「
害
悪
の
規
制
」
と
「
社
会
的
弱
者
の
保
護
」
と

い
う
事
由
自
体
へ
「
人
権
の
限
界
」
に
関
す
る
議
論
と
し
て
'
「
公
共
の
福
祉
」
の
意
味
と
も
関
連
づ
け
る
か
た
ち
で
提
示
さ
れ
る
に
至
っ

(tO

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
実
際
へ
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
「
公
共
の
福
祉
」
論
の
ひ
と
つ
の
到
達

(
7
4
)

点
が
'
そ
れ
を
「
人
権
の
保
障
そ
の
も
の
の
本
質
か
ら
論
理
必
然
的
に
派
生
す
る
」
と
こ
ろ
の
、
「
人
権
相
互
間
の
矛
盾
・
衝
突
を
調
整

(

S

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

S

)

す
る
原
理
」
と
解
す
る
立
場
に
あ
る
と
す
る
な
ら
、
違
憲
審
査
の
場
で
人
権
制
限
の
合
憲
性
を
考
え
る
際
に
も
、
「
人
権
相
互
の
調
整
」

お
よ
び
「
社
会
的
弱
者
の
保
護
」
(
そ
れ
は
社
会
国
家
的
見
地
か
ら
す
る
「
人
権
相
互
の
調
整
」
の
一
内
容
を
な
す
も
の
と
み
る
こ
と
も

で
き
る
)
を
、
許
容
し
得
る
「
制
限
の
目
的
」
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
は
'
十
分
理
由
の
あ
る
こ
と
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し

て
ま
た
へ
こ
の
説
は
'
先
に
挙
げ
た
'
立
法
目
的
の
「
正
当
性
」
と
は
何
か
t
と
い
う
問
い
に
も
ひ
と
つ
の
答
え
を
与
え
得
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
へ
人
権
の
「
規
制
目
的
」
(
そ
れ
は
厳
密
に
は
「
立
法
日
的
」
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
)
を

「
正
当
」
と
い
う
た
め
に
は
'
そ
れ
が
広
い
意
味
で
の
「
人
権
相
互
の
調
整
」
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
t
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
'
人
権
規
制
の
「
目
的
」
の
内
容
と
し
て
'
「
公
共
の
利
益
」
や
「
政
府
の
利
益
」
を
も
っ

(
7
7
)

て
-
る
こ
と
は
'
厳
密
に
は
「
正
当
」
な
目
的
を
提
示
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
も
生
じ
よ
う
。
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た
だ
、
こ
こ
で
改
め
て
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
は
、
「
公
共
の
福
祉
」
を
従
来
の
通
説
通
り
「
人
権
相
互
の
矛
盾
・
衝
突
を
調
整
す
る
原

理
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
妥
当
か
、
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
'
現
在
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
公
共
の
福
祉
」
観
を

8

批
判
す
る
立
場
も
有
力
化
し
て
い
る
。
ま
た
実
際
'
基
本
権
制
限
の
合
憲
性
が
問
題
に
な
る
事
案
に
あ
っ
て
は
'
具
体
的
な
「
人
権
」
が

相
互
に
衝
突
し
合
う
こ
と
は
稀
で
あ
と
基
本
権
と
対
立
す
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
「
抽
象
的
な
権
利
・
利
益
」
で
あ
る
場
合
が
少
な
-
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
'
だ
か
ら
と
言
っ
て
「
公
益
」
や
「
政
府
利
益
」
を
理
由
に
、
安
易
に
基
本
権
制
限
を
認
め
て
し
ま
う
こ
と
は
'
や

は
り
問
題
で
あ
ろ
う
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
-
、
基
本
権
の
「
規
制
日
的
」
が
「
正
当
」
で
あ
る
た
め
に
は
、
抽
象

的
な
も
の
で
は
あ
る
に
せ
よ
「
他
者
の
権
利
・
利
益
の
保
護
」
(
あ
る
い
は
そ
う
し
た
「
権
利
・
利
益
に
対
す
る
弊
害
の
防
止
・
除
去
」
)

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

を
内
容
と
す
る
必
要
が
あ
る
'
と
す
る
立
場
を
(
仮
説
的
に
)
示
し
て
お
き
た
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
'
日
本
国
憲
法
の
も
と
で
自
由
権

を
制
限
す
る
立
法
の
「
日
的
」
を
考
察
し
ょ
う
と
す
る
際
に
は
'
基
本
権
の
限
界
に
関
す
る
「
公
共
の
福
祉
」
論
と
の
整
合
性
は
、
常
に

留
意
さ
れ
る
べ
き
論
点
で
は
な
か
ろ
う
か
。

浦
部
説
の
特
徴
の
第
二
は
'
規
制
対
象
行
為
と
目
的
と
の
「
関
連
性
」
を
問
う
こ
と
が
'
「
目
的
審
査
」
　
の
主
た
る
内
容
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
'
繰
り
返
し
に
な
る
が
'
目
的
審
査
基
準
が
'
「
法
が
規
制
対
象
と
し
て
い
る
行
為
と
『
害
悪
』
発
生
と

s

の
間
に
ど
の
程
度
の
関
連
性
(
因
果
関
係
)
が
認
め
ら
れ
れ
ば
合
憲
と
し
う
る
か
t
　
に
か
か
わ
る
も
の
」
と
い
う
言
明
の
中
に
は
っ
き
り

と
表
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
へ
規
制
対
象
行
為
と
'
「
害
悪
」
発
生
と
の
「
関
連
性
」
を
問
う
こ
と
は
、
人
権
(
あ
る
い
は
広

く
権
利
・
利
益
)
相
互
間
の
「
調
整
」
に
際
し
て
へ
不
可
欠
の
プ
ロ
セ
ス
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
意
味
で
'
規
制
対

