
〔論
説
〕

裁
判
理
由
の
拘
束
力
に
つ
い
て

ド
イ

ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
を
例
と
し
て
注
1

ク

ヌ
ー
ト

・
ヴ

ォ

ル

フ
ガ

ン
グ

・
ネ

ル

著

浅

岡

慶

太

訳

Ⅰ.
序

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
所
と
の
比
較

に
際
し
て
、
最
初

の
判
決
を

一
九
五

一
年
に
下
し
た
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
短

い

歴
史
を
振
り
返
り
た
い
。
ド
イ
ツ
憲
法
学
は
、
国
家
の
権
力
と
責
任
を
連
邦
レ
ベ
ル
で
分
割
す
る
五

つ
の
憲
法
機
関
を
挙
げ
る
の
が
常
で

あ
り
、
そ
れ
は
連
邦
議
会

(
B
u
n
d
e
s
t
a
g

)
、
連
邦
参
議
院

(
B
u
n
d
e
s
r
a
t
：

連
邦
参
議
院
は
各
州
を
代
表
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
数
は

一
六
存
在
す
る
)
、
内

閣
を
率

い
る
連
邦
首
相

(
B
u
n
d
e
s
k
a
n
z
l
e
r

)
、
連
邦
大
統
領

(
B
u
n
d
e
s
p
r
a
e
s
i
d
e
n
t
：

連
邦
大
統
領
は
主
と
し
て
統

合
的
か

つ
国
家
代
表
機
能
を
有
す

る
)
、
そ
し
て
ま
さ
に
連
邦
憲
法
裁
判
所

(
B
u
n
d
e
s
v
e
r
f
a
s
s
u
n
n
g
s
g
e
r
i
c
h
t
)

で
あ
る
。
ド
イ

ツ
連
邦
憲

法
裁
判

所
と
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
判
所
を
厳
密
に
比
較
し
て
み
る
と
、
む
ろ
ん
両
者
の
間
に
あ
る
明
ら
か
に
基
本
的
な
違
い
が
目
に
付

く
。
ド
イ

ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
憲
法
が
審
査
基
準
と
な
る
事
件
に
限
り
裁
判
を
行
う
の
で
あ
る
。
他
の
事
件

に
つ
い
て
は
、
他

の

い
く

つ
か
の
連
邦
レ
ベ
ル
の
最
高
裁
判
所
に
よ

っ
て
裁
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
そ
の
歴
史
的
展
開
は
次
の
よ
う
な
成
果

へ
と
到
達
し
た
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
で
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
並
ん
で
さ
ら
に
五
つ
の
連
邦
裁
判
所
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

民
刑
事
事
件

に
関
わ
る
連
邦
通
常
裁
判
所
、
並
び

に
行
政
事
件
、
租
税
事
件
、
労
働
事
件
、
社
会
保
険
事
件
に
関
わ

る

(そ
れ
ぞ
れ

の
下
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級
審
と
し

て
の
州
裁
判
所
の
上
に
最
上
級
審
と
し
て
の
)
連
邦
裁
判
所
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
と
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
制
度
の
間
に
あ
る
も
う

一

つ
の
基
本

的
な
差
違
は
、
両
国
の
国
家
構
造
に
お
け
る
連
邦
制
度

の
差
異
か
ら
生
じ

て
い
る
。
(
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
)
連
邦
の
裁
判
権

と
各
州

の
裁
判
権
の
厳
密
な
区
別
は
ド
イ
ツ
型

の
裁
判
制
度
に
は
な
じ
み
が
な
く
、
ド
イ

ツ
で
は
連
邦
レ
ベ
ル
と
州
レ
ベ
ル
の
裁
判
所
が

互
い
に
密

に
関
わ
り
あ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
事
実
審
は
州
の
裁
判
所
で
あ
り
、
事
実
審

の
裁

判
に
対
し
て
そ
の

後
必
要

で
あ
れ
ば
各
連
邦
裁
判
所
に
上
告
を
行

い
う
る
の
が
ド
イ
ツ
型
の
裁
判
制
度
で
あ
る
。

注

1

本
稿

は

、
桐
蔭

横

浜
大

学
終

身

教
授

ク

ヌ

ー
ト

・ヴ

ォ
ル

フ
ガ

ン
グ

・ネ

ル
氏

の
論

考

の
邦
訳

で
あ

る
。
初

出

は
K
n
u
t
 
W
o
l
f
g
a
n
g
 
N
o
e
r
r
,

「
Z
u
r

B
i
n
d
u
n
g
s
w
i
r
k
u
n
g
 
v
o
n
 
E
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
s
g
r
u
e
n
d
e
n
:
 
d
a
s
 
B
e
i
s
p
i
e
l
 
d
e
s
 
d
e
u
t
s
c
h
e
n
 
B
u
n
d
e
s
v
e
r
f
a
s
s
u
n
g
s
g
e
r
i
c
h
t
s
」
,
i
n
:
 
V
e
r
g
l
e
i
c
h
e
n
d
e
 
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n

z
u
r
 
k
o
n
t
i
n
e
n
t
a
l
e
u
r
o
p
a
e
i
s
c
h
e
n
 
u
n
d
 
a
n
g
l
o
-
a
m
e
r
i
k
a
n
i
s
c
h
e
n
 
R
e
c
h
t
s
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
,
 
B
a
n
d
 
2
5
/
1
.
 
E
d
i
t
e
d
 
b
y
 
W
.
H
a
m
i
l
t
o
n
 
B
r
y
s
o
n
,
 
S
e
r
g
e
 
D
a
u
c
h
y
,
 
R
a
t
i
o

D
e
c
i
d
e
n
d
i
:
 
G
u
i
d
i
n
g
 
P
r
i
n
c
i
p
l
e
s
 
o
f
 
J
u
d
i
c
i
a
l
 
D
e
c
i
s
i
o
n
s
,
 
V
o
l
u
m
e
 
1
:
 
C
a
s
e
 
L
a
w
.
 
D
u
n
c
k
e
r
 
&
 
H
u
m
b
l
o
t
.
 
