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フ
ィ
リ
パ
・
ス
ト
ゥ
ラ
ム
著

「
最
高
裁
判
所
と
　
『
政
治
問
題
』
局
法
の
回
避
の
一
研
究
」

　
　
　
一
　
ア
メ
リ
カ
の
政
治
問
題
に
関
す
る
法
理

　
裁
判
所
に
提
訴
さ
れ
た
事
件
が
「
政
治
問
題
」
で
あ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所

が
判
断
を
行
な
わ
ず
、
政
治
部
門
の
決
定
が
終
局
的
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
政

治
問
題
の
法
理
（
些
o
勺
呂
馨
巴
ρ
5
駐
8
U
8
ぼ
冒
Φ
）
は
、
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
連
邦
裁
判
所
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
判
例
法
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
は
、
司
法
権
の
本
質
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
常
に
、

ア
メ
リ
カ
憲
法
学
の
主
要
か
つ
困
難
な
課
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
盛
ん
に
議
論
さ

　
　
　
紹
介
と
批
評

れ
て
き
た
。
（
こ
れ
に
関
す
る
最
近
の
議
論
の
う
ち
主
な
も
の
と
し
て
は
、
ス
ト
ゥ
ラ
ム

博
士
の
著
書
の
ほ
か
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
ω
冨
9
馨
蝕
P
情
謹
、
§
畿
亀
導
ミ
せ
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し
か
し
、
何
が
政
治
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
裁
判
し
な
い
こ
と
が
い
か
な
る
根

拠
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
法
律

家
の
間
に
も
一
致
し
た
見
解
は
な
く
、
混
乱
し
た
状
況
に
あ
る
。

　
こ
う
し
た
事
情
の
下
で
、
ス
ト
ゥ
ラ
ム
博
士
は
、
判
例
の
中
に
示
さ
れ
た

「
政
治
部
門
に
対
す
る
憲
法
上
の
授
権
」
と
い
う
理
由
づ
け
が
単
な
る
口
実
に

す
ぎ
な
い
と
い
う
立
場
を
と
つ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
同
博
士
は
、
一
四
一
件

の
先
例
を
と
り
ま
く
政
治
情
勢
を
検
討
し
て
、
裁
判
所
の
判
断
回
避
の
動
機
を

追
究
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
一
見
相
互
に
矛
盾
す
る
一
連
の
判
例
を
統
一
的
に

説
明
し
よ
う
と
試
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
の
方
法
は
、
政
治
問
題
に
関
す

る
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
は
見
ら
れ
な
か
つ
た
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
書
に
つ
い
て
、
例
え
ば
プ
リ
チ
ェ
ト
（
ρ
蛍
写
ぎ
冨
3

博
士
は
、
「
本
書
は
『
政
治
問
題
』
の
法
理
に
関
す
る
卓
越
し
た
研
究
で
あ
り
、

憲
法
お
よ
び
司
法
過
程
を
学
ぶ
者
に
と
つ
て
非
常
に
便
利
な
文
献
で
あ
る
。
」

と
評
価
し
て
い
る
。
（
o。
勺
男
紹
塁
目
壽
N
8
（
お
謹
）
’
）

　
政
治
問
題
の
法
理
は
、
わ
が
国
で
も
憲
法
学
上
の
主
要
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
先
例
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
わ
が

国
に
お
け
る
統
治
行
為
論
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
そ
の
根
拠
、
範
囲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
二
　
　
（
一
二
二
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

な
ど
に
つ
き
、
何
ら
か
の
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
ょ
う
。
従
つ
て
、
こ
こ
に

本
書
を
紹
介
す
る
目
的
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
治
間
題
の
法
理
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
著
者
フ
ィ
リ
パ
・
ス
ト
ゥ
ラ
ム
は
、
　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
立
大
学
（
ブ
ル
ッ
ク

リ
ン
）
教
授
と
し
て
、
憲
法
と
政
治
学
を
講
じ
て
い
る
。
同
教
授
は
、
こ
れ
ま

で
に
司
法
過
程
論
と
大
統
領
制
度
の
分
野
で
多
数
の
研
究
業
績
を
発
表
し
て
き

た
。

　
本
書
に
つ
い
て
は
、
プ
リ
チ
ェ
ト
の
も
の
の
ほ
か
に
、
数
編
の
書
評
が
あ
る

が
、
若
干
の
反
対
は
あ
る
と
し
て
も
、
概
し
て
そ
の
功
績
を
認
め
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
判
決
を
下
す
際
に
判
事
達
の
心
の
中
で
判
決
の
「
実
現
」
に
関
す
る