象
た
る
「
行
為
」
と
'
そ
れ
が
規
制
目
的
の
内
容
を
な
す
「
権
利
・
利
益
」
に
及
ぼ
す
と
さ
れ
る
「
害
悪
」
(
な
い
し
弊
害
)
と
の
「
因

果
関
係
」
な
い
し
「
関
連
性
」
を
問
う
こ
と
は
'
「
目
的
審
査
」
の
重
要
な
内
容
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
解
に
対
応
し
て
'
浦
邪
説
に
あ
っ
て
は
'
目
的
審
査
の
基
準
と
し
て
提
示
さ
れ
る
「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
　
の
基
準
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(S)

も
「
合
理
性
」
の
基
準
も
、
こ
の
規
制
対
象
行
為
と
「
害
悪
」
発
生
と
の
「
関
連
性
」
を
問
う
基
準
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
へ
そ
こ
で
は
、
「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
の
基
準
も
'
通
常
理
解
さ
れ
る
そ
れ
よ
り
も
、
抽
象
化
二
般
化
さ
れ
た
概
念
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
o
 
l
般
に
'
「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
(
c
l
e
a
r
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
d
a
n
g
e
r
)
　
の
基
準
は
'
や
は
り

ア
メ
リ
カ
の
判
例
を
参
考
に
し
つ
つ
、
「
①
あ
る
表
現
行
為
が
近
い
将
来
、
あ
る
実
質
的
害
悪
を
ひ
き
起
こ
す
蓋
然
性
が
明
白
で
あ
る
こ

と
へ
②
そ
の
実
質
的
害
悪
が
き
わ
め
て
亀
太
で
あ
り
、
そ
の
重
大
な
害
悪
の
発
生
が
時
間
的
に
取
乱
し
て
い
る
こ
と
、
③
当
該
規
制
手
段

が
右
害
悪
を
避
け
る
の
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
へ
の
三
つ
の
要
件
の
存
在
が
論
証
さ
れ
た
場
合
に
は
じ
め
て
、
当
該
表
現
行
為
を
規

(
S

制
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
」
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
'
「
〓
疋
の
表
現
内
容
を
規
制
す
る
立
法
(
た
と
え
ば
せ
ん
動
を
処
罰
す
る
法

(T'..I

律
)
に
用
い
る
の
が
妥
当
」
と
さ
れ
る
。
た
だ
'
こ
の
基
準
に
つ
い
て
も
'
そ
れ
を
厳
密
に
、
い
か
な
る
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
か
を

」

め
ぐ
っ
て
は
、
論
者
間
で
も
必
ず
し
も
見
解
の
一
致
が
み
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
結
局
は
'
「
明
白
か
つ
現
在

の
危
険
」
　
の
基
準
と
し
て
'
い
か
な
る
も
の
が
理
解
さ
れ
て
い
る
か
を
見
定
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
'
概
念
の
用
い
方
と
し
て
は
、
こ
の

S
)

基
準
概
念
の
中
核
を
な
す
「
明
白
な
関
連
性
」
と
い
う
要
素
を
抽
出
し
-
　
「
L
R
A
」
の
基
準
の
用
法
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
　
-
広
-

一
般
的
に
用
い
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
(
も
っ
と
も
、
誤
解
を
避
け
る
意
味
で
は
、
端
的
に
「
明
白
な
関
連
性
」
の
基

準
(
テ
ス
ト
)
と
称
し
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
)
。
浦
部
説
に
い
う
「
合
理
性
の
基
準
」
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
注
意
が
必
要
で
あ
ろ

(
S

s
s第

三
に
、
「
通
説
的
立
場
」
と
比
較
し
た
場
合
へ
浦
部
説
に
あ
っ
て
は
'
立
法
日
的
(
規
制
目
的
)
　
の
「
重
要
性
」
に
つ
い
て
は
へ
特

に
何
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
点
が
目
に
つ
-
。
「
目
的
」
と
な
る
「
権
利
・
利
益
」
の
「
重
要
性
」
の
検
討
は
'
「
目
的
審
査
」
に
お
い
て

は
不
要
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
へ
基
本
権
制
限
の
目
的
が
、
「
権
利
・
利
益
間
の
矛
盾
・
衝
突
の
調
整
」
に
あ
る
と
い
う

基
本
に
立
ち
返
っ
て
考
え
た
場
合
'
「
規
制
対
象
行
為
」
と
'
権
利
・
利
益
に
対
す
る
「
害
悪
」
の
発
生
と
の
'
「
関
連
性
」
審
査
の
み
で
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は
'
や
は
り
不
十
分
な
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
'
「
規
制
対
象
行
為
」
と
「
害
悪
」
発
生
と
の
間
に
「
明
白

な
関
連
性
」
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
「
規
制
対
象
行
為
」
が
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
一
方
、
発
生
す
る
「
害
悪
」
が
ご

く
些
細
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
t
と
い
う
よ
う
な
場
合
'
な
お
「
目
的
審
査
」
の
段
階
で
'
当
該
行
為
を
規
制
す
る
こ
と
が
違
憲
で
あ
る
と

の
判
断
を
下
す
場
合
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
へ
「
権
利
・
利
益
間
の
矛
盾
・
衝
突
の
調
整
」
　
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、

立
法
目
的
(
規
制
目
的
)
　
の
「
重
要
性
」
を
審
査
し
ょ
う
と
す
る
場
合
'
「
通
説
的
立
場
」
の
よ
う
に
'
選
択
さ
れ
る
「
審
査
基
準
」
に

よ
っ
て
、
自
動
的
に
必
要
と
さ
れ
る
「
利
益
」
の
重
要
性
が
決
ま
る
と
み
る
べ
き
で
は
な
く
規
制
さ
れ
る
行
為
(
権
利
・
自
由
)
と
の

