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大
　
堀
本
訴
訟
上
告
審
判
決

最
高
裁
大
法
廷
昭
和
五
七
年
七
月
七
日
判
決
(
詰
蜘
紛
珊
瑚
穏
瑠
試
て
)

判
例
時
報
一
〇
五
一
号
一
九
頁

【
事
実
の
概
要
】

上
告
人
(
原
告
,
被
控
訴
人
)
堀
木
フ
ミ
子
は
全
盲
の
視
力
障
害
者
で
あ

り
,
国
民
年
金
法
に
基
づ
く
障
害
福
祉
年
金
を
受
給
し
'
夫
と
離
別
し
て

以
来
独
力
で
男
子
を
養
育
し
て
い
た
。
_
昭
和
四
五
年
へ
上
告
人
は
被
上
告

人
(
被
告
,
控
訴
人
)
兵
庫
県
知
事
に
対
し
'
児
童
扶
養
手
当
法
に
基
づ
く

児
童
扶
養
手
当
の
受
給
資
格
に
つ
い
て
認
定
の
請
求
を
し
た
と
こ
ろ
へ
被

上
告
人
は
,
昭
和
四
八
年
改
正
前
の
同
法
四
条
三
項
三
号
所
定
の
併
給
調

整
の
要
件
(
「
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
」
)
に
該
当
し
併

給
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
上
告
人
の
請
求
を
却
下
し
、
異
議
申
立

て
も
同
じ
理
由
で
棄
却
し
た
。
そ
こ
で
上
告
人
は
、
右
併
給
禁
止
規
定
が

憲
法
1
g
l
条
一
項
'
二
五
条
二
項
二
三
条
に
違
反
し
無
効
で
あ
る
と
し

て
'
右
却
下
処
分
の
取
消
等
を
求
め
て
出
訴
し
た
。

第
壷
神
戸
地
判
昭
和
四
七
年
九
月
二
〇
日
(
析
讐
一
義
聖
)
は
、
障
害

福
祉
年
金
と
塑
旦
扶
養
手
当
と
は
カ
バ
ー
す
る
範
囲
が
重
複
し
な
い
か
ら

併
給
は
不
合
理
で
は
な
い
と
し
'
ま
た
上
告
人
の
生
活
環
境
が
極
め
て
悉

く
被
差
別
感
も
大
き
い
と
述
べ
へ
結
局
右
規
定
は
憲
法
高
桑
l
項
に
違

反
し
無
効
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
判
択
後
'
児
童
扶
養
手
当
と
障
害
福
祉

年
金
又
は
老
齢
福
祉
年
金
と
の
併
給
を
認
め
る
趣
旨
の
法
律
改
正
が
な
さ

れ
た
(
鯛
課
法
)
。
兵
庫
県
知
事
は
法
務
大
臣
の
指
揮
に
よ
り
控
訴
し
た
。

控
訴
審
大
阪
高
判
昭
和
五
〇
年
二
月
i
o
日
(
諸
芸
禁
欝
)
は
、

憲
法
二
五
条
に
つ
い
て
一
項
・
二
項
分
離
論
を
採
用
し
た
。
こ
れ
は
へ
.
一

項
に
由
来
す
る
救
貧
施
策
へ
二
項
に
基
づ
く
防
貧
施
策
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
審
査
基
準
を
適
用
す
る
と
い
う
解
釈
方
法
で
あ
る
。
判
決
は
そ
の
上

で
,
㈲
併
給
禁
止
規
定
は
二
五
条
一
項
と
は
か
か
わ
り
が
な
い
'
佃
右
規

定
を
設
け
た
立
法
府
の
裁
量
に
は
濫
用
・
逸
脱
が
認
め
ら
れ
な
い
、
と
し

て
右
規
定
が
憲
法
二
五
条
に
違
反
し
な
い
と
結
論
し
た
。
憲
法
一
四
条
一

項
,
三
一
条
に
つ
い
て
も
'
合
理
性
を
欠
く
こ
と
が
明
ら
か
で
は
な
い
の

で
,
違
反
し
な
い
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
上
告
が
な
さ
れ
'
本
判
決
と
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。

i

a

B

圃

l
　
恵
法
二
五
粂
一
項
'
二
項
は
い
ず
れ
も
'
福
祉
国
家
の
理
念
に
基

づ
く
国
の
責
務
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
り
'
ま
た
へ
同
条
一
項
は
'
国
が

個
々
の
国
民
に
対
し
て
具
体
的
・
現
実
的
に
、
す
べ
て
の
国
民
が
健
康
で

文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
み
う
る
よ
ケ
国
政
を
運
営
す
る
義
務
を

有
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
'
と
解
す
べ
き
こ
と
は
当
裁
判

所
の
判
例
と
す
る
と
こ
-
ろ
で
あ
る
。

憲
法
二
五
条
に
い
/
ワ
「
『
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
』
な
る
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も
の
は
'
き
わ
め
て
抽
象
的
・
相
対
的
な
概
念
で
あ
っ
て
'
そ
の
具
体
的

内
容
は
'
そ
の
時
々
に
お
け
る
文
化
の
発
達
の
程
度
へ
　
経
済
的
・
社
会
的

条
件
へ
　
1
股
的
な
国
民
生
活
の
状
況
等
と
の
相
関
関
係
に
お
い
て
判
断
決

定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
'
右
規
定
を
現
実
の
立
法
と
し
て

具
体
化
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
国
の
財
政
事
情
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き

ず
'
ま
た
へ
多
方
面
に
わ
た
る
複
雑
多
様
な
'
し
か
も
高
度
の
専
門
技
術

的
な
考
察
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
政
策
的
判
断
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
へ
　
憲
法
二
五
条
の
規
定
の
趣
旨
に
こ
た
え
て
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
立
法
措
置
を
講
ず
る
か
の
選
択
決
定
は
'
立
法
府
の
広
い
裁

量
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
お
り
へ
　
そ
れ
が
著
し
く
合
理
性
を
欠
き
明
ら
か
に
裁

量
の
逸
脱
へ
　
濫
用
と
見
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
場
合
を
除
き
'
裁
判
所
が

審
査
判
断
す
る
の
に
適
し
な
い
事
柄
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い。」
「
児
童
扶
養
手
当
は
'
も
と
も
と
国
民
年
金
法
六
1
条
所
定
の
母
子
福