問
題
が
き
わ
め
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
更
に
、
裁
判

所
も
議
会
や
大
統
領
と
同
様
に
「
政
治
」
機
関
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
現
実
を

明
ら
か
に
し
た
点
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。
（
例
え
ば
、
霊
昆
．
切
o
良
響
i
の
ヨ

一
〇
胡
譲
＞
畢
d
●
い
ρ
一
鼠
ご
頃
o
一
N
R
噛
忠
ミ
▽
ミ
．
恥
山
s
評
詳
緊
2
．
属
●
ダ

ン
2
0
～
o
。
・
讐
“
・
8
一
・
合
oD
昌
爵
し
い
塗
ω
o
o
霧
身
勾
巽
●
認
（
一
S
令
謡
）

等
参
照
。
）

　
本
書
は
主
と
し
て
判
例
の
分
析
を
行
な
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
事
件
を

と
り
ま
く
政
治
情
勢
等
に
関
す
る
論
述
が
多
く
の
部
分
を
占
め
て
い
る
が
、
本

稿
で
は
お
も
に
著
者
の
間
題
意
識
と
基
本
的
立
場
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た

い
。

二
　
本
書
の
概
要

本
書
は
、
次
の
よ
う
な
構
成
で
成
り
立
つ
て
b
る
。

第第第第第第
六五四三二一
章章章章章章

　
政
治
間
題
の
性
質
（
一
頁
）

　
共
和
政
体
の
保
障
（
一
一
頁
）

　
選
挙
区
の
再
区
分
（
三
六
頁
）

　
立
法
と
選
挙
（
九
七
頁
）

　
執
行
部
（
一
三
〇
頁
）

　
政
治
問
題
の
有
用
性
（
一
四
〇
頁
）

注
記
（
一
四
六
頁
）

文
献
一
覧
（
一
七
四
頁
）

一
四
　
　
（
二
四
）

　
　
　
　
L
　
問
題
の
確
定

　
第
一
章
「
政
治
問
題
の
性
質
」
の
部
分
で
は
、
政
治
問
題
に
関
す
る
こ
れ
ま

で
の
議
論
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
著
者
は
、
こ
れ
ま
で
に
政
治
問
題
に
関
す
る
正
確
な
定
義
が
な
さ
れ
な
か
つ

た
原
因
と
し
て
、
従
来
の
見
解
が
政
治
問
題
を
政
治
過
程
つ
ま
り
権
力
の
獲
得

ま
た
は
制
約
を
め
ぐ
る
闘
争
過
程
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ず
、
も
つ
ぱ
ら
政
治

機
関
の
機
能
に
関
す
る
問
題
と
し
て
と
ら
え
た
点
に
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
例

え
ば
、
権
力
分
立
等
の
政
治
原
理
に
よ
つ
て
定
義
し
よ
う
と
す
る
立
場
が
典
型

的
な
も
の
で
あ
る
。
（
一
頁
）
つ
ま
り
著
者
は
政
治
問
題
を
権
力
に
関
す
る
現
実

の
点
か
ら
考
察
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
著
者
は
、
政
治
問
題
の
法
理
を
創
案
し
た
最
高
裁
自
体
が
あ
る
種
の
事
件

を
、
さ
き
に
政
治
問
題
と
し
て
判
断
を
回
避
し
て
お
き
な
が
ら
、
後
に
別
の
事

件
で
は
同
種
の
問
題
を
判
決
し
て
、
自
ら
、
判
例
法
と
し
て
こ
の
政
治
問
題
の

法
理
を
不
朋
確
な
も
の
に
し
た
と
指
摘
す
る
。
こ
こ
に
著
者
は
、
政
治
問
題
に



関
す
る
疑
問
を
解
く
べ
き
要
因
が
存
在
す
る
と
い
う
。
（
二
頁
）

　
著
者
に
よ
れ
ば
、
政
治
問
題
の
法
理
が
導
入
さ
れ
る
の
は
、
裁
判
所
が
次
の

選
択
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
選

択
は
、
理
論
上
、
正
当
な
判
決
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
対
す
る
政
府
の
同