対
比
で
、
「
利
益
」
の
「
重
要
性
」
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
「
利
益
衛
星
」

の
途
を
開
く
も
の
で
、
結
局
の
と
こ
ろ
悪
意
的
な
判
断
に
陥
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
も
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で

は
'
こ
う
し
た
か
た
ち
で
の
「
立
法
目
的
」
(
規
制
目
的
)
　
の
「
重
要
性
」
審
査
を
、
「
目
的
審
査
」
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
手
法
の
一
つ

と
し
て
、
残
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
(
続
)

(
-
)
　
従
来
'
日
本
の
憲
法
学
に
お
い
て
は
'
「
基
本
的
人
権
」
ま
た
は
「
人
権
」
と
「
憲
法
上
の
権
利
」
の
語
が
'
必
ず
し
も
厳
密
に
は
区
別
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
が
(
参
照
'
辻
村
み
よ
子
「
人
権
の
観
念
」
ジ
ユ
リ
増
刊
・
憲
法
の
争
点
[
第
三
版
]
(
高
橋
和
之
=
大
石
尻
編
)
五
〇
頁
(
l
九
九
九
年
)
)
'
殺
近

で
は
自
然
権
と
は
区
別
さ
れ
た
実
定
的
権
利
と
し
て
「
基
本
権
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
　
(
参
照
、
初
栢
正
典
「
憲
法
2
J
(
一
九
九
六
年
)
四

三
頁
)
。
本
稿
に
お
い
て
も
'
「
基
本
的
人
権
」
ま
た
は
「
人
権
」
と
は
区
別
し
て
、
「
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
権
利
」
の
意
味
で
「
基
本
権
」
と
い
う
語
を
充

て
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
文
で
各
論
者
の
所
説
を
直
接
・
間
接
に
引
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
論
者
の
用
語
法
を
尊
重
し
て
、
「
人
権
」
等
の
用
語

を
用
い
る
こ
と
も
あ
る
。

(
2
)
　
本
稿
で
は
便
宜
上
「
立
法
」
の
遠
近
審
査
基
準
と
い
う
用
語
を
用
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
む
ろ
ん
、
国
会
が
制
定
す
る
法
律
の
み
を
対
象
と
す
る
趣
旨
で

は
な
く
、
「
法
律
、
命
令
へ
規
則
又
は
処
分
」
(
憲
法
八
l
条
)
等
、
違
憲
審
査
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
全
て
を
念
等
に
置
-
も
の
で
あ
る
。

(
3
)
　
周
知
の
よ
う
に
、
本
稿
で
用
い
る
「
違
憲
審
査
基
準
」
と
い
う
語
の
他
に
も
、
「
司
法
審
査
基
準
」
や
「
合
憲
性
判
定
基
準
」
'
あ
る
い
は
単
に
「
審
査
基
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準
」
等
の
用
語
が
充
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
ー
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
に
特
に
ち
が
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
(
た
だ
し
、
「
合
憲
性
判
断
基
準
」
と
「
審
査

基
準
」
を
区
別
す
る
も
の
と
し
て
'
参
照
'
松
井
・
後
掲
往
(
」
)
二
〇
頁
)
。
違
憲
審
査
基
準
の
意
味
に
つ
い
て
'
例
え
ば
憲
法
訴
訟
に
つ
い
て
包
括
的

に
論
じ
た
戸
桧
教
授
に
よ
れ
ば
、
「
司
法
審
査
の
基
準
・
・
・
と
は
'
「
裁
判
所
が
司
法
権
を
行
使
し
て
合
憲
・
違
憲
の
結
論
に
至
っ
た
理
由
中
で
示
す
判
断
の
規

準
で
あ
り
'
判
例
を
通
し
て
確
認
で
き
る
準
則
で
あ
」
っ
て
'
「
こ
の
定
義
の
も
と
で
は
、
裁
判
法
理
と
か
テ
ス
ト
、
あ
る
い
は
準
則
と
呼
ば
れ
る
も
の
鴇

そ
こ
に
含
ま
れ
る
」
　
(
戸
松
秀
典
r
憲
法
訴
訟
」
　
(
二
〇
〇
〇
年
)
　
二
七
三
頁
)
と
い
う
。

野
中
俊
彦
「
学
説
に
み
る
憲
法
訴
訟
論
」
ジ
ユ
リ
八
三
五
号
三
六
頁
(
一
九
八
五
年
)
四
二
頁
(
「
憲
法
訴
訟
論
の
い
わ
ば
中
枢
を
な
し
て
い
る
の
は
,

違
憲
審
査
の
基
準
・
方
法
論
で
あ
る
」
)
.
な
お
参
照
へ
芦
部
信
喜
「
憲
法
訴
訟
論
の
課
積
]
芦
部
信
喜
編
r
講
座
憲
法
訴
訟
第
1
巻
」
三
頁
二
九
八
七
年
)

三
七
頁
(
「
違
憲
審
査
基
準
は
実
体
的
な
窟
法
解
釈
と
不
可
分
に
結
び
つ
-
と
と
も
に
'
立
法
事
実
の
顕
出
・
論
証
の
あ
り
方
(
範
囲
な
い
し
程
度
)
と
も

密
接
に
関
連
す
る
点
で
'
憲
法
訴
訟
論
の
最
も
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
」
)
。

野
中
・
前
掲
注
(
4
)
　
三
六
頁
。

憲
法
訴
訟
に
お
け
る
「
目
的
審
査
」
の
役
割
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
る
も
の
と
し
て
、
主
に
平
等
保
障
の
問
題
に
関
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
参
照
,

平
地
秀
哉
「
憲
法
上
の
平
等
保
障
と
立
法
目
的
の
審
査
」
早
法
七
七
巻
二
号
一
四
三
頁
三
〇
〇
二
年
)
。

参
照
'
後
掲
注
(
S
)
c
「
二
重
の
基
準
」
論
に
つ
い
て
は
も
第
五
節
で
も
筒
単
に
言
及
す
る
。

浦
邪
法
穂
r
違
憲
審
査
の
基
準
J
二
九
八
五
年
)
三
七
頁
(
傍
点
マ
マ
.
原
注
省
略
)
.