B
e
r
l
i
n
 
2
0
0
6
.
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五
.
連

邦
憲
法
裁
判
所
の
三
つ
の
権
限

連
邦
憲
法
裁
判
所

の
権
限
は
、
二
つ
の
法
文
に
よ

っ
て
、
つ
ま
り

一
九
四
九
年
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法

(第

九
三
条
、
第
九
四

条
二
項
)
そ
の
も

の
と
、
一
九
五

一
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

一
ダ
ー
ス
以
上

の
紛
争
項
目
が
こ

の
裁
判
所
に
よ

っ

て
処
理
さ
れ
う
る
が
、
そ
の
中
の
三
つ
の
項
目
が
以
下
の
叙
述
に
と

っ
て
重
要
で
あ
る
。

-
連
邦
法
あ
る
い
は
州
法
が
基
本
法

に
適
合
し
う
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
(意
見

の
)
衝
突
あ
る

い
は
疑

い
が
あ
る
場
合

に
は
、
い
く

つ

か
の
政
治
機
関
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
判
断
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
審
査
を
連
邦
政
府
と
各
州

の
政
府
、
そ
し
て
連

邦
議
会
議
員

の
三
分
の

一
が
判
断
を
求
め
う
る
。
最
後
の
可
能
性

(連
邦
議
会
議
員
の
三
分
の

一
と

い
う
要
件
)
は
、
む
ろ
ん
政
治
的
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に
実

現
で
き
な
か

っ
た
こ
と
を
憲
法
に
基
づ
い
て
実
現
さ
せ
た
い
野
党
に
よ

っ
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
紛
争
項
目
は
抽
象
的

法
条

統
制

(
a
b
s
t
r
a
k
t
e
 
N
o
r
m
e
n
k
o
n
t
r
o
l
l
e

)
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

-ド
イ

ツ
の
裁
判
制
度
で
は
法
律

の
基
本
法

へ
の
合
憲
性
の
審
査
は
独
占
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
連
邦
憲
法
裁
判
所

の
単
独
の
権
限
に

任
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
或
る
法
律
を

(連
邦
憲
法
＝

基
本
法
に
照
ら
し
て
)
憲
法
違
反
で
あ
る
と

見
な
す
裁
判
所
は
、

手
続

き
を
中
断
し
て
適
用
す
べ
き
法
条

の
有
効
性

の
疑
義
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ

の
手
続
き
を
具
体

的
法

条
統
制

(
k
o
n
k
r
e
t
e
 
N
o
r
m
e
n
k
o
n
t
r
o
l
l
e

)
と

い
う
。

-事
件

の
大
多
数
は
、
憲
法
異
議
申
立

て

(
V
e
r
f
a
s
s
u
n
g
s
b
e
s
c
h
w
e
r
d
e

)
と

い
う
手
段
で
連
邦
憲
法
裁
判
所

へ
と
達
す

る
。
自
己
の
何
ら

か
の
基
本
権
が
公
権
力
に
よ

っ
て
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
す
る
者
が
、
こ
の
法
的
救
済

(
R
e
c
h
t
s
b
e
h
e
l
f
)

を
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

憲
法
異
議
申
立
て
は
、
通
例
は
法
的
手
段
を
使

い
尽
く
し
た
後
に
な

っ
て
初
め
て
申
立
て
で
き
る
の
で
、
法
条
あ
る

い
は
裁
判
所

の
判

決
を
攻
撃
す
る
場
合
が
圧
倒
的
に
多

い
。
し
た
が

っ
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
い
く

つ
か
の
裁
判
で
も
憲
法
違
反

で
あ

る
と
宣
告
し
た
こ
と
が
あ
る
。

裁判理 由の拘束力について

Ⅲ.
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
下
す
三
種
類
の
裁
判

連
邦

憲
法
裁
判
所
が
、
合
憲
あ
る
い
は
違
憲

に
つ
い
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
法
律
上
あ
る
程
度

二
値
的
に
プ

ロ
グ

ラ
ミ
ン
グ
さ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
疑
わ
し

い
行
為
を
憲
法
に
違

反
す
る
と
し
て
無

効
と
宣

告
す
る
か
、
あ
る
い
は
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な

い
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
宣
告
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
オ
ー
ル
・オ
ァ
・

ナ

ッ
シ

ン
グ
の
建
前
は
、
と
り
わ
け
法
律
の
有
効
性
を
審
査
す
る
場
合
に
は
、
好
ま
し
く
な
い
し
ま
た
不
適
切
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
裁
判
官
達
は
、あ
か
ら
さ
ま
に
法
律

に
反
し
て

(
c
o
n
t
r
a
 
l
e
g
e
m

)
は
い
な

い
が
法
を
棚
上
げ
し
て
、法
律
外

(
P
r
a
e
t
e
r
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l
e
g
e
m

)

の
巧
妙
で
適
切
な
道
具
を
発
展
さ
せ
た
。
こ
の
三
つ
の
道
具
に
関
し
て
以
下
で
述
べ
た
い
。

-
あ
る
法
律
が
異
な
る
解
釈
を
許
す
場
合
に
、
或
る
一

つ
の
解
釈
が
憲
法
に
適
合
す
る
場
合
と
他
の

一
つ
が
そ
う

で
な

い
場
合
は
、
裁
判

官
は
憲
法
に
適
合
す
る
解
釈
を
選
択
し
、
こ
の
解
釈
に
従
う
限
り
に
お

い
て
法
条

の
有
効
を
宣
告
す
る
。
こ
の
手
続
き
を
法
律

の
憲
法

適
合
的
な
解
釈
と

い
う
。

例
：

(連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
集

[以
下
B
V
e
r
f
G
E
]
6
4
.
2
2
9
;
1
9
8
3
)
：

ド
イ
ツ
法

に
よ
れ
ば
土
地
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
権
利
関
係
は

土
地

登
記
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
土
地
に
つ
い
て
の
正
当
な
利
益
を
明
示
で
き
る
者

の
み
が
土
地
登
記
簿
を
閲
覧

で
き
る
。

或
る
特
別
法
上
で
は
、
正
当
な
利
益
を
明
示
す
る
必
要
な
し
に
、
公
官
庁
に
そ
れ
の
閲
覧

の
権
限
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て

い
た
。
通
常
実
務
は
こ
の
特
別
法
を
次

の
よ
う

に
解
釈
し
て
お
り
、
「
貯
蓄
銀
行

(
S
p
a
r
k
a
s
s
e

)
は
、
法
的
に
公
法

上
の
金
融
機
関
と

し
て
組
織
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
法
規
の
意
味
で
公
官
庁
に
含
ま
れ
る
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
民
間
の
商
業
銀
行