祉
年
金
を
補
完
す
る
制
度
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
と
見
る
の
を
相
当
と

す
る
の
で
あ
り
へ
　
児
童
の
養
育
者
に
対
す
る
養
育
に
伴
う
支
出
に
つ
い
て

の
保
障
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
児
童
手
当
法
所
定
の
児
童
手
当
と
は
そ

の
性
格
を
異
に
L
t
受
給
者
に
対
す
る
所
得
保
障
で
あ
る
点
に
お
い
て
'

前
記
母
子
福
祉
年
金
ひ
い
て
は
国
民
年
金
法
所
定
の
国
民
年
金
　
(
公
的
年

金
)
　
1
椴
へ
　
し
た
が
っ
て
そ
の
l
種
で
あ
る
障
害
福
祉
年
金
と
基
本
的
に

同
一
の
性
格
を
有
す
る
も
の
へ
　
と
見
る
の
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
」
。
「
こ

の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
'
社
会
保
障
給
付
の
全
般
的
公
平
を
図
る
た
め

公
的
年
金
相
互
間
に
お
け
る
併
給
調
整
を
行
う
か
ど
う
か
は
、
さ
き
に
述

べ
た
と
こ
ろ
に
よ
り
'
立
法
府
の
裁
量
の
範
囲
に
属
す
る
事
柄
と
見
る
べ

き
で
あ
る
。
ま
た
へ
　
こ
の
種
の
立
法
に
お
け
る
'
給
付
額
の
決
定
も
、
立
法

政
欝
上
の
裁
量
事
項
で
あ
り
'
そ
れ
.
が
低
額
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
当
然

に
憲
法
二
五
条
違
反
に
結
び
つ
-
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
。
し

た
が
っ
て
へ
　
本
件
併
給
調
整
条
項
は
憲
法
二
五
条
に
違
反
し
な
い
。

二
　
「
憲
法
二
五
条
の
規
定
の
趣
旨
に
こ
た
え
て
制
定
さ
れ
た
法
令
に

お
い
て
'
受
給
者
の
範
囲
'
支
給
要
件
'
支
給
金
額
等
に
つ
き
な
ん
ら
合

理
的
理
由
の
な
い
不
当
な
差
別
的
取
扱
を
し
た
り
'
あ
る
い
は
個
人
の
尊

厳
を
鞍
損
す
る
よ
う
な
内
容
の
定
め
を
設
け
て
い
る
と
き
は
'
別
に
所
論

指
摘
の
棄
法
一
四
条
及
び
一
三
条
違
反
の
問
題
を
生
じ
う
る
こ
と
は
否
定

し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
'
本
件
併
給
調
整
条
項
の
適

用
に
よ
り
'
上
告
人
の
よ
う
に
障
害
福
祉
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

地
位
に
あ
る
者
と
そ
の
よ
う
な
地
位
に
な
い
者
と
の
間
に
児
童
扶
養
手
当

の
受
給
に
関
し
て
差
別
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
'
さ
き
に
説
示

し
た
と
こ
ろ
に
加
え
て
原
判
決
の
指
摘
し
た
諸
点
'
と
り
わ
け
身
体
障
害

者
'
母
子
に
対
す
る
諸
施
策
及
び
生
活
保
護
制
度
の
存
在
な
ど
に
照
ら
し

て
総
合
的
に
判
断
す
る
と
'
右
差
別
が
な
ん
ら
合
理
的
理
由
の
な
い
不
当

な
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
し
た
原
審
の
判
断
は
'
正
当
と
し
て
是

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
'
本
件
併
給
調
整
条
項
が
児
童
の
個
人
と

し
て
の
尊
厳
を
害
し
'
憲
法
二
二
条
に
違
反
す
る
窓
意
的
か
つ
不
合
理
な

立
法
で
あ
る
と
い
え
な
い
こ
と
も
'
上
来
説
示
.
 
L
i
l
と
こ
ろ
に
徴
し
て
明

ら
か
で
あ
る
か
ら
へ
　
こ
の
点
に
関
す
る
上
告
人
の
主
張
も
理
由
が
な
い
」
。

・
【
研
究
】
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一
憲
法
二
五
条
と
併
給
制
限

川
　
生
存
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
へ
従
来
へ
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
説
、

抽
象
的
権
利
説
'
具
体
的
権
利
説
が
主
張
さ
れ
て
き
た
。
最
近
で
は
'
裁

判
の
場
面
に
即
し
た
分
析
'
す
な
わ
ち
へ
　
い
か
な
る
訴
訟
類
型
に
お
い

て
'
い
か
な
る
審
査
基
準
に
よ
っ
て
へ
生
存
権
に
裁
判
規
範
性
を
圃
め
て

(
-
)

い
く
か
'
と
い
う
視
角
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
朝
日
訴

(
?
}
}

訟
最
高
裁
判
決
以
来
一
五
年
間
へ
　
学
説
は
様
々
な
訴
訟
に
刺
激
さ
れ
つ

つ
へ
生
存
権
実
質
化
の
た
め
の
理
論
を
蓄
辞
し
て
き
た
。
堀
木
訴
訟
は
そ

う
し
た
歩
み
の
な
か
で
、
ま
さ
に
エ
ポ
ッ
ク
メ
ー
キ
ン
グ
な
役
割
を
果
た

し
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
審
判
決
は
、
二
五
条
に
つ
い
て
の
判
断
は
な

か
っ
た
も
の
の
へ
　
併
給
禁
止
規
定
を
憲
法
一
四
条
違
反
と
断
じ
た
点
で
'

(
3
)

牧
野
訴
訟
判
決
と
と
も
に
数
あ
る
年
金
訴
訟
の
な
か
で
異
彩
を
放
っ
て
い

る
。
控
訴
審
判
決
で
は
、
国
側
に
よ
っ
て
牧
野
訴
訟
以
来
主
張
さ
れ
て
き

た
憲
法
二
五
条
1
項
二
一
項
分
離
論
が
'
明
確
に
採
用
さ
れ
注
目
を
集
め

た
。
こ
の
理
論
は
問
題
を
多
く
含
み
な
が
ら
も
へ
分
析
を
よ
り
撤
密
に
す

る
と
い
う
点
で
は
正
し
い
方
向
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
評
価
し
う
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
後
の
下
級
審
判
決
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