野
中
俊
彦
「
憲
法
訴
訟
論
の
意
義
と
問
題
点
」
憲
法
理
論
研
究
会
編
r
違
憲
審
査
制
の
研
究
L
 
l
七
三
頁
(
l
九
九
三
年
)
　
l
九
l
頁
o

ET'奥
平
康
弘
「
憲
法
訴
訟
の
軌
跡
と
理
論
」
法
セ
ミ
増
刊
・
憲
法
訴
訟
二
頁
二
九
八
三
年
)
二
〇
頁
。

渋
谷
秀
樹
=
赤
坂
正
浩
「
憲
法
2
統
治
」
[
第
三
版
]
　
(
二
〇
〇
七
年
)
一
六
一
貫
(
渋
谷
執
筆
)
0

l
a
'
J

な
お
参
照
へ
戸
桧
・
前
掲
注
(
3
)
二
一
五
頁
、
高
橋
和
之
r
立
憲
主
義
と
日
本
国
憲
法
」
(
二
〇
〇
五
年
)
　
二
四
頁
。

芦
部
信
喜
r
憲
法
学
Ⅱ
人
権
総
論
j
　
(
1
九
九
四
年
)
　
二
二
七
-
二
二
八
頁
o

参
照
'
芦
部
信
喜
(
高
橋
和
之
補
訂
)
r
憲
法
」
[
第
四
版
]
　
(
二
〇
〇
七
年
)
一
〇
一
頁
二
八
二
頁

芦
部
こ
別
掲
注
(
E
e
)
　
二
二
七
頁
.
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(
c
m
)

(
2
3
)

(
3
)

(2 5)

(
^
-
¥

同
。
な
お
参
照
へ
芦
部
前
掲
注
(
2
)
三
二
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
、
,
,
,

芦
部
に
あ
っ
て
は
'
例
え
ば
、
「
ア
メ
リ
カ
の
判
例
法
で
用
い
ら
れ
て
き
た
-
-
基
準
が
参
照
に
債
す
る
」
(
芦
部
・
前
掲
注
(
S
)
一
八
三
頁
(
傍
点

筆
者
)
)
と
か
,
「
こ
の
r
合
理
性
j
の
基
準
は
-
.
.
.
0
g
つ
に
分
け
て
肌
.
ォ
i
*
れ
K
?
-
H
'
O
に
れ
(
良
(
同
二
三
頁
(
傍
点
筆
者
)
)
と
い
っ
た
記
述
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
,
自
説
の
主
張
と
い
う
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
法
理
の
「
紹
介
」
で
あ
っ
た
皇
位
高
裁
判
例
の
「
説
明
」
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
色
濃
-

表
れ
て
い
る
。

同
一
八
三
頁
。

同
。
「
高
い
価
値
の
表
現
」
と
し
て
は
「
政
治
的
表
現
」
が
挙
げ
ら
れ
'
「
低
い
価
値
の
表
現
」
で
あ
る
「
性
表
現
」
や
「
名
誉
投
損
的
表
現
」
と
区
別
さ

れ
る
(
同
)
。
高
い
価
値
の
表
現
の
内
容
規
制
に
つ
い
て
は
へ
本
文
に
示
し
た
「
必
要
不
可
欠
な
公
共
的
利
益
」
の
基
準
の
他
に
へ
「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」

の
基
準
が
挙
げ
ら
れ
る
が
(
同
)
も
こ
の
基
準
に
つ
い
て
は
後
で
触
れ
る
(
後
褐
注
(
S
o
)
参
照
)
0

声
部
・
前
掲
柱
(
S
)
　
1
九
六
頁
(
傍
点
マ
マ
)
0

同
　
(
傍
点
マ
マ
)
0

同
二
一
二
頁
。

E
"

同
。

(
2
7
)
　
本
稿
で
は
直
接
検
討
の
対
象
と
は
し
な
い
が
、
自
由
権
規
制
立
法
の
他
に
も
'
平
等
違
反
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
の
遠
雷
哀
査
基
準
と
し
て
は
、
「
厳
格

審
査
」
の
基
準
'
「
厳
格
な
合
理
性
」
の
基
準
、
お
よ
び
「
合
理
的
根
拠
」
の
基
準
が
区
別
さ
れ
て
い
る
(
同
一
二
七
頁
)
。
な
お
参
照
'
戸
松
秀
典
r
平
等

原
則
と
司
法
審
査
し
　
(
一
九
九
〇
年
)
　
三
二
五
頁
以
下
。

(
c
m
)
　
こ
れ
ら
の
う
ち
'
③
「
厳
格
な
合
理
性
」
の
基
準
と
④
「
明
白
の
原
則
」
が
共
に
「
合
理
性
の
基
準
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
'
芦
部
説
に
お
け

る
審
査
基
準
を
t
 
A
e
厳
格
審
査
の
基
準
t
 
B
.
中
間
審
査
の
基
準
t
 
c
e
合
理
性
の
基
準
に
三
分
L
t
③
と
④
を
C
の
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
す
る
理
解
ち

成
り
立
ち
得
る
が
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
(
前
掲
注
(
2
)
)
、
芦
部
説
で
は
「
事
実
判
断
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
四
つ
の
領
域
を
区
別