(
G
e
s
c
h
a
e
f
t
s
b
a
n
k

)
は
正
当
な
利
益
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
平
等
命
題

(基
本
法
第

三
条
)
違
反
で
あ

る
と
咎
め

ら
れ
た
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
上
述
の
規
定
を
合
憲
で
あ
る
と
し
て
保
持
し
、
公
官
庁
の
概
念
に
貯
蓄
銀
行
は
含
ま
れ
ず
、

貯
蓄
銀
行
は
民
間

の
銀
行
と
同
じ
く
正
当
な
利
益
の
明
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

の
た
め
こ
の
二
つ
の
信
用
機

関
は
平
等
に
取
り

扱
わ
れ
る
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、判
決

の
理
由
説
示

(
U
r
t
e
i
l
s
b
e
g
r
u
e
n
d
u
n
g

)
に
依
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。
そ
れ
は
、

法
条

の

い
か
な
る
解
釈
が
憲
法
に
合
致
す
る
か
、
そ
し
て
法
条
の
い
か
な
る
解
釈
が
憲
法
に
違
反
す
る
か
と

い
う

こ
と

が
判
決

の
理
由
説

示
か
ら
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

-連
邦
憲
法
裁
判
所
が
或
る
法
条
を
無
効
で
あ
る
と
宣
告
す
る
こ
と
を
た
め
ら
う
の
は
珍
し

い
こ
と
で
は
な
く
、連
邦
憲
法
裁
判
所
は
(無

効
の
宣
告

の
)
代
わ
り
に
、
法
条
が
憲
法
に
適
合
し
な

い
と
言

い
渡
す
こ
と
を
選
ぶ
の
だ
が
、
こ
れ
に
は
と
り
わ
け
二

つ
の
理
由
が
あ
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る
。

第

一
の
理
由
は
、
或
る
法
条
を
無
効
と
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
結
果
に
あ
る
。
無
効
の
宣
告
は
遡

っ
て
効
力

を
発
揮
す
る
。

つ
ま

り
法

条
が
は
じ
め
か
ら
無
効
と
な
る
た
め
、
事
情
に
よ

っ
て
は
、
そ
の
法
条
に
基
づ
く
あ
ら
ゆ
る
行
政
処
分
が
同
様
に
無
効
と
さ
れ
る

か
ら

で
あ
る
。も
し
か
す
る
と
何
年
も
適
用
さ
れ
た
後

に
な

っ
て
無
効
と
さ
れ
る
税
法
上
の
或
る
法
規
を
想
像
し
て
み
る
だ
け
で
よ

い
。

第
二

の
理
由
は
、
(無
効
の
宣
告
が
)
或
る
特
定

の
人
的
集
団
に
有
利
に
働
き
、
他

の
人
的
集
団
に
は
作
用
し
な

い
と
い
う
法
律
的
措

置
と
し
て
現
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
に
よ
る
こ
の
よ
う
な

(無
効
の
宣
告
に
よ
る
)
差
別
化
は
、
平
等
命
題
に
違
反
す

る
こ
と
を
理
由
に
承
認
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
が
、
裁
判
所
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
有
利
な
扱

い
を
従
来
は
特
定

の
人
的
集
団

に
含
ま
れ
な
か

っ
た
人
々
に
ま
で
拡
大
す
る
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
優
遇
措
置
自
体
を
無
く
す
か
の
機
会
を
立
法
者

に
用
意
し
て
お
く
の

で
あ

る
。
時
に
は
、
立
法
者
が

い
つ
ま
で
に
着
手
す

べ
き
か
、
予
め
定
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
法
律
を
無
効
と
す
る
の
で
は
な

く
憲
法

に
適
合
し
な

い
と
宣
告
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
新
機
軸
は
、
政
治
的
賢
明
さ
の

一
例
と
し
て
斜
酌
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
；
い
ず
れ
に
せ
よ
立
法
者
は
、

一
九
七
〇
年

の
連
邦
憲
法
裁
判
所
法

の
改
正
に
よ

っ
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所

は
立
法
者
と
同
じ
立

場
に
立

つ
わ
け
で
は
な
い
と

い
う
言
明
を
受
け
継

い
だ
の
で
あ
る
。

-
こ
れ
と
近

い
の
は
、
或
る
法
律
を
さ
し
あ
た
り
ま
だ
違
憲
で
は
な

い
と
す
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
立
法
者

に
対
し
て
、
立
法
者

が
怠
け
て
法
律
を
適
宜
改
正
す
る
か
あ
る
い
は
廃
止
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
法
律
が
将
来
違
憲
と
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
と
警
告
す
る
、
連
邦

憲
法
裁
判
所
が
用

い
た
テ
ク

ニ
ッ
ク
で
あ
る
。

そ
の

一
例

(
B
V
e
r
f
G
E
 
2
5
.
1
6
7
;
1
9
6
9

)
：

一
八
九
六
年

の
民
法
典

(
B
G
B)
に
よ
れ
ば
、
非
嫡
出
子
は
そ
の
父

の
財
産
の
相
続
権
か

ら
排

除
さ
れ
て
い
た
。
；
非
嫡
出
子
に
は
債
権
法
上

の
請
求
権
の
み
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

一
九
四
九
年
の
基
本
法

(第

六
条
五
項
)
は
、
非
嫡
出
子
に
そ
の
成
長
と
社
会
的
地
位
に
つ
い
て
嫡
出
子
と
同

一
の
条
件
を
調
整
す
る
と

い
う
、
拘
束
力
あ
る

任
務
を
立
法
者
に
課
し
た

の
で
あ
る
。
立
法
者
は
ほ
ぼ
二
十
年

の
長
き
に
渡

っ
て
何
も
し
な
か

っ
た
が
、
六
十
年

代
末
に
、
上
述
し
た
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B
G
B

の
規
定
に
基
づ

い
た
或
る
民
事
裁
判
部
の
判
決
に
対
す
る
憲
法
異
議
申
立
て
が
提
起
さ
れ
た
際
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
は
、
「基
本

法
は
立
法
者
の
活
動
に
つ
い
て
い
つ
ま
で
に
展
開
せ
よ
と
定
め
て
は

い
な
い
が
、
適
切
な
時
期
を
徒
過
し
て
は
な
ら
な

い
」
と
い
う
判

決
を

下
し
た
。
す
な
わ
ち
裁
判
所
は
、
こ
の
重
要
な
期
限
を
当
時
進
行
中
の
立
法
期
間

の
終
了
時
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
点
以
後

は
、
非

嫡
出
子
を
差
別
す
る
法
律
上
の
規
定
は
す
べ
て
無
効
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
最
後