意
す
な
わ
ち
判
決
実
現
の
保
障
が
ま
つ
た
く
得
ら
れ
な
い
と
予
測
さ
れ
る
場
合

で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
の
選
択
は
、
そ
の
判
決
が
政
府
の
同
意
を
得
ら
れ
る

内
容
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
信
条
に
明
ら

か
に
反
す
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
裁
判
所
は
、
い

ず
れ
を
選
択
し
て
も
威
信
を
失
な
い
、
民
衆
の
信
頼
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
。
そ
し
て
、
司
法
部
が
憲
法
上
の
機
関
と
し
て
の
役
割
を
果
た
せ
な
く

な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
果
て
し
の
な
い
権
力
闘
争
の
悪
循

環
が
生
じ
、
憲
法
体
制
は
崩
壊
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
（
五
頁
）

　
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
し
ば
し
ば
、
当
該
問
題
に
関
す
る

社
会
的
合
意
が
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
場
合
に
生
ず
る
。
そ
こ
で
、
第
三
の
選

択
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
裁
判
所
は
、
係
争
事
件
に
自
ら
早
急
に

決
断
を
下
す
こ
と
の
危
険
を
避
け
、
「
さ
よ
う
な
問
題
の
決
定
は
憲
法
上
他
の

機
関
に
よ
つ
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
理
由
を
つ
け
て
、
事
件

を
政
治
過
程
す
な
わ
ち
国
民
政
治
の
場
へ
投
げ
返
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
政
治

問
題
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
ほ
と
ん
ど
い
か
な
る
解
釈
で
も

可
能
に
す
る
憲
法
条
文
の
中
に
、
裁
判
所
は
口
実
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
（
五

頁
）　

以
上
の
自
説
を
立
て
た
う
え
で
、
著
者
は
、
以
下
の
第
二
章
か
ら
第
五
章
に

お
い
て
、
こ
の
自
説
の
正
当
性
を
実
証
す
る
た
め
に
、
政
治
問
題
の
先
例
と
さ

　
　
　
紹
介
と
批
評

れ
て
い
る
判
例
お
よ
び
類
似
の
事
件
で
あ
り
な
が
ら
政
治
問
題
と
は
さ
れ
な
か

つ
た
判
例
（
除
く
、
外
交
問
題
）
を
類
型
別
に
検
討
し
て
い
る
。

　
飢
　
共
和
政
体
保
障
条
項

　
著
老
は
、
第
二
章
「
共
和
政
体
の
保
障
」
の
部
分
で
、
共
和
政
体
保
障
条
項

に
関
す
る
判
例
の
矛
盾
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
政
治
問
題
の
本
質
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
共
和
政
体
保
障
条
項
（
憲
法
第
四
条
第
四
節
）
に
関
す
る
最
も
古
典
的
な
、
判

例
は
州
政
府
の
合
法
性
が
争
わ
れ
た
い
q
浮
段
＜
・
切
o
益
窪
（
一
〇
。
お
）
で
あ

る
。
こ
の
事
件
は
U
o
霞
の
反
乱
に
関
す
る
も
の
で
、
事
件
の
概
要
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
植
民
地
時
代
そ
の
ま
ま
の
制
限
選
挙
に
不
満
を
持
つ
た

多
数
の
ロ
；
ド
・
ア
イ
ラ
ン
ド
州
民
が
、
U
o
誕
の
指
導
の
下
に
人
民
集
会
を

開
ぎ
新
憲
法
を
採
択
し
て
参
政
権
を
拡
大
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
選
挙
を
実
施
し

て
新
政
府
が
設
立
さ
れ
た
、
し
か
し
、
旧
来
の
州
政
府
は
、
そ
れ
を
承
認
せ
ず

内
乱
を
宣
言
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
で
発
生
し
た
家
宅
侵
入
事
件
で
、
正

統
政
府
の
認
定
が
争
わ
れ
た
。
そ
れ
は
、
い
ず
れ
が
真
に
「
共
和
的
」
な
政
府

で
あ
る
か
の
問
題
で
あ
つ
た
。

　
著
者
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
最
高
裁
は
デ
ィ
レ
ン
マ
に
直
面
し
て
い
た
。
そ
れ