し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
'
審
査
基
準
も
そ
れ
に
応
じ
て
四
分
さ
れ
る
と
み
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(
c
m
)
　
芦
部
・
前
掲
注
(
S
)
　
I
〇
二
頁
。
ま
た
へ
芦
部
・
前
掲
注
(
E
e
)
二
二
七
頁
に
よ
れ
ば
'
「
表
現
の
時
・
所
・
方
法
の
規
制
」
と
経
済
的
自
由
の
「
消

極
日
的
規
制
」
と
は
'
「
ほ
ぼ
同
じ
基
準
で
合
態
性
の
審
査
が
行
わ
れ
る
」
(
傍
点
マ
マ
)
と
い
う
。
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(
m
l
　
参
照
'
芦
部
・
前
掲
注
(
S
)
二
三
七
頁
(
「
こ
こ
に
言
う
扇
格
な
合
理
性
』
基
準
は
L
R
A
の
基
準
よ
-
も
厳
格
度
が
若
干
弱
い
」
)
。
な
お
参
照
へ

芦
部
・
後
掲
注
(
S
)
　
三
〇
二
頁
。

(
3
)
　
松
井
に
よ
れ
ば
、
「
合
憲
性
判
断
基
準
」
と
は
、
「
裁
判
所
が
法
律
の
合
定
性
を
審
査
す
る
際
に
も
ど
の
よ
う
な
実
体
的
な
基
準
を
用
い
る
べ
き
か
の
基
準
」

(
松
井
茂
記
r
日
本
国
憲
法
」
[
第
二
版
]
(
二
〇
〇
二
年
)
　
〓
一
貫
)
で
あ
り
、
「
審
査
基
準
」
(
審
査
の
程
度
)
と
は
'
「
裁
判
所
が
法
律
の
合
憲
性
を
審

査
す
る
際
に
'
立
法
者
の
判
断
に
ど
の
程
度
の
尊
重
を
与
え
る
か
に
つ
い
て
の
基
準
」
(
同
)
　
で
あ
る
。

¥
c
r
>
)
　
参
照
'
同
二
六
-
二
八
頁
。

(
S
3
)
　
参
照
、
渋
谷
・
前
掲
注
(
H
)
　
H
ハ
ニ
ー
1
六
五
頁
。

(
A
)
　
例
え
ば
'
松
井
の
三
分
論
は
、
芦
部
説
に
い
う
'
「
厳
格
な
合
理
性
」
の
基
準
と
「
明
白
の
原
則
」
の
区
別
を
認
め
ず
、
経
済
的
自
由
規
制
立
法
を
全
て

綾
や
か
な
「
合
理
性
」
の
基
準
で
審
査
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
(
参
照
'
松
井
・
前
掲
注
(
3
)
五
五
二
頁
)
、
渋
谷
の
そ
れ
は
'

芦
部
説
に
い
う
「
中
間
審
査
」
の
基
準
と
「
厳
格
な
合
理
性
」
の
基
準
を
同
様
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
も
の
で
あ
-
(
渋
谷
・
前
掲
注
(
ほ
)
　
1
六
二
頁

以
下
)
、
当
然
両
説
の
内
容
は
か
な
り
異
な
っ
て
く
る
。

(
l
r
>
¥
　
例
え
ば
'
戸
桧
・
前
掲
注
(
3
)
二
七
四
頁
は
、
審
査
基
準
を
「
厳
格
な
審
査
基
準
」
へ
「
中
間
の
審
査
基
準
な
い
し
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
、
お
よ
び

「
穏
や
か
な
審
査
基
準
」
と
い
う
「
三
つ
の
類
型
な
い
し
段
階
」
に
分
け
る
O

(
g
B
)
　
審
査
基
準
を
三
分
す
る
こ
と
に
批
判
的
な
論
者
と
し
て
戸
波
江
二
教
授
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
.
戸
枝
は
、
審
査
基
準
を
三
分
す
る
説
に
疑

問
を
ロ
王
し
'
「
違
憲
審
査
の
基
準
・
方
法
と
し
て
は
'
基
本
的
に
精
神
的
自
由
と
経
済
的
自
由
と
に
分
け
、
原
則
と
し
て
'
後
者
に
は
合
理
性
審
査
を
'
前

者
に
は
厳
格
な
審
査
を
行
う
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
」
(
戸
波
江
二
「
憲
法
』
[
新
版
]
二
九
九
八
年
)
四
五
四
頁
)
と
述
べ
る
。
な
お
参
照
'
同
二
四
一
頁
。

(
ォ
)
　
戸
桧
・
前
掲
注
(
3
)
三
一
〇
頁
以
下
。
も
っ
と
も
戸
松
は
'
ア
メ
リ
カ
で
は
「
L
R
A
」
以
外
の
呼
称
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
,
「
L
R

A
の
基
準
と
い
っ
た
呼
び
方
は
'
日
本
の
学
説
で
独
自
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
'
審
査
基
準
の
名
称
と
し
て
適
切
で
あ
る
の
か
と
の
疑
問
も
と
も
な

う
」
(
同
三
二
頁
)
と
述
べ
て
'
自
身
は
「
「
よ
り
制
限
的
で
な
い
他
の
選
び
得
る
手
段
」
の
テ
ス
-
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
る
。

(
-
-
¥
　
参
照
、
渋
谷
こ
別
掲
注
(
ほ
)
　
1
六
五
頁
'
長
谷
部
恭
男
r
憲
法
』
[
第
三
版
]
(
二
〇
〇
四
年
)
二
四
〇
頁
等
。
高
橋
・
前
掲
注
(
2
)
　
1
1
六
頁
は
,