と
こ
ろ
が
'
上
告
審
判
決
は
へ
　
こ
の
一
五
年
間
の
学
説
'
下
級
審
の
理

論
的
展
開
を
1
顧
だ
に
せ
ず
へ
朝
日
訴
訟
判
決
の
地
点
か
ら
1
歩
も
動
か

な
い
こ
と
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
判
決
の
最
大
の
問
題
点
は
'
す
べ
て

の
社
会
保
障
制
度
に
つ
い
て
広
範
な
立
法
裁
量
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。

二
五
条
一
項
二
一
項
分
離
論
が
強
-
批
判
さ
れ
た
の
は
'
二
項
に
基
づ
-

防
貧
施
策
(
社
会
保
険
へ
社
会
扶
助
'
社
会
福
祉
)
と
'
「
健
康
で
文
化
的
な

最
低
限
度
の
生
活
」
と
い
う
基
準
と
の
つ
な
が
り
を
切
断
し
た
点
で
あ
っ

(
4
)

た
わ
け
で
あ
る
が
、
反
面
へ
一
項
に
基
づ
ぐ
救
貧
施
策
た
る
公
的
扶
助
に

つ
い
て
は
「
絶
対
的
基
準
」
が
あ
る
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
'
積
極
的
意
義

(
5
)

が
わ
ず
か
に
兄
い
出
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
'
最
高
裁
は
'
す
べ

て
の
制
度
を
立
法
裁
量
に
委
ね
た
の
で
あ
っ
て
'
司
法
審
査
が
及
ぶ
場
合

と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
「
著
し
く
合
理
性
を
欠
き
明
ら
か
に
裁
量
の
逸
脱
・

濫
用
と
見
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
場
合
」
と
い
う
の
を
想
像
す
る
の
は
困

難
で
あ
る
か
ら
へ
結
局
へ
　
い
か
な
る
社
会
保
障
制
度
も
憲
法
二
五
条
違
反

と
さ
れ
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

生
存
権
を
具
体
化
す
る
立
法
に
限
ら
ず
、
一
般
的
に
い
っ
て
'
立
法
に

は
多
か
れ
少
な
か
れ
立
法
府
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
た
部
分
が
あ
る
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
'
逆
に
憲
法
の
拘
束
か
ら
全
く
自
由
な
立
法
も

(
6
)

存
在
し
な
い
。
立
法
裁
量
を
ど
の
程
度
認
め
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
、
一
般
的
な
結
論
を
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
て
'
そ
れ
ぞ
れ
の
立
法

・
制
度
に
関
連
す
る
憲
法
の
各
条
文
の
解
釈
の
な
か
で
決
す
る
ほ
か
は
な

(
7
)

い
。
た
だ
へ
　
立
法
裁
量
が
語
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
'
①
そ
の
領
域
に

は
憲
法
の
覇
束
が
存
在
し
な
い
た
め
'
立
法
府
の
専
権
的
な
裁
量
事
項
と

な
っ
て
'
司
法
審
査
が
及
ば
な
い
の
か
へ
　
そ
れ
と
も
'
⑧
立
法
府
は
憲
法

に
覇
束
さ
れ
る
が
'
種
々
の
老
慮
事
項
を
判
断
す
る
立
法
府
の
能
力
を
尊

重
し
て
司
法
が
自
制
を
す
る
の
か
　
-
　
こ
の
場
合
へ
講
学
上
「
裁
量
」
と

(ォ.;

は
呼
ば
れ
な
い
で
あ
ろ
う
I
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
区

別
は
'
立
法
裁
量
の
名
の
も
と
に
憲
法
の
規
範
カ
を
弱
め
る
傾
向
の
強
い

わ
が
国
の
現
状
か
ら
み
て
重
要
で
あ
る
。
日
本
国
恵
法
の
構
造
は
'
三
一
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条
へ
八
一
条
へ
九
八
桑
等
か
ら
み
て
'
裁
判
所
の
窓
意
的
な
判
断
に
よ
っ

て
基
本
権
保
障
が
不
当
に
縮
減
さ
れ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
か
ら
'
「
基
本

権
に
つ
い
て
立
法
裁
量
を
主
張
す
る
場
合
に
は
必
ず
明
確
で
充
分
に
納
得

-
　
(
9
)

の
ゆ
く
合
理
的
な
根
拠
が
必
要
で
あ
ろ
う
」
。
特
に
'
前
述
の
区
別
の
⑧

は
、
司
法
審
査
が
で
き
る
け
れ
ど
も
立
法
府
に
敬
意
を
表
し
て
審
査
し
な

い
(
あ
る
い
は
緩
や
か
な
審
査
を
す
る
)
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
へ
　
こ
の
場

合
'
憲
法
で
は
な
く
'
裁
判
所
が
司
法
消
極
主
義
の
立
場
か
ら
'
立
法
府
に

裁
量
権
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
'
「
明
確
で
充
分
に
納
得
の

ゆ
く
合
理
的
な
根
拠
」
の
必
要
性
が
一
層
高
ま
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
結
局
'
こ
の
場
合
に
は
'
裁
判
所
の
判
断
が
窓
意
的
に
な
ら
な
い

こ
と
を
保
障
す
る
た
め
'
審
査
基
準
の
明
確
化
が
特
に
要
請
さ
れ
よ
う
。

以
上
の
こ
と
を
生
存
権
に
即
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
社
会
保
障
立
法
に

対
し
て
憲
法
二
五
条
の
魂
束
が
全
く
及
ば
な
い
と
す
る
学
説
は
今
日
で
は

存
在
し
な
い
と
い
っ
て
も
㌃
第
に
,
規
範
カ
を
強
め
る
方
向
で
理
論

が
展
開
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
下
級
審
判
決
の
主
流
で
あ
る
二

五
条
二
分
論
に
し
て
も
'
一
項
に
基
づ
く
救
貧
施
策
に
は
　
「
絶
対
的
基

準
」
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
本

件
最
高
裁
判
決
は
'
幅
広
い
立
法
裁
量
を
認
め
た
点
に
特
色
を
持
つ
。
判

決
が
そ
の
理
由
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
は
'
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限