の
例
で
は
、
立
法
者
が
何
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
に

つ
い
て
確
定
さ
れ
た
。
そ
の
他

の
例
で
は
、
裁
判
官
が
立
法

者
に
規

律
の
選
択
肢
を
提
供
し
た

の
で
あ
る
。

(
い
つ
ま
で
に
立
法
せ
よ
と
い
う
)
期
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
連
邦
憲
法

裁
判
所

の
裁
判
活
動

の
こ
の
よ
う
な
変
種
に

つ
い
て
は
、
立
法
者
に
活
動
せ
よ
と

ア
ピ

ー
ル
す
る
裁
判
と
い
う
意
味

で
、
「
ア
ピ
ー
ル
裁

判

(
A
p
p
e
l
l
e
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g

)
」
と

い
う
概
念
が
定
着
し
て
い
る
。
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Ⅳ.
裁
判

の
三
種
の
効
果

さ
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所

の
裁
判

の
効
果
に
つ
い
て
取
り
組
む
な
ら
ば
、
三
種

の
効
果
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
以
下
で
こ
れ

に
つ
い
て
述
べ
る
が
、
三
種

の
効
果
の
う
ち

の
二
種
に
つ
い
て
の
み
よ
り
詳
し
く
取
り
組
み
た

い
。

-あ
ら

ゆ
る
裁
判
所

の
裁
判
と
同
じ
く
、
連
邦
憲
法
裁
判
所

の
そ
れ
も
既
判
力

(
r
e
s
 
j
u
d
i
c
a
t
a
,
 
e
s
t
o
p
p
e
l
 
b
y
 
J
u
d
g
e
m
e
n
t

)
注
2
は
生
じ
る

の
で
あ

る
。
既
判
力
は
自
明
の
前
提
条
件
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
法
律
的
に
定
め
ら
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
他

の
す
べ
て
の
裁
判
系

列
の
訴

訟
法
と
同
じ
よ
う
に
こ
の
規
則
は
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
既
判
力
は
主
観
的
効
力
と
客
観
的
効
力

の
二
つ
に
区
別
さ

れ
る

の
で
あ
る
。
主
観
的
効
力
と
は
、裁
判
が
争

っ
て
い
る
両
当
事
者

に
の
み
作
用
す
る
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
客
観
的
効
力
と
は
、
(裁

判
で
)

問
題
と
さ
れ
る
そ
し
て
訴
訟
ご
と
に
正
確
に
定
義
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
紛
争
対
象
物
に
作
用
す
る

の
で
あ

る

(
い
わ

ゆ
る
訴

訟
物
：
V
e
r
f
a
h
r
e
n
s
g
e
g
e
n
s
t
a
n
d
,
 
S
t
r
e
i
t
g
e
g
e
n
s
t
a
n
d

)。
既
判
力

の
客
観
的
範
囲
は
裁
判
の
主
文
が
明
ら
か
に
す
る
。
訴
え
ま
た
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は
異
議
を
棄
却
す
る
判
決
が
問
題
と
な
る
場
合
は
、
訴
訟
物
と
既
判
力
の
範
囲
を
確
定
す
る
べ
く
常
に
判
決

の
理
由
説
示
を
考
慮
す
る

が
、

こ
れ
に
よ

っ
て
裁
判
理
由
そ
の
も

の
が
既
判
力
を
も

つ
わ
け
で
は
な

い
注
3
。

-我

々
の
目
的
に
と

っ
て
よ
り
大
き
な
意
義
を
も

つ
の
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所

の
裁
判

の
み
が
有
す
る
効
果
、
い
わ
ゆ

る
拘
束
力
で
あ
る
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
法

の
或
る
条
文

(第
三

一
条

一
項
)

に
よ
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
は
、
「連
邦
と
各
州

の
憲
法
機
関
な
ら
び

に
す

べ
て
の
裁
判
所
と
官
庁
」
を
拘
束
す
る

(た
だ
し
市
民
[
B
u
e
r
g
e
r
]

と
そ
の
相
互
関
係
を
拘
束
す
る
も

の
で
は
な
い
)
。
連
邦
憲

法
裁

判
所
自
身
は
自
ら
が
下
し
た
裁
判
に
拘
束
さ
れ
ず
、
先
例
拘
束
性

の
原
理

(
s
t
a
r
e
 
d
e
c
i
s
i
s

)
に
従

っ
た
法
制
度
は
ド
イ

ツ
法
で

は
知

ら
れ
て
い
な
い
。
拘
束
さ
れ
る
憲
法
機
関
に
は
立
法
部

(連
邦
議
会
、
連
邦
参
議
院
、
各
州
議
会
)
も
含
ま
れ
る
。
こ
の
拘
束
性

に
関

す
る
詳
細
な
規
定
に
つ
い
て
は
、
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。

-最
後

に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
第
三

一
条
二
項
に
よ

っ
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
に
は
、
同
裁
判
所
が
或
る
法

律
を
無
効
と
す
る

か
、
あ
る
い
は
基
本
法

に
適
合
ま
た
は
不
適
合
で
あ
る
と
宣
告
す
る
限
り
で
、
法
律
と
し
て
の
効
力
が
付
与
さ
れ
て

い
る
。
し
た
が

っ

て
、

こ
の
よ
う
な
場
合
で
は
裁
判
の
主
文
は
連
邦
官
報
に
公
表
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

裁判理由の拘束力 について

注
2

連
邦
憲
法
裁
判
所
法
第
二
五
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
口
頭
弁
論
を
経
た
裁
判
が
判
決

(
U
r
t
e
i
l
)

で
あ
り
、そ
れ
を
経
な
い
裁
判
が
決
定
(
B
e
s
c
h
l
u

s
s

)
で
あ

っ
て
、
こ
こ
で
い
う
裁
判

(
E
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g

)
は
そ
の
両
者
を
含
む
。

注
3

「裁
判
理
由

(
E
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
s
g
r
u
e
n
d
e

)」
は
、
そ
れ
が
裁
判
の
結
論
に
と

っ
て
肝
要

(
t
r
a
g
e
n
d

)
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
限
り
で
ア
メ

リ
カ
の
厳
密
な
"
r
a
t
i
o
 
d
e
c
i
d
e
n
d
i
"