ア
メ
リ
カ
の
審
査
基
準
論
の
紹
介
の
文
脈
で
は
あ
る
が
t
 
L
R
A
基
準
を
「
中
間
審
査
基
準
(
日
本
で
は
r
厳
格
な
合
理
性
基
準
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ

る
)
」
と
位
置
づ
け
つ
つ
も
、
「
L
R
A
基
準
の
通
用
の
仕
方
に
お
け
る
厳
格
度
は
柔
軟
で
、
厳
格
審
査
基
準
に
お
け
る
手
段
審
査
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ

る
」
と
い
う
。



広島法学　31巻2号　2007年) -168

(
8
)
　
例
え
ば
、
か
つ
て
芦
部
は
t
 
L
R
A
の
基
準
を
「
厳
格
な
基
準
」
の
ひ
と
つ
に
数
え
つ
つ
も
(
例
え
ば
参
照
'
芦
部
信
喜
r
演
習
憲
法
二
新
版
]
　
(
l
九

八
八
年
)
九
八
頁
)
'
「
厳
格
な
合
理
性
」
の
基
準
で
も
用
い
ら
れ
る
と
し
た
う
え
で
(
同
一
〇
二
頁
)
'
「
経
済
的
自
由
に
関
す
る
条
項
の
下
で
L
R
A
の
原

則
が
通
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
厳
格
の
度
合
が
低
く
な
っ
て
い
る
」
　
(
同
)
と
説
明
し
て
い
た
。

(
?
)
　
「
L
R
A
」
自
体
の
詳
細
な
内
容
に
つ
い
て
は
'
本
稿
で
は
立
入
ら
な
い
.
例
え
ば
参
照
'
芦
部
信
書
r
憲
法
訴
訟
の
現
代
的
展
開
」
(
l
九
八
一
年
)

二
1
0
頁
以
下
'
藤
井
俊
夫
r
憲
法
訴
訟
の
基
礎
理
論
J
　
(
一
九
八
l
年
)
　
二
六
l
頁
以
下
。

(
3
)
　
前
掲
往
(
S
3
)
参
照
o

(
s
u
　
戸
枝
こ
別
掲
注
(
g
)
二
三
七
頁
。
戸
波
は
'
こ
の
観
点
か
ら
t
 
L
R
A
の
基
準
の
基
本
的
な
考
え
方
が
「
比
例
原
則
-
と
同
種
の
も
の
で
あ
り
'
ま
た
、

一
般
的
に
い
わ
れ
る
必
要
最
小
限
度
の
原
則
と
も
類
似
し
て
い
る
」
(
同
)
と
い
う
。

(
S
2
)
　
同
。
浦
郡
も
'
後
述
す
る
よ
う
に
(
後
褐
注
(
7
)
参
照
)
ち
 
L
R
A
の
基
準
を
「
必
要
最
小
限
皮
の
基
準
」
と
同
視
L
t
人
権
の
内
在
的
制
約
が
問
題

と
な
っ
た
場
合
の
手
段
審
査
の
基
準
と
し
て
、
広
-
用
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
'
松
井
前
掲
往
(
3
)
　
I
 
l
五
頁
は
'
「
L
R
A
の
準
則
に
合
憲
性
の

推
定
を
認
め
て
し
ま
っ
て
は
、
そ
の
意
義
自
体
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
」
と
し
て
'
同
準
則
を
「
表
現
の
自
由
な
ど
政
治
参
加
の
プ
ロ
セ
ス
に
不
可
欠
な
諸
権

利
の
制
約
の
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
特
別
な
ル
ー
ル
と
考
え
る
べ
き
」
だ
と
す
る
。

(
3
)
　
芦
部
・
前
掲
注
(
2
)
　
二
一
三
-
二
一
四
頁
。

(
4
5
)
　
学
説
は
、
芦
邪
説
と
同
様
に
目
的
二
分
論
を
支
持
し
っ
つ
も
'
区
別
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
規
制
の
目
的
だ
け
で
な
く
態
様
も
併
せ
考
慮

す
べ
き
だ
と
す
る
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
.
例
え
ば
参
照
、
野
中
俊
彦
他
r
憲
法
上
【
第
四
版
]
(
二
〇
〇
六
年
)
四
五
五
頁
(
高
見
勝
利
執
筆
)
。
目

的
二
分
論
に
反
対
す
る
も
の
と
し
て
'
参
照
、
松
井
こ
別
掲
注
(
3
)
五
五
-
頁
、
戸
波
・
前
掲
注
(
8
)
二
八
八
頁
。
最
高
裁
が
採
る
目
的
二
分
論
の
論

拠
を
「
説
明
」
し
ょ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
'
参
照
、
長
谷
部
こ
別
掲
注
(
<
x
>
¥
二
四
九
頁
以
下
.

(
<
」
>
¥
　
例
え
ば
参
照
'
渋
谷
・
前
掲
注
(
E
)
一
六
四
頁
。

(
S
)
　
芦
部
こ
別
掲
往
(
S
)
　
二
四
六
頁
。

(
4
)
　
な
お
へ
後
掲
往
(
t
g
)
参
照
。

(
4
9
)
　
例
え
ば
'
渋
谷
・
前
掲
注
(
S
)
　
M
ハ
三
頁
は
、
本
文
で
示
し
た
①
か
ら
③
の
利
益
に
関
し
て
も
「
こ
れ
ら
の
利
益
の
重
要
度
は
'
後
の
も
の
に
な
る
に

つ
れ
薄
れ
て
い
-
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。

(
g
)
　
松
井
・
前
掲
注
(
ォ
)
　
1
　
I
七
頁
。
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52　51
(
i
n
)

(
i
n
)

(
K
&
¥

(fe)
(S)

(
i
n
)

(g)
(S)id)

<
2
)

(S)(S)
(
*
」
>
¥

も
っ
と
も
、
渋
谷
前
掲
注
(
2
)
　
1
六
三
頁
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
利
益
」
の
具
体
例
を
、
判
例
を
も
と
に
し
て
'
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
る
o

松
井
こ
別
掲
注
(
3
)
　
I
 
l
七
頁
。
松
井
に
よ
れ
ば
'
「
こ
れ
ら
の
基
準
は
あ
ら
か
じ
め
や
む
に
や
ま
れ
な
い
政
府
利
益
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
不
可

欠
な
制
約
と
い
え
る
た
め
の
基
準
を
設
定
し
て
お
い
て
'
あ
と
は
具
体
的
事
例
で
は
そ
の
基
準
を
通
用
す
る
と
い
う
手
法
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
-
r
定

義
的
衡
最
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
　
(
同
)
と
い
う
.