度
の
生
活
」
　
(
以
下
「
最
低
限
度
の
生
活
」
と
い
う
)
な
る
も
の
は
極
め
て
抽

象
的
・
相
対
的
な
概
念
で
あ
っ
て
へ
そ
の
具
体
的
内
容
は
'
文
化
の
発
達

の
程
度
へ
趣
済
的
・
社
会
的
条
件
'
一
般
的
な
国
民
生
活
の
状
況
等
に
関

連
す
る
こ
と
、
及
び
'
現
実
の
立
法
と
し
て
具
体
化
す
る
に
当
た
っ
て

は
'
財
政
事
情
を
含
む
多
方
面
に
わ
た
る
複
雑
な
'
し
か
も
高
度
の
専
門

技
術
的
な
考
察
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
政
策
的
判
断
を
必
要
と
す
る
'
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
前
半
部
分
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
り
へ
　
そ
の
意
味
で

「
最
低
限
度
の
生
活
」
　
が
相
対
的
な
性
格
を
持
つ
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
も
'
「
そ
れ
が
人
間
と
し
て
の

生
活
の
最
低
限
度
と
い
う
一
線
を
有
す
る
以
上
理
論
的
に
は
特
定
の
国
に

お
け
る
特
定
の
時
点
に
お
い
て
は
一
応
客
観
的
に
決
定
す
べ
き
も
の
で
あ

a
)

り
へ
　
ま
た
し
う
る
も
の
で
あ
る
」
。
と
こ
ろ
が
へ
　
本
件
最
高
裁
判
決
の
よ

う
に
'
多
く
の
政
策
的
要
素
　
(
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
要
素
を
考
え
て
い
る
の

か
明
確
で
は
な
い
が
)
を
含
め
る
立
場
に
立
て
ば
'
立
法
裁
量
を
広
く
認
め

る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
問
題
は
'
こ
の
よ
う
な
政
策
的
要
素
を

含
め
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
で
あ
っ
て
'
そ
れ
は
憲
法
の
解
釈
に

(
2
)

よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
'
財
政
等
は
憲
法
が
指
導
す
べ

き
も
の
で
あ
っ
て
そ
の
逆
で
は
あ
り
え
ず
'
「
最
低
限
度
の
生
活
」
水
準

確
定
の
際
に
'
過
度
に
政
策
的
要
素
が
混
入
す
る
こ
と
に
は
'
憲
法
か
ら

(
2
)

み
て
問
題
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
'
最
高
裁
判
決
は
、
本
来
含
め
る
べ
き

で
な
い
要
素
を
含
め
た
う
え
で
広
範
な
立
法
裁
量
論
を
帰
結
し
た
点
に
誤

り
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
憲
法
二
五
条
は
立
法
府
を
一
定
の
範

囲
で
拘
束
し
て
お
り
、
ま
た
裁
判
所
は
'
い
か
な
る
制
度
が
憲
法
か
ら
み

て
理
想
的
で
あ
る
か
の
判
断
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
　
あ
る
制

度
が
「
最
低
限
度
の
生
活
」
を
保
障
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
を

問
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
へ
裁
判
所
の
司
法
審
査
は
十
分
に

可
能
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
'
本
判
決
に
お
い
て
立
法
府
に
与
え
ら
れ
た
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裁
量
は
'
前
述
の
⑧
に
該
当
す
る
。
す
な
わ
ち
へ
判
決
が
あ
げ
た
理
由
は

広
範
な
裁
量
の
根
拠
に
は
な
り
え
な
い
も
の
で
あ
り
'
最
高
裁
は
も
っ
と

十
分
な
根
拠
を
示
さ
な
け
れ
ば
、
「
明
白
の
原
則
」
と
い
う
'
ほ
と
ん
ど

司
法
審
査
の
及
ば
な
い
緩
や
か
な
基
準
を
用
い
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。
で
は
生
存
権
の
場
合
に
い
か
な
る
審
査
基
準
が
適
用

さ
れ
る
べ
き
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
へ
　
「
厳
格
な
合
理
性
」
の
ア
プ
ロ
ー

チ
を
用
い
て
実
質
的
審
査
を
行
な
う
べ
き
だ
t
と
い
う
注
目
す
べ
き
主
張

(
3
)

が
な
さ
れ
て
い
る
.
も
っ
と
も
、
「
最
低
限
度
の
生
活
」
に
よ
っ
て
蘭
束

さ
れ
る
の
は
,
直
接
的
に
は
公
的
扶
助
で
あ
っ
て
'
本
件
で
問
題
と
な
っ

た
社
会
扶
助
や
社
会
保
険
な
ど
に
は
t
よ
り
広
い
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
と

1
応
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
へ
　
「
最
低
限
度
の
生
活
」
に
直
接

か
か
わ
る
法
律
の
合
憲
性
の
審
査
に
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
、
そ
れ

以
外
の
制
度
に
つ
い
て
は
よ
り
緩
や
か
な
基
準
'
と
分
け
て
老
え
る
の
が

妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
(
こ
の
よ
う
な
解
釈
方
法
を
'
以
下
「
二
重
の
基
準
」

と
呼
ぶ
)
0

㈲
右
の
よ
う
な
「
二
重
の
基
準
」
を
用
い
る
の
は
'
分
析
を
撤
密
に

す
る
と
い
う
意
味
で
も
'
ま
た
、
制
度
(
公
的
扶
助
か
'
あ
る
い
は
社
会
保

.

・

I

I

I

.

I

.

・

・

.

I

.