と
比
較
可
能
な
概
念
で
あ
り
、
「判
決
の
理
由
説
示

(
U
r
t
e
i
l
s
b
e
g
r
u
e
n
d
u
n
g

)」
な
い
し

「
裁
判
書
の
理
由
説
示

(
E
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
s
b
e
g
r
u
e
n
d
u
n
g

)」
は
、
日
本
の
判
決
に
見
ら
れ
る
詳
細
な

「理
由
」
に
、
ほ
ぼ
相
当
す
る
。
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Ⅴ.
立
法

者
に
対
す
る
拘
束
力
に

つ
い
て

す
で
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
第
三

一
条

一
項
に
よ
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
の
拘
束
力
は
、
立
法
者
が
そ
れ
を

指
針
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
限
り

で
大

い
に
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
こ
の
問
題
に
直
面
し
た
裁
判
官

自
身
が
こ
の
論
争

に
巻
き
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
だ
述
べ
て
い
な
か

っ
た
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
実
際
に
は
二
つ
の
裁
判
所
が
一

つ
に
結
合
し
た
も

の

と
し
て
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う

の
は
、
裁
判
官
達
は
二

つ
の
部

(各
八
人
ず

つ
)

に
分
か
れ
て
お
り
各
部
は
お

互
い
独
立
し
て
、

排
他
的
な
権
限
を
も

っ
て
担
当
事
件

の
裁
判
を
行
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
理
由
は
と
も
か
く
と
し
て
、
第

一
部
を

「赤

い
部
」
、
第

二

部
を

「黒

い
部
」
と
称
す
る
日
常
的
な
言

い
方
が
定
着
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
赤
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
社
会
民
主
主
義
者

(ア
メ
リ
カ

で
い
う
自

由
主
義
者
[
l
i
b
e
r
a
l
s
]

)
、
黒
は
二

つ
の
連
合
党

(ド
イ
ツ
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
連
合
と
、
ド
イ

ツ
の
な
か

で
と
く
に
バ
イ

エ

ル
ン
州
を
本
拠
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
社
会
連
合
)
に
近
し
い
立
場
に
あ
る
。
そ
こ
で
次

の
問

い
が
意
味
を
持

つ
。
裁
判

の
拘
束
力
は
、
或

る
法
律
が
違
憲
と
さ
れ
た
場
合
、
立
法
者
が
同
じ
内
容

の
法
律
ま
た
は
類
似
し
た
内
容
の
新
し
い
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
を
も
は
や
許
さ

な
い
の
か
?

第

二
部
は
当
初
か
ら
、
そ
れ
は
許
さ
れ
な
い
と

い
う
見
解

(法
条
の
復
活
禁
止
)
を
、
ご
く
簡
潔
な
文
章
で
は
あ
る
が
、

主
張
し
て
き
た

(
B
V
e
r
f
G
E
 
1
.
1
4
,
3
7
;
1
9
5
1

)
。
他
方
で
第

一
部
は
-
か
れ
こ
れ
す
る
う
ち
に
批
判
的
な
意
見
が
学
説

に
お
い
て
強
ま

っ

た
の
で
-

法
条
の
復
活
禁
止
に
反
対
す
る

(以
下
に
引
用
す
る
)
や
や
詳
細
な
見
解
を
表
明
し
た

(
B
V
e
r
f
G
E
 
7
7
.
8
4
,
1
0
3
;
1
9
8
7

)。

【引
用

】
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
第
三

一
条
と
法
条
を
無
効
と
す
る
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
の
既
判
力
は
、
同
じ
内
容

の
ま
た
類
似
し
た
内

容
の
新

し

い
法
律
を
立
法
者
が
制
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
な

い
。
そ
れ
は
す
で
に
、
立
法
権
は
行
政
権
や
司
法
権
と
異
な
り
基
本
法
第
二

〇
条
三
項
に
よ
る
合
憲
的
秩
序
に
の
み
拘
束
さ
れ
、
自
ら
が
そ
の
作
成
者
と
し
て
機
能
す
る

一
般
法
秩
序
に
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら

明
か
で
あ
る
。
既
判
力
か
ら
区
別
さ
れ
る
拘
束
力
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
そ
の
も
の
に
は
存
在
し
な

い
の
と
同
様
に

(…

)
、
こ
の

一

般
的
法
律
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
た
拘
束
力
は
、
必
要
で
あ
れ
ば
立
法
者
が
、
同
じ
内
容
の
新
規
律
を
可
決
す
る
こ
と

で
法
形
成

の
自
由
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と
責

任
を
果
た
す
こ
と
を
妨
げ
る
も

の
で
は
な
い

(…

)
。
こ
の
判
断
は
、
移
り
変
わ
る
社
会
の
要
請
と
変
化
し
た
秩
序
概
念
に
法
秩

序
を
適
応
さ
せ
る
た
め
の
民
主
主
義
的
に
正
当
化
さ
れ
た
立
法
者
の
特
別
な
責
任
に
適
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
ま
た
こ
の
判
断
は
、

憲
法
裁
判
所
の
権
利
保
護
の
機
能
的

・
制
度
的
限
界
、
と
り
わ
け
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
立
法
権
の
行
為
を
憲
法
裁
判

所
の
先
例
で
は
な

く
、
憲
法
そ

の
も
の
に
則
し
て
判
断
を
下
す
べ
き

で
あ
り
、

(憲
法
に
従

っ
た
)
自
己

の
裁
判
を
自
ら
の
判
断
で
訂
正
す
る
こ
と
は
で

き
な

い
、
と

い
う
事
情
を
考
慮
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
判
断
は
、
憲
法

の
法
的
拘
束
力
あ
る
解
釈
と
憲
法
裁
判
に
よ
る
効
果
的
な
権

利
保
護

の
提
供

の
た
め
に
存
す
る
憲
法
裁
判
所
の
任
務
と
権
能
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
な
し
に
、
法
治
国
家
的

.
社
会
国
家
的
な
民
主

主
義
と

の
不
調
和
に
よ
る
法
の
発
展
の
硬
直
化
を
防
止
す
る
も

の
で
あ
る
。

こ
の
裁
判
で
は
立
法
者
に
新
規
律
が
、
「必
要

で
あ
れ
ば
」
と

い
う
簡
潔
で
力
強

い
言
葉
で
、

つ
ま
り
彼
ら

の
裁

量
に
委
ね
ら
れ
た
。

こ
れ
は
、
第

一
部
が
後
に
制
限
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
ほ
ど
の
気
前
の
よ
さ
で
あ