周
知
の
よ
う
に
「
立
法
事
実
」
(
l
e
g
i
s
l
a
t
i
v
e
f
a
c
t
s
)
と
は
'
「
違
憲
か
合
憲
か
が
争
わ
れ
る
法
律
の
立
法
目
的
お
よ
び
立
法
目
的
を
達
成
す
る
手
段
(
規
制

手
段
)
　
の
合
理
性
を
裏
づ
け
支
え
る
社
会
的
・
経
済
的
・
文
化
的
な
一
般
事
実
」
(
芦
部
・
前
掲
注
(
2
)
三
六
六
頁
)
で
あ
り
'
例
え
ば
'
戸
別
訪
問
禁

止
規
定
の
合
理
性
を
支
え
る
立
法
事
実
と
し
て
-
そ
の
当
否
は
別
と
し
て
-
　
「
戸
別
訪
問
を
自
由
に
す
る
と
買
収
が
行
わ
れ
や
す
-
な
る
」
な
ど
の
事

実
が
考
え
ら
れ
る
(
参
照
、
戸
波
・
前
掲
注
{
c
r
>
)
四
五
五
頁
)
o
こ
う
し
た
例
か
ら
も
伺
え
る
よ
う
に
も
「
立
法
事
実
」
の
当
否
を
審
査
す
る
こ
と
は
'
立

法
目
的
の
内
容
を
な
す
も
擁
護
す
べ
き
「
利
益
」
(
あ
る
い
は
防
止
す
べ
き
「
弊
害
」
)
と
'
規
制
対
象
行
為
と
の
「
因
果
関
係
」
の
有
無
を
甲
つ
と
い
う
側

面
を
有
し
て
い
る
。
「
立
法
事
実
」
に
関
し
て
、
な
お
参
照
、
芦
部
・
前
掲
注
(
S
)
　
二
九
五
頁
以
下
。

違
憲
審
査
に
お
け
る
「
立
法
目
的
」
に
つ
い
て
、
参
照
、
平
地
・
前
掲
注
(
6
)
一
四
八
頁
以
下
。

松
井
・
前
掲
注
(
3
1
)
　
二
六
頁
。

平
地
・
前
掲
注
(
6
)
一
五
三
頁
。

浦
部
法
穂
「
憲
法
学
教
室
」
　
[
仝
訂
第
二
版
]
　
(
二
〇
〇
六
年
)
　
八
五
頁
。

同
八
六
頁
。

同
。

同
。

同
。
な
お
参
照
、
同
八
一
頁
以
下
。

同
九
〇
頁
。

・
'
3
　
J

同
。

同
九
一
頁
。

a
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(
5
)

(
-
-
¥

(
6
9
)

(
」
)

(
」
)

(
72)

(
c
r
>
¥

(
5
)

t
L
&
¥

(
t
^
>
¥

I
t
-
)

78　77

同
九
一
-
九
二
頁
。

同
九
三
頁
。

同
。

同
。

同
九
五
頁
。

同
。

同
八
二
頁
以
下
参
照
。

宮
沢
俊
義
r
憲
法
Ⅱ
」
　
[
新
版
]
　
(
一
九
七
四
年
)
　
二
三
六
頁
。

同
二
三
七
頁
。
こ
の
観
点
か
ら
'
「
自
由
国
家
的
公
共
の
福
祉
」
で
は
「
基
本
的
人
権
を
公
平
に
保
障
す
る
こ
と
が
そ
の
狙
い
」
で
あ
と
「
社
会
国
家

的
公
共
の
福
祉
」
で
は
「
基
本
的
人
権
を
実
所
以
的
に
保
障
す
る
こ
と
が
そ
の
狙
い
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
(
参
照
'
同
二
三
五
-
二
三
六
頁
(
傍
点
マ
マ
)
)
0

こ
れ
は
'
日
本
国
憲
法
に
い
う
「
公
共
の
福
祉
」
(
l
二
条
二
三
条
二
三
条
二
元
条
)
　
の
意
味
を
め
ぐ
る
議
論
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
「
I
元
的
内

在
制
約
説
」
と
し
て
分
類
さ
れ
る
立
場
で
あ
る
(
参
照
も
芦
部
こ
別
掲
注
(
S
)
九
八
頁
)
。
た
だ
し
へ
浦
部
説
に
あ
っ
て
は
'
一
二
条
二
三
条
の
「
公

共
の
福
祉
」
が
「
内
在
的
制
約
」
を
'
二
二
条
・
二
九
条
の
そ
れ
は
「
政
策
的
制
約
」
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
(
浦
部
・
前
掲
注
(
5
7
)
八
二
頁
)
、

そ
の
意
味
で
は
む
し
ろ
'
い
わ
ゆ
る
「
内
在
・
外
在
二
元
的
制
約
説
」
(
参
照
、
法
学
協
会
編
r
註
解
日
本
国
憲
法
上
巻
」
(
l
九
五
三
年
)
二
九
六
頁
以
下
)

と
親
和
的
で
あ
る
が
'
「
一
元
的
内
在
制
約
説
」
と
も
整
合
的
に
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
参
照
へ
前
掲
注
(
S
)
'
お
よ
び
前
掲
注
(
8
)
等
.