定
し
た
が
,
こ
の
理
論
に
は
正
し
い
方
向
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
認
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
へ
本
件
控
訴
審
判
決
の
よ
う
に
'
防
貧
・
救

貧
の
区
別
の
基
準
を
'
法
律
に
お
け
る
補
足
性
の
原
則
等
の
規
定
の
存

否
に
の
み
求
め
る
の
は
,
あ
ま
り
に
も
形
式
的
で
妥
当
性
を
欠
く
。
 
~
ま

た
,
一
項
と
二
項
を
峻
別
す
る
方
法
は
'
規
定
の
沿
革
の
上
か
ら
も
'
生

存
権
の
構
造
の
上
か
ら
も
問
題
が
㌔
㌃
よ
-
も
,
二
項
に
基
づ
く
施

策
と
「
最
低
限
度
の
生
活
」
と
の
つ
な
が
り
を
切
断
す
る
解
釈
を
許
す
と

い
う
点
で
も
　
採
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
点
に
留
意
し
た
上
で
「
二
重
の
基
準
」
を
構
成
す
る
場

合
、
最
大
の
難
点
は
・
公
的
扶
助
以
外
の
制
度
と
「
最
低
限
度
の
生
活
」

と
の
か
か
わ
り
を
い
か
に
把
握
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に

つ
い
て
,
二
つ
の
方
向
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
へ
公
的
扶
助
制
度
の
み

に
よ
っ
て
は
'
現
実
に
「
最
低
限
度
の
生
活
」
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
は

い
え
な
い
場
合
'
「
防
貧
施
策
」
も
「
救
貧
施
策
」
の
l
環
と
し
て
把
握

(S)

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
立
場
は
'
裁
判
に
お
け
る
生
活
実
態
の

審
理
を
当
然
に
要
請
す
る
。
本
件
第
一
審
判
決
が
'
憲
堅
四
条
に
関
し

て
で
あ
っ
た
が
'
生
活
実
態
を
審
査
し
て
、
児
童
扶
養
手
当
は
救
貧
的
機

能
を
果
た
し
て
い
る
と
し
た
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
.
こ
の
寧
見
方
の

背
景
に
は
'
最
低
生
活
保
障
の
方
式
が
次
増
公
的
扶
助
か
ら
離
れ
て
い

っ
て
い
る
の
は
国
際
的
な
趨
勢
で
あ
賢
し
と
、
わ
が
国
の
戦
後
ま
も
な
い

時
期
に
お
い
て
さ
え
'
最
低
生
活
保
障
を
公
的
扶
助
に
限
る
希
え
方
が
支

(S)

配
的
セ
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
'
最
低
生
活
保
障
の
方
式
と
し

て
は
社
会
保
険
を
こ
そ
優
先
さ
せ
る
べ
き
だ
と
す
る
発
想
が
あ
る
。

第
二
に
,
社
会
保
険
等
の
場
合
へ
公
的
扶
助
に
比
し
て
立
法
裁
量
の
幅

が
大
き
い
と
し
て
も
'
憲
法
二
五
条
は
向
上
増
進
の
努
力
を
も
要
求
し
て

い
る
か
ら
,
い
っ
た
ん
立
法
に
よ
り
具
体
化
さ
れ
た
最
低
基
準
は
積
極

的
,
合
理
的
理
由
な
く
し
て
'
後
退
な
い
し
奪
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
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る
希
え
方
で
あ
軍
塩
見
訴
蔓
壷
判
決
が
,
憲
法
妄
条
二
項
に
基

(S)

つ
く
施
策
で
あ
っ
て
も
'
「
1
且
へ
国
民
に
具
体
的
権
利
が
与
え
ら
れ
る

と
'
当
該
権
利
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
憲
法
二
五
条
二
項
は
'
こ
れ

に
基
づ
く
施
策
を
準
え
ず
充
実
拡
充
し
て
い
く
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
か

ら
'
当
該
権
利
を
立
法
に
よ
っ
て
奪
う
こ
と
は
'
他
に
合
理
的
な
理
由
が

な
い
限
り
許
さ
れ
ず
'
し
か
も
'
そ
の
合
理
性
は
'
か
な
り
厳
格
に
検
討

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
の
は
へ
　
こ
の
趣
旨
の
一
端

(;ご

を
表
明
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
憲
法
二
五
条
の
窮
束
の
範
囲
と
程
度
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
.
は
'
立
法
裁
量
論
の
更
な
る
検
討
と
と
も
に
,
今
後
の
重
要
な
課

題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
　
憲
法
一
四
条
と
併
給
制
限

川
　
生
存
権
を
具
体
化
す
る
立
法
の
恵
法
1
四
条
適
合
性
の
判
断
に

は
、
し
ば
し
ば
二
五
条
論
が
色
渡
-
投
影
し
て
い
る
。
本
件
第
一
審
判
決

は
、
憲
法
二
五
条
に
は
触
れ
ず
に
'
併
給
制
限
規
定
を
7
四
条
違
反
と
し

た
が
へ
そ
の
判
断
の
基
礎
と
し
て
生
存
権
保
障
に
つ
い
て
の
判
断
が
な
さ

t
c
s
I
J

れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
控
訴
審
判
決
は
、
こ
れ
と
は
反
対

に
'
併
給
禁
止
規
定
を
合
憲
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
差
別
の
合
理
性
を

判
断
す
る
枠
組
み
と
し
て
二
五
条
一
項
・
二
項
分
離
論
が
作
用
し
て
い

<?,i
る
。
こ
の
点
'
最
高
裁
判
決
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
憲
法
二
五
条
の
規

定
の
要
請
に
こ
た
え
て
制
定
さ
れ
た
法
令
に
お
い
て
'
受
給
者
の
範
囲
へ

支
給
要
件
へ
支
給
金
額
等
に
つ
き
な
ん
ら
合
理
的
理
由
の
な
い
不
当
な
差

別
的
取
扱
を
し
た
と
き
に
は
'
別
に
憲
法
一
四
条
違
反
の
問
題
が
生
じ
う

る
t
　
と
判
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
れ
ば
'
一
四
条
の
合
理
性
判
断
が

独
立
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
'
合
憲

で
あ
る
理
由
と
し
て
述
べ
た
と
こ
ろ
は
'
「
さ
き
に
説
示
し
た
と
こ
ろ
に

加
え
て
原
判
決
の
指
摘
し
た
諸
点
へ
と
り
わ
け
身
体
障
害
考
増
子
に
対

す
る
諸
施
策
及
び
生
活
保
護
制
度
の
存
在
な
ど
に
照
ら
し
て
総
合
的
に
判

断
す
る
と
-
-
」
と
い
う
部
分
だ
け
で
あ
る
。
二
五
条
に
つ
い
て
の
広
範

な
立
法
裁
量
論
に
引
き
ず
ら
れ
て
'
ほ
と
ん
ど
実
質
的
判
断
を
す
る
こ
と

な
く
合
憲
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
高
裁
が
独
自
に
論
じ
た
の