っ
た

(
B
V
e
r
f
G
E
 
9
6
.
2
6
0
,
2
6
3
;
1
9
9
7

)
。
内

容
的
に
同

一
の
規
定
の
制
定
に
際
し
て
立
法
者
は
、
当
初
の
法
律
の
違
憲
性
に
つ
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
確
認
し
た

理
由
を
無
視
す
る

こ
と
は

で
き
な
い
。
法
条
の
繰
り
返
し
は
、
そ
の
こ
と
自
体
が
、
と
り
わ
け
憲
法
的
な
判
断
に
決
定
的
な
事
実
関
係
と
法
律
関
係
の
重
要

な
変
化
あ
る
い
は
憲
法
的
な
判
断
の
基
礎
に
あ
る
見
方
の
重
要
な
変
化
か
ら
生
じ
る
、
特
別
の
根
拠
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
両
方
の
部
の
間
に
あ
る
確
執
は
明
ら
か
に
緩
和
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
第
二
部
は
第

一
部
の
考
え
に

反
論
し
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
立
法
者
自
身
は
、
第

一
部

の
要
請
を
心
に
と
め
る
こ
と
に
な

っ
た

の
で
あ
り
、
そ
れ
は

二
〇
〇
〇
年
の
或

る
裁
判
か
ら
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る

(
B
V
e
r
f
G
E
1
0
2
.
1
2
7
,
1
4
1

)
。

Ⅵ.
肝
要
な
裁
判
理
由

へ
の
拘
束
力
の
拡
張
Ⅰ
：

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
に
つ
い
て

第
二
部
は
上
述
し
た

一
九
五

一
年
の
判
決
に
お
い
て
、
立
法
者
を
厳
し
く
連
邦
憲
法
裁
判
所

の
裁
判
に
拘
束
す
る
と
同
時
に
、
や
は
り
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素

っ
気
な

い
言
葉
で
、
主
文
を
支
え

て
い
る
裁
判
理
由
に
ま
で
拘
束
力
を
拡
張
し
た
。
憲
法
も
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
と

い
う

一
般
法
の
立

法
者
も
そ

の
よ
う
な
こ
と
は
述
べ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
憲
法
裁
判
官
自
身
が
考
案
し
た
公
準
な
の
で
あ
る

(立
法
者
に
加
え

て
す
べ
て
の
裁
判
所
と
官
庁
も
そ
の
公
準
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と

い
う

こ
と

に
な
る
)
。
こ
の
命
題
は
反

論
な
し
に
は
済
ま

な
か

っ
た
。

(第
二
部

の
)
裁
判
官
達
自
身
が
論
説
と

い
う
形
で
議
論
に
参
加
し
、
自
分
た
ち
の
見
解
に
反
対
す

る
論

者
を
納
得
さ
せ
る

論
拠
を
集

め
て
は
紹
介
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
際
、
法
的
安
定
性
と
法
的
平
和
が
守
ら
れ
そ
し
て
平
等
な
扱

い
と

い
う
原
則
が
貫
か

れ
る
た
め

に
は
憲
法
解
釈

の
独
占
が
不
可
欠

で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
基
本
的
に
拘
束
力

の
基
準
を
緩
和
す
る
も
の
で
あ

り
「
主
文

に
と

っ
て
肝
要
な

[
＝
決
め
手
に
な

っ
て
い
る
]
裁
判
理
由

(
t
r
a
g
e
n
d
e
 
E
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
s
g
r
u
e
n
d
e
)
」

に
代
わ

っ
て

「裁
判
書
の

理
由
説
示

で
示
さ
れ
た
憲
法
解
釈
」
が
登
場
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
や
が
て
第

一
部
も

[決
め
手
に
な

っ
て
い
る
わ
け

で
も
な
い
]
裁
判
理
由
に
ま
で
拘
束
力
を
拡
張
す
る
第
二
部
に
追
随
す
る
こ
と
に
な
る

(
B
V
e
r
f
G
E
 
1
9
.
3
7
7
,
3
9
2
;
1
9
6
6

)。

折

に
触

れ
て
裁
判
官
達
は
、
具
体
的
な
事
例
に
即
し
て
こ
の
テ
ー

マ
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
政
党
財
政

へ
の
国
庫

補
助
に
つ
い
て
、

或
る
法
律

の

一
連
の
規
定
が
諸
政
党
の
機
会
均
等

の
原
則
に
反
す
る
と
い
う
理
由
で
違
憲
と
さ
れ
た
。
連
邦
憲
法
裁
判

所
は
そ
の
裁
判

の

理
由
説
示

に
お
い
て
、
政
党
財
政

へ
の
国
庫
補
助
そ
れ
自
体

(
p
e
r
 
s
e

)
は

(機
会
均
等
に
反
す
る
と
否
と
を
問
わ
ず

)
憲
法
に
よ
り
禁

じ
ら
れ
て

い
る
と

い
う
議
論
を
取
り
上
げ
、
我

々
は
そ

の
見
解
を
と
ら
な

い

(国
庫
補
助
が
有
効
と
さ
れ
る
場
合
も
あ

る
)
と
述
べ
て
い

る
。
こ
の
上
記
し
た
規
定
が
有
効
と
宣
告
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
官
達
の
説
示
は
そ
の
主
文
に
と

っ
て
肝
要
で
あ

っ
た
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
規
定
が
上
述

の
理
由
に
よ
り
違
憲
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
官
達
の
論
述
が
主
文
に
と

っ
て
肝
要
だ

っ
た

と
は
言
え

な

い

(
B
V
e
r
f
G
E
2
0
.
5
6
,
8
7
;
1
9
6
6

)
。
或
る
法
条
が
憲
法
適
合
的
な
解
釈

の
テ
ク

ニ
ッ
ク
を
用

い
て

(上
述
Ⅲ

参
照
)
安
全
な

岸
辺

へ
到

達
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
自
体
は
考
え
ら
れ
る

(た
と
え
ば

一
切
の
国
庫
補
助
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
)
解
釈
を
違
憲
に
分
類
す

る
、
理
由

説
示
の
中
の
そ
の
部
分
も
拘
束
力
を
も

つ
こ
と
に
な
る

(
B
V
e
r
f
G
E
4
0
.
8
8
,
9
3
f
.
;
1
9
7
5

)。
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「肝
要
な
理
由
」
の
反
対
概
念
は
拘
束
力

の
定
め
に
支
配
さ
れ
な

い

「傍
論

(
o
b
i
t
e
r
 
d
i
c
t
a

)」

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
境
界
は
常
に

明
白

に
引
か
れ
う
る
の
か
、
裁
判
官
達
が
数
十
頁
の
文
献
を
頼
り
に
す
る
こ
と
が
希
で
は
な

い
よ
う
な
議
論
の
楽
し
み
が
評
価
に
値
す
る

の
で
あ

ろ
う
か
?