例
え
ば
'
長
谷
部
・
前
掲
往
(
c
o
¥
　
1
　
三
-
二
四
頁
は
'
「
1
元
的
内
在
制
約
説
」
に
対
し
て
'
「
人
権
を
制
約
す
る
根
拠
と
な
る
の
は
t
か
な
ら
ず

他
の
人
権
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
前
提
は
、
r
人
権
』
と
い
う
概
念
を
よ
ほ
ど
拡
張
的
な
意
味
で
用
い
な
い
限
-
理
解
が
困
杜
で
あ
る
」
と
批
判
し
、

ま
た
か
か
る
理
解
に
は
「
お
よ
そ
人
は
自
ら
の
好
む
こ
と
は
何
で
あ
れ
こ
れ
を
な
し
う
る
天
朕
の
r
人
権
」
を
有
す
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
」
が
'
「
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
我
々
の
直
観
に
反
す
る
」
と
い
う
0
ま
た
'
松
井
こ
別
掲
注
(
3
)
三
四
三
頁
も
、
「
基
本
的
人
権
は
他
の
基
本
的
人
権
に
よ

っ
て
の
み
限
界
付
け
ら
れ
る
と
考
え
る
こ
と
」
も
「
基
本
的
人
権
を
制
約
し
う
る
の
は
他
人
の
権
利
利
益
の
み
だ
と
い
う
立
場
を
文
字
通
り
買
-
こ
と
」
も

「
困
難
で
あ
る
」
と
し
て
'
「
他
人
の
権
利
利
益
を
侵
害
し
な
い
場
合
で
も
、
基
本
的
人
権
の
制
約
根
拠
と
な
-
う
る
政
府
利
益
は
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
」

と
い
う
。
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前
掲
注
(
」
)
参
照
。

浦
邪
説
に
あ
っ
て
は
'
規
制
対
象
行
為
と
「
害
悪
」
発
生
と
の
間
に
、
ど
の
程
度
の
関
連
性
が
必
要
か
に
つ
い
て
も
、
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
規
制
対
象
行
為
に
よ
り
「
害
悪
」
を
も
た
ら
す
こ
と
が
'
①
「
明
白
な
関
連
性
」
で
は
'
ほ
と
ん
ど
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
-
そ
う
で
あ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
-
、
②
「
合
理
的
な
関
連
性
」
で
は
'
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
ま
で
は
い
え
な
-
て
も
多
く
の
場
合
に
そ
う
だ
と
い
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
'
③

「
全
然
無
関
係
で
は
な
い
と
い
う
程
度
の
関
連
性
」
で
は
'
少
し
で
も
そ
う
で
あ
る
と
い
え
れ
ば
よ
い
と
い
う
(
参
照
'
浦
部
・
前
掲
注
(
」
)
八
七
頁
)
0

こ
の
う
ち
、
①
が
「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
の
基
準
」
に
'
②
が
「
合
理
性
の
基
準
」
に
'
③
が
「
明
白
性
の
基
準
」
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

芦
部
こ
別
掲
注
(
S
)
　
1
九
四
頁
(
傍
点
マ
マ
)
0

同
。

例
え
ば
'
坂
本
昌
成
「
憲
法
理
論
Ⅲ
」
　
(
一
九
九
五
年
)
　
二
四
頁
は
'
「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
テ
ス
-
」
を
'
「
問
題
の
表
現
は
'
明
白
で
'
切
迫
し
た
'

重
大
な
害
悪
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
限
り
、
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
す
る
理
論
」
と
し
て
理
解
し
、
芦
部
説
の
よ
う
に
、

こ
の
基
準
が
「
手
段
の
必
要
不
可
欠
性
ま
で
要
求
し
て
い
る
と
説
-
も
の
も
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
」
　
(
同
二
六
頁
)
と
述
べ
る
。

前
掲
注
(
」
)
-
(
3
)
参
照
。

浦
部
・
前
掲
注
(
f
e
)
九
二
頁
は
、
「
r
二
重
の
恭
準
」
論
の
な
か
で
い
わ
れ
て
き
た
r
合
理
性
の
基
準
」
は
、
・
・
・
規
制
対
象
行
為
と
r
害
悪
」
発
生
と
の

問
に
'
仝
妖
…
無
関
係
で
は
な
い
と
い
う
程
度
の
関
連
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
よ
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
の
認
識
を
示
し
た
う
え
で
'
「
し
か
し
'
人
権

に
対
す
る
制
約
は
'
そ
の
行
為
が
〓
疋
の
「
害
悪
」
を
も
た
ら
す
よ
う
な
も
の
で
あ
-
そ
の
「
害
悪
」
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
場
合
に
の
み
'
憲

法
上
正
当
な
目
的
に
よ
る
人
権
制
限
と
し
て
承
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
'
全
然
無
関
係
で
な
け
れ
ば
よ
い
t
と
い
う
の
で
は
、
い
か
に
も
乱
暴
す
ぎ
る
」

と
し
て
'
「
当
該
規
制
対
象
と
さ
れ
て
い
る
類
型
な
い
し
範
暗
に
属
す
る
行
為
が
冒
口
悪
j
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
大
き
い
t
と
い
う
程
度
に
は
、
そ
の
関

連
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
合
理
性
の
基
準
」
は
'
「
ま
ざ
ら

わ
し
い
へ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
も
ー
r
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
と
い
う
よ
う
に
い
っ
て
も
よ
い
」
　
(
同
)
と
い
う
。