は
'
わ
ず
か
に
、
「
さ
き
に
説
示
し
た
と
こ
ろ
」
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る

児
童
扶
養
手
当
の
性
格
に
つ
い
て
の
み
で
あ
っ
て
'
そ
れ
も
二
五
条
に
関

し
て
述
べ
た
に
す
ぎ
な
い
。
同
じ
問
題
で
あ
っ
て
も
'
平
等
原
則
に
関
し

て
論
ず
る
と
き
に
は
異
な
る
取
扱
い
方
が
あ
る
で
あ
ろ
う
L
t
　
そ
も
そ
も

判
決
の
い
う
と
こ
ろ
に
説
得
力
が
あ
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
(
こ
れ
に
つ

い
て
は
後
述
す
る
)
。
ニ
五
条
論
の
一
四
条
判
断
へ
の
投
影
は
'
第
一
審
判

決
の
場
合
高
-
評
価
さ
れ
た
が
へ
　
1
歩
誤
れ
ば
'
一
四
条
の
独
自
の
意
義

を
失
わ
せ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
一
四
条
と
二
五
条
と
は
規
範
内

容
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
が
'
当
然
の
こ
と
な
が
ら
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら

(03)

iV-い。も
っ
と
も
'
一
四
条
に
つ
い
て
独
自
の
審
査
を
す
る
H
>
フ
求
め
た
と
し

て
も
'
そ
の
判
断
基
準
が
'
本
判
決
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
「
最
小

(
8
)

限
度
の
合
理
性
」
で
足
り
る
と
す
る
な
ら
ば
へ
実
際
の
と
こ
ろ
へ
　
1
四
条

違
反
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
学
説
で
は
'
審
査
基
準

(S)

と
し
て
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
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ば
、
法
律
の
設
け
た
分
類
が
重
要
な
目
的
に
資
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
,
か
つ
'
国
は
目
的
と
の
密
接
な
適
合
性
を
事
実
に
即
し
て
立
託
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
t
と
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
'
一
四
条
違
反
に

な
る
か
否
か
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
た
る
「
合
理
性
」
そ
れ
自
体
の
判
断
基
準

が
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
合
理
性
」
が
伸
縮
自
在
の
基
準
で

あ
る
こ
と
が
、
二
五
条
の
立
敵
裁
量
論
の
無
原
則
な
侵
入
を
許
す
1
因
で

あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
本
判
決
が
そ
う
し
た
基
準
を
示
さ

な
か
っ
た
の
は
'
残
念
で
あ
る
。

佃
　
と
こ
~
ろ
で
'
本
判
決
及
び
控
訴
審
判
決
が
あ
げ
た
合
恵
の
理
由

臥
,
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
稼
得
能
力
の
喪
失
・
減
退
の
事
故
が
同
一

人
に
複
数
生
じ
て
も
'
所
得
低
下
の
程
度
は
必
ず
し
も
比
例
的
に
加
重
し

な
い
,
⑧
併
給
を
認
め
る
こ
と
は
特
定
人
に
の
み
二
重
二
二
重
の
保
障
を

す
る
こ
と
に
な
り
'
か
え
っ
て
不
均
衡
を
生
ず
る
へ
⑧
1
般
国
民
感
情
が

未
だ
併
給
を
当
然
視
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
へ
④
数
多
く
の
施
策
を
総
合

的
に
見
れ
ば
'
年
金
や
手
当
の
併
給
調
整
を
し
て
も
一
概
に
国
民
の
ニ
ー

ド
に
応
じ
な
い
施
策
を
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
'
⑧
最
終
的
に
は
生
活

保
護
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
へ
⑥
家
族
給
付
を
除
い
て
は
併
給
調
整
又

は
禁
止
を
し
て
も
国
際
常
識
に
も
と
る
も
の
で
は
な
い
O
以
上
の
理
由
の

う
ち
,
①
,
②
及
び
⑥
に
つ
い
て
は
へ
障
害
福
祉
年
金
と
児
童
扶
養
手
当

と
が
同
じ
性
質
の
も
の
か
(
穆
得
能
力
の
低
下
へ
喪
失
に
対
応
す
る
給
付
で
あ

る
か
)
,
あ
る
い
は
手
当
は
児
童
手
当
類
似
の
も
の
か
、
・
と
い
う
問
題
に

帰
す
る
。
も
し
後
者
で
あ
れ
ば
こ
れ
ら
の
理
由
は
基
礎
を
失
う
こ
と
に
な

る
が
,
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
⑨
国
民
感
情
に
つ
い
て
は
へ
　
こ
れ

を
理
由
に
加
え
る
こ
と
自
体
問
題
で
あ
る
が
'
な
ん
ら
説
得
力
の
あ
る
論

証
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
へ
第
一
審
判
決
に
つ
い
て
の
マ
ス
コ

ミ
の
好
意
的
評
価
へ
兵
庫
県
議
会
へ
京
都
府
議
会
の
支
持
釈
義
'
国
会
に

お
け
る
法
律
改
正
等
か
ら
み
る
と
、
む
し
ろ
多
く
の
国
民
に
併
給
禁
止
の

違
憲
論
が
支
持
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
S
)
理
由
の
④
と
⑤
は
,
最
高

裁
判
決
も
特
に
こ
れ
を
強
調
す
る
が
'
平
等
原
則
に
つ
い
て
の
合
憲
理
由

と
は
な
り
え
な
い
。
同
じ
ニ
ー
ド
を
も
つ
者
に
同
じ
給
付
を
t
と
叶
う
の

が
平
等
原
則
の
命
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
施
策
は
独
白
の
ニ

ー
ド
に
対
応
し
て
お
り
へ
容
易
に
他
に
代
わ
り
う
る
も
の
で
は
な
い
O
児

童
の
養
育
費
は
'
控
訴
審
判
決
の
あ
げ
る
相
談
指
導
'
更
生
医
療
等
で
は

こ
れ
に
対
応
す
る
こ
、
と
は
で
き
ず
'
や
は
り
児
童
扶
養
手
当
を
も
っ
て
当

て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑤
に
つ
い
て
は
へ
公
的
扶
助
以
外
の
制
度
に
対