二
つ
の
部
が
こ
の
問
題
に

つ
い
て
対
立
し

て
い
る
こ
と
は
、
奇
妙
な
印
象
を
受
け
る
。
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た

っ
て
、

再
び
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
内
部
構
造
に
つ
い
て
目
を
向
け
た
い
。
我
々
は
、
二
つ
の
部
を
独
立

の
依
存
し
な
い
裁
判
体
で
あ
る
こ
と
を
知

っ

て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
当
然
に
、
或
る
行
為
が
憲
法
に
適
合
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
見
解
の
相
違
が
生
じ
う
る
。

こ
の
よ
う
な
場
合

の
た
め

に
立
法
者
は
、
連
合
部

(
P
l
e
n
u
m

)
と

い
う
制
度
を
予
定
し
て
お
り
、
二

つ
の
部

の
少
な
く
と
も
三
分
の
二
の
裁
判
官

の
出
席

の
下
で
裁
判
す

べ
き
も

の
と
し
て
い
る

(
§
1
6
 
B
V
e
r
f
G
G

)
。
そ
の
裁
判
理
由
は
拘
束
力
を
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
或
る
部
が
他
の
部

の
裁
判
と
異
な

っ
て
裁
判
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
し
て
他
の
部
の
裁
判
の
肝
要
な
理
由
説
示
に
従
お
う
と
し
な

い
と
き

に
も
、
連
合
部

が
開
か
れ
る
の
は
全
く
当
然
で
あ
る
。
こ
こ
に
お

い
て
ま
さ
に
或
る
と
き
二

つ
の
部
が
衝
突
す
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。
第

一
部
は
民
事

裁
判
所

の
判
決
に
対
す
る
複
数

の
憲
法
異
議
申
立
て
に

つ
い
て
裁
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
が
、
そ
れ
は
不
妊
手

術
の
失
敗
ま
た
は

遺
伝
子

に
関
す
る
間
違

っ
た
助
言
に
よ

っ
て
生
ま
れ
た
子
供

の
扶
養
義
務
に

つ
い
て
、
医
師
の
損
害
賠
償
義
務
を
問
う
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
れ
ら

の
憲
法
異
議
申
立
て
は
却

下
さ
れ
た
。
こ
の
裁
判
に
際
し
て
第

一
部
は
、
妊
娠
中
絶
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
法

条
に
つ
い
て
下
さ

れ
た
、

そ
し
て
理
由
に
お

い
て

(判
例
集
の

一
二
〇
頁
を
越
え

る
)
子
供
に
対
す
る
扶
養
義
務
を
損
害
と
し
て
位
置
づ
け
る
見
解
を
否
定

す
る
第

二
部
の
判
決
は
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
、
と
考
え
た

の
で
あ
る
。
第

一
部
は
こ
の
論
述
を
肝
要
な
理
由
と
し
て
は
維
持

で
き
な

い
と

し
た
が

、
第
二
部
は
こ
れ
に
反
対
し
て
、
そ
の
理
由

の
関
連
す
る
箇
所
が
肝
要
な
理
由

(
d
e
r
 
t
r
a
g
e
n
d
e
 
G
r
u
n
d

)
と
傍
論
の
境
界
の
ど
ち

ら
に
在

る
か
に
つ
い
て
争
わ
れ
る
場
合
に
も
連
合
部
の
開
催
を
要
求
す
る
、
と
主
張
し
た
。
し
か
し
手
続
法
的
に
は
、
「異
論
を
唱
え
る
部
」
、

す
な
わ
ち
後
か
ら
当
該
テ
ー
マ
と
取
り
組
む
部
が
、
連
合
部
の
開
催
を
要
求

で
き
る
の
だ
が
、
し
か
し
第

一
部
は
連
合
部
を
開
催
す
る
つ

も
り
が

な
い
意
思
を
示
し
、
第
二
部
は
手
を
拱
く

こ
と
に
な

っ
た
。
な
お
両
方
の
部
は
い
ず
れ
も
、
ギ
リ
ギ
リ
の
多
数
決
に
よ

っ
て
態
度
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決
定
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る

(
B
V
e
r
f
G
E
 
9
6
.
3
7
5
 
u
n
d
 
4
0
9
;
1
9
9
7

)
。

注
4

「肝
要
な
裁
判
理
由
」
と

「裁
判
の
理
由
説
示
」
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
前
出
の
注
3
を
参
照
。