す
る
平
等
原
則
の
適
用
を
否
定
す
る
の
に
等
し
く
、
到
底
正
当
な
理
由
と

は
い
え
な
い
。

結
局
'
児
童
扶
養
手
当
の
性
格
い
か
ん
が
問
題
を
決
す
る
こ
と
に
な

る
。
児
童
扶
養
手
当
が
沿
革
的
に
は
母
子
福
祉
年
金
を
補
完
す
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
'
そ
れ
は
立
法
の
動
機
で
あ
っ
て

解
釈
の
l
資
料
に
す
ぎ
な
い
。
法
自
体
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
次
の
こ
と
が

明
ら
か
と
な
る
。
児
童
扶
養
手
当
の
要
保
障
事
故
た
る
生
別
母
子
状
態

は
、
確
か
に
稼
得
能
力
の
低
下
又
は
喪
失
を
伴
う
が
'
そ
れ
に
加
え
て
児

童
の
養
育
の
た
め
の
出
費
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
一
方
'
法
の
規
定
に
よ

れ
ば
,
手
当
の
趣
旨
は
児
童
の
福
祉
の
増
進
で
あ
り
'
手
当
受
給
者
は
そ

の
趣
旨
に
従
っ
て
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
′
手
当
の
実
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質
的
対
象
は
児
童
で
あ
っ
て
'
そ
の
意
味
で
は
児
童
手
当
制
度
の
一
種
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
へ
最
高
裁
判
決
及
び
控
訴
審
判
決
が

当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
に
'
児
童
扶
養
手
当
の
要
保
障
事
故
は
稼

得
能
力
の
低
下
へ
喪
失
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
理
由
の
①
に
つ

い
て
は
'
生
活
実
態
を
審
理
す
る
必
要
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
よ

っ
て
.
障
害
と
い
う
稜
得
能
力
の
減
退
を
支
給
事
由
と
す
る
障
害
福
祉
年

金
と
'
児
童
の
養
育
費
を
含
む
児
童
扶
養
手
当
と
の
併
給
を
禁
ず
る
こ
と

(
8
)

に
は
合
理
性
が
な
い
t
　
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

本
判
決
は
'
憲
法
二
五
条
'
一
四
条
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
広
範
な
立
法

裁
量
を
認
め
'
違
憲
の
主
張
を
排
し
た
。
結
論
は
と
も
か
く
へ
結
論
に
至

る
論
理
過
程
が
'
十
分
説
得
力
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
か
と
な
る

と
'
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
'
大
い
に
疑
問
が
残
る
。
最
高
裁
に

増
、
下
級
審
を
リ
ー
ド
す
る
に
足
る
明
快
な
判
例
理
論
を
構
築
す
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
て
い
る
が
'
本
判
決
で
そ
れ
が
果
た
さ
れ
た
と
は
到
底
者
え

ら
れ
な
い
。
と
り
わ
け
'
下
級
審
や
学
説
が
提
起
し
た
様
々
な
課
題
に
応

え
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
。

(
1
)
　
中
村
睦
男
「
生
存
権
」
声
部
編
『
憲
法
Ⅲ
』
三
四
六
頁
参
照
。

(
2
)
　
最
大
判
昭
四
二
・
五
・
二
四
民
集
二
一
巻
五
号
一
〇
四
一
二
頁
。

(
3
)
　
東
京
地
判
昭
四
三
・
七
二
五
行
集
一
九
巻
七
号
二
九
六
頁
。

(
4
)
　
中
村
睦
男
「
生
存
権
の
法
的
性
格
」
法
律
時
報
四
八
巻
五
号
一
四
頁
。
鳥

居
喜
代
和
「
年
金
訴
訟
に
お
け
る
憲
法
二
五
条
論
の
動
向
」
立
命
戯
法
学
一
五

九
・
二
ハ
〇
号
は
'
分
離
論
の
構
成
要
素
と
し
て
'
①
救
貧
施
策
と
防
貧
施
策

へ
の
分
類
と
1
項
・
二
項
へ
の
連
結
'
②
l
項
二
1
項
の
規
範
的
効
果
の
上
で

の
峻
別
と
そ
れ
に
よ
る
絶
対
的
基
準
か
ら
の
防
貧
施
策
の
解
放
'
③
分
類
判
断

方
法
の
法
律
解
釈
へ
の
限
定
t
の
三
つ
を
あ
げ
'
②
が
「
峻
別
論
の
特
徴
を
最

も
よ
く
表
現
す
る
本
質
的
要
素
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
(
二
一
1
二
頁
)
0

(
5
)
　
も
っ
と
も
'
事
案
が
す
べ
'
て
絶
対
的
基
準
の
な
い
防
貧
施
策
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
'
「
絶
対
的
基
準
」
の
効
果
の
程
は
不
明
だ
っ
た
。

(
6
)
　
い
わ
ゆ
る
憲
法
の
欠
鉄
の
揚
合
'
覚
道
豊
拍
「
憲
法
に
お
け
る
自
由
裁
量

の
概
念
」
阪
大
法
学
四
〇
・
四
1
号
九
八
-
九
頁
は
'
非
常
に
広
い
範
囲
の
自

由
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
が
、
憲
法
の
根
本
原
則
や
基
本
的
精
神
に
矛
盾
す
る
立

法
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
。

(
7
)
　
覚
道
豊
治
　
「
立
法
裁
量
と
行
政
裁
量
」
　
公
法
研
究
四
一
号
一
七
八
頁
参

照
。

(
8
)
　
藤
井
俊
夫
　
「
司
法
消
極
主
義
と
違
憲
審
査
基
準
」
L
a
w
 
S
c
h
o
o
l
五
〇

号
〓
頁
以
下
参
照
。

(
9
)
　
大
須
賀
明
「
生
存
権
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
論
と
立
法
裁
量
論
の
問
題
性
」
法
律

時
報
四
八
巻
二
号
八
九
頁
。

(
S
)
　
中
村
「
生
存
権
」
(
前
掲
)
三
四
六
頁
は
'
′
 
「
憲
法
二
五
条
が
国
家
に
対
し

て
政
柏
的
・
道
義
的
義
務
を
課
し
た
だ
け
で
'
裁
判
規
笹
と
し
て
の
効
力
を
有

し
な
い
t
と
い
う
文
字
ど
お
り
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
説
は
'
今
日
も
は
や
存
在

し
な
い
」
と
い
う
。

(
3
)
　
朝
日
訴
訟
第
l
審
東
京
地
判
昭
三
五
二
〇
二
九
行
集
〓
巻
7
0
号

二
九
二
一
貫
。

(
S
)
　
大
須
賀
明
「
憲
法
上
の
不
作
為
」
早
稲
田
法
学
四
四
巻
7
・
二
号
7
七
五

頁
'
藤
井
俊
夫
「
生
存
権
」
『
憲
法
講
義
2
』
二
四
九
貢
へ
参
照
。

(
S
)
　
大
須
賀
明
「
憲
法
上
の
不
作
為
」
(
前
掲
)
,
7
七
五
-
六
頁
参
照
。

(
3
)
　
声
部
信
喜
「
憲
法
訴
訟
と
『
二
重
の
基
準
』
の
理
論
」
田
中
古
稀
記
念

『
公
法
の
理
論
下
I
』
　
1
五
七
四
頁
参
照
。

(
S
)
.
こ
の
こ
と
を
認
め
る
学
説
は
多
い
。
例
え
ば
'
中
村
「
生
存
権
」
(
前
掲
)

三
五
七
貢
'
浦
部
法
穂
・
判
例
評
論
二
七
〇
号
〔
判
例
時
報
一
〇
〇
四
号
〕
一

五
九
頁
'
参
照
。

(
2
)
　
佐
藤
功
「
憲
法
第
二
五
条
の
生
存
権
保
障
の
構
造
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
二
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1
号
六
八
頁
以
下
参
照
o

(
5
)
佐
藤
幸
治
『
憲
法
』
讐
四
頁
這
部
・
前
掲
一
五
九
頁
'
参
照
。
塩
見

訴
訟
第
一
審
大
阪
地
判
昭
五
五
二
〇
・
二
九
(
行
集
≡
巻
一
〇
号
三
七

四
頁
)
が
,
「
国
の
防
貧
的
施
策
に
関
す
る
,
立
法
府
の
裁
量
の
当
否
も
'
こ

の
よ
う
な
救
貧
的
施
策
と
関
連
づ
け
て
立
法
さ
れ
て
い
る
場
合
へ
そ
の
限
度
で

は
,
よ
り
厳
格
に
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
こ
の

趣
旨
で
あ
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

(
3
)
高
橋
昭
「
無
拠
臥
年
金
の
法
的
性
格
と
そ
の
社
会
保
障
法
上
の
地
位
」
社

会
労
働
研
究
≡
巻
三
・
四
号
五
頁
以
下
参
f
f
i
-

(
S
)
河
野
正
輝
「
憲
法
二
五
条
と
『
防
貧
施
策
』
」
法
律
時
報
四
八
巻
五
里

・
七
頁
及
び
l
八
頁
注
(
2
)
'
小
川
政
亮
「
堀
木
訴
訟
の
今
品
意
義
」
法
律

時
報
五
四
巻
七
号
〓
-
二
頁
へ
参
照
。

(
a
)
河
野
「
児
童
扶
養
手
当
法
四
条
三
項
三
号
の
違
憲
性
」
『
判
例
研
究
社
会

保
障
法
』
二
三
頁
参
照
。

ォ
)
大
阪
地
判
昭
五
五
・
一
〇
・
二
九
行
集
≡
聖
〇
号
二
二
七
四
頁
。

(
S
3
)
宮
訴
訟
壷
東
京
地
判
昭
四
九
・
四
二
一
四
(
行
集
二
五
巻
四
号
二
七
四

頁
)
も
・
分
離
論
を
採
ら
な
い
立
場
で
'
同
じ
よ
う
に
い
う
。

f
C
O
¥
佐
藤
進
「
堀
木
訴
訟
判
決
と
社
会
福
祉
行
政
の
課
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
二

毒
九
五
頁
,
森
順
次
「
堀
木
訴
訟
事
件
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
昭
和
四
七
年
度
重
要

判
例
解
説
〓
頁
'
参
照
。

(
3
)
　
河
野
「
児
童
扶
養
手
当
法
四
空
項
三
号
の
違
憲
性
」
(
前
掲
)
二
七
頁

EiUS

{
c
s
i
)
声
松
秀
典
「
堀
木
訴
訟
垂
霧
判
決
と
立
法
裁
量
論
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
七

三
号
に
よ
れ
ば
,
「
裁
判
規
讐
し
て
の
性
格
上
別
の
レ
ベ
ル
の
も
の
を
結
合

し
て
論
じ
た
と
こ
ろ
に
重
商
裁
の
誤
り
が
み
ら
れ
る
」
≡
ハ
頁
)
0

(
8
)
声
部
信
喜
「
生
存
権
の
憲
法
訴
訟
と
立
法
裁
量
」
法
学
教
室
1
四
号
九
九

r-*-iv.蝣脚

(
R
)
声
部
「
生
存
権
の
憲
法
訴
訟
と
立
法
裁
量
」
(
前
掲
)
九
九
⊥
0
0
頁
'

戸
松
・
前
掲
l
七
-
入
貢
'
参
照
o

(
S
)
上
告
理
由
に
同
様
な
主
張
が
み
ら
れ
る
(
判
例
時
空
〇
五
一
号
五
〇
-

1
頁
)
0

(
g
H
以
上
に
つ
い
て
は
,
河
野
正
輝
「
社
会
保
障
法
に
お
け
る
併
給
調
整
の
法

理
」
健
康
保
険
二
九
巻
毒
妄
其
頁
,
籾
井
常
喜
「
生
存
権
保
障
の
二
重

構
造
的
把
握
に
つ
い
て
」
有
泉
古
稀
記
念
『
労
働
法
の
解
釈
理
論
』
五
三
八
-

九
頁
,
今
村
成
和
・
判
例
評
論
一
六
七
号
〔
判
例
時
墾
ハ
八
五
号
〕
一
里

頁
、
園
部
他
編
『
社
会
保
障
行
政
法
』
六
七
九
頁
,
角
田
豊
「
堀
木
訴
訟
第
二

審
判
決
」
ジ
ュ
リ
㌣
昭
和
五
〇
年
度
重
要
判
例
解
説
二
〇
頁
'
参
照
。

(
横
藤
田
　
誠
)
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