Ⅶ.
そ

の
Ⅱ
：

学
説
の
批
判
に
つ
い
て

我
々
が

こ
こ
で
述
べ
た
対
立
は
、
少
な
か
ら
ぬ
学
説
の
所
論
を
映
し
た
も

の
で
あ
る
。
学
説
は
、
そ
の
及
ぶ
範
囲
の
確
定
の
困
難
さ
を

理
由
に
裁
判
理
由

へ
の
拘
束
力

の
拡
張
に

つ
い
て
反
対
す
る
の
で
あ
る
。
尤
も
、
そ
の
範
囲
確
定
問
題
の
実
際
的
意
味
は
疑
問
視
さ
れ
て

い
る
。

そ
れ
は
例
え
ば
、
新
し
い
法
律
を
準
備
す
る
連
邦
各
省

の
官
吏
達

の
言
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
か
ら
提
供
さ
れ
た

所
見
を
、
-

「肝
要
な
理
由
」
と

「傍
論
」
を
区
別
す
る
こ
と
な
し
に
-
自
分
達
が
作
成
し
た
法
案
を
憲
法
上
の
疑
問
に
対
し
て

一
部

の

隙
の
な

い
も

の
と
す
る
た
め
に
、
入
念
に
吟
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し

て
、
学
説
で
は

「肝
要
な
理
由
」
と

「傍
論
」

の
区
別

問
題
は
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
む
ろ
ん
そ
れ
は
裁
判
理
由

の
拘
束
力
に
反
対
す
る
論
拠
の

一
つ
に
す
ぎ
ず
ま
た
説
得
力

の
乏
し
い

も

の
に
す
ぎ
な

い
。

ま
ず
第

一
に
立
法
者
の
義
務
を
優
先
さ
せ
る
こ
れ
ら
の
論
拠

の
中
か
ら
い
く

つ
か
述
べ
た
い
と
思
う
。
ま
ず
法
条

の
復
活
禁
止
に
反
対

す
る
見
解

は
、
裁
判
理
由

の
拘
束
力
に
異
議
を
唱
え
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
Ⅴ

で
言
及
し
た

一
九
八
七
年
の
裁
判

に
お
け
る
連
邦
憲

法
裁
判
所

の
見
解
に
再
び
戻
れ
ば
、
民
主
主
義
的
に
正
当
化
さ
れ
た
立
法
者
の
特
別
な
義
務
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
自
己
の
裁
判
例
を

自
分
で
訂
正
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
状
態
、
す
な
わ
ち
法
発
展
が
麻
痺
し
固
定
化
す
る
状
態
を
改
め
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、

と
く
に
裁
判
書
の
理
由
説
示
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
論
拠
も
あ
る
。
理
由
に
お

い
て
憲
法
解
釈
が

一
般
的
な
定
式
で
示
さ
れ
る
場

合
も

つ
ね
に
、
個
別
事
例

の
観
察
、
過
去
や
現
在
の
出
来
事
の
観
察
が
、
き

っ
か
け
を
作

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
裁
判
所
が
生
活
事
情
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や
価
値

観
を
予
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
立
法
者
は
遅
か
れ
早
か
れ
そ
れ
を
把
握
し
て
、
法
条
に
服
す
る
人

々
の
事
情
を
新
し
い
法

条
に
よ

っ
て
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
立
法
者
が

一
般
的

・
想
定
的
な
危
険
を
減
ら
そ
う
と
す
る
際
に
助
け
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
、

つ
ま
り
長
年
の
経
験
に
基
づ
く
諸
制
度
に
よ
る
多
面
的
に
保
証
さ
れ
た
立
法
手
続
き
に
よ
る
方
法
と
し
て
の

一
切

の
武
器
庫
が
、

一
裁
判

所
に
は
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ

に
対
し
て
裁
判
理
由
の
拘
束
力
を
支
持
す
る
者
が
、
「
何
事
も

一
気
に
で
き
る
も

の
で
は
な

い
。
事
情
の
変
更

は
裁
判
理
由
に
背

く
こ
と

に
な
る
か
ら
だ
」
と
答
え
れ
ば
、
裁
判
理
由
の
拘
束
力
に
反
対
す
る
者
は

一
方
で
、
そ
の
倍
返
し
を
す
る
つ
も
り
で
こ
う
言
う

で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は

「肝
要
」

で

「重
大
」
な
変
更
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
曖
昧
な
尺
度

に
よ

っ
て
誤

っ
た

道
を
と

る
者
は

い
な
い
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
裁
判
が
起

こ
さ
れ
れ
ば
、
ほ
ぼ
確
実
に

(理
由

の
拘
束
力
を
否
定
す
る
)
同
じ
目
標
を
目

指
す
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
に
、
裁
判
官
自
身
が
よ
い
手
本
を
示
し
て
は
い
な
い
で
は
な

い
か
、
彼
ら
は
肝
要
な
理
由
説
示

(
B
e
g
r
u
e
n
d
u
n
g

)

の
変
更

に
つ
い
て
十
分
に
取
り
組
む
こ
と
が
滅
多

に
な
く
、
そ
の
上
、
読
書
人

(
l
e
s
e
n
d
e
s
 
P
u
b
l
i
k
u
m

)
に
こ
の
よ
う

な
変
更
を
は

っ
き

り
と
示

そ
う
と
し
な

い
で
は
な

い
か
、
と
。
し
か
し
拘
束
力
に
反
対
す
る
人
達
で
さ
え
、
誰
も
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
理
由
説
示
を
ぞ
ん
ざ

い
に
扱

っ
た
り
無
視
し
た
り
す
る
こ
と
だ
け
は
許
さ
れ
な
い
と
言
う
。

つ
ま
り
、
意
見
を
異

に
す
る
者
達
は
、
裁
判
の

テ
ク
ス
ト
を
詳
細

に
検
討
し
た
上
で
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
に
従
わ
な
く
と
も
す
む
よ
う
な
裁
判
理
由
を
自
分
で
考
え
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
言
う
の
で

あ
る
。

Ⅷ.
結
論

こ
れ

ら
の
賛
否
両
論
は

い
つ
か
合
意
す
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
?

こ
の
論
争

の
背
後
に
は
、
周
知
の
よ
う
な
制
度
論
と
政
治
論

と

い
う

二
つ
の
基
本
的
な
立
場
の
対
立
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
制
度
論

に
つ
い
て
：
憲
法
機
関
で
あ
り
裁
判
所
で
も
あ
る
と

い
う
連
邦
憲
法

121



桐蔭法学15巻2号(2009年)

裁
判
所
が
も

つ
二
重
の
性
質
は
、
機
関
と
し
て
の
性
質
を
強
調
し
た
り
裁
判
所
と
し
て
の
性
質
を
強
調
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前

者
に
お

い
て
は
後
者
よ
り
も
拘
束
力
の
定
め
が
強
く
唱
え
ら
れ
る
前
提
が
あ
る
。

次
に
政
治
論
に
つ
い
て
：
最
善

の
国
家
類
型
を

「立
憲
的
な
民
主
制
」
と
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
こ
こ
で
も
重
点
の
置
き
方
は
両

様
で
あ
り
、
拘
束
力
の
定
め
が
前
に
出
る
か
後
ろ
に
退
く
か
、
で
あ
る
。
本
稿
で
は
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
編
み
目
の
粗

い
整
理
が
な
さ
れ

て
い
る

こ
と
は
も
ち

ろ
ん
明
白
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
態
度
決
定
に
基
づ
く
考
察
は
、

(そ
も
そ
も

こ
の
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る

限
り
)
少

な
か
ら
ぬ
差
異
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。
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