は
、
も
し
最
高
裁
が
U
o
畦
政
府
を
違
憲
と
認
定
す
る
と
U
o
貰
の
反
乱
と

同
じ
よ
う
に
し
て
成
立
し
、
既
に
合
法
政
府
と
し
て
存
在
す
る
ミ
シ
ガ
ン
、
メ

リ
ー
ラ
ン
ド
両
州
政
府
の
違
法
性
を
も
宣
言
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
逆
に
U
o
霞
の
反
乱
を
合
憲
と
す
れ
ば
、
既
に
U
o
旨
の
反
乱
を

制
圧
し
て
州
全
域
に
わ
た
る
有
効
な
支
配
を
維
持
し
て
い
る
勅
許
政
府
の
正
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
　
（
一
一
五
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

性
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
判
決
の
執
行
は
、
ま
つ
た

く
期
待
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
最
高
裁
は
政
治
問
題
の
法
理
に
よ
つ
て
事
件
の

判
断
を
さ
け
た
の
で
あ
る
。
（
二
丁
一
三
頁
）
す
な
わ
ち
こ
こ
で
、
共
和
政
体

保
障
条
項
は
政
治
部
門
に
よ
つ
て
の
み
判
断
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
同
時
に
、
著
者
は
、
最
高
裁
が
共
和
政
体
保
障
条
項
を
自
ら
解
釈
し

た
先
例
が
存
在
す
る
こ
と
も
見
落
と
し
て
い
な
い
。
．
こ
の
先
例
と
は
O
o
幕
9

8
『
〈
・
U
碧
（
一
。
。
ざ
）
と
竃
ぼ
興
く
●
寓
碧
℃
忠
器
9
（
一
。
。
刈
淋
）
で
あ
る
。
そ
し

て
、
著
者
は
、
こ
の
二
件
に
関
し
て
は
判
決
の
執
行
に
関
す
る
問
題
が
ま
つ
た

く
な
か
つ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
（
三
二
－
二
六
頁
）

　
次
に
、
同
じ
く
共
和
政
体
保
障
条
項
に
関
す
る
問
題
と
し
て
、
著
者
は
、
住

民
発
案
（
巨
鼠
賦
お
）
お
よ
び
住
民
投
票
（
3
｛
R
窪
身
目
）
に
関
す
る
先
例

を
と
り
上
げ
て
い
る
。
そ
の
問
題
の
要
点
は
、
住
民
発
案
お
よ
び
住
民
投
票
と

い
う
直
接
民
主
制
を
採
用
し
た
州
憲
法
が
、
間
接
民
主
制
を
た
て
ま
え
と
す
る

合
衆
国
憲
法
に
違
反
し
て
「
共
和
的
」
で
な
く
な
つ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
あ

る
。
そ
こ
で
著
者
は
、
℃
8
茜
o
誓
讐
8
日
卑
く
●
9
0
閃
8
（
這
冨
）
…
困
雫

塁
ヨ
＜
．
勺
o
誹
一
彗
q
（
這
誌
）
“
O
匡
o
U
印
く
置
～
閏
崔
3
寅
旨
（
お
5
）
等

の
判
例
を
検
討
し
た
結
果
、
当
時
、
直
接
民
主
制
の
採
否
に
関
す
る
国
民
的
合

意
が
存
在
し
て
い
な
か
つ
た
の
で
、
最
高
裁
は
政
治
問
題
の
法
理
に
よ
つ
て
中

立
的
立
場
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
情
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
（
二
九
－
三
三
頁
）

翫
　
投
票
価
値
の
平
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六
　
　
　
（
　
一
一
六
）

　
第
三
章
「
選
挙
区
の
再
区
分
」
の
と
こ
ろ
で
は
、
投
票
価
値
の
不
平
等
と
政

治
間
題
の
関
係
を
と
り
上
げ
て
い
る
が
、
著
者
は
、
こ
の
章
に
本
書
の
三
分
の

一
の
紙
幅
を
割
い
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
痔

　
二
〇
世
紀
に
入
つ
て
、
全
米
的
に
、
農
村
か
ら
都
市
へ
人
口
が
移
動
し
た
結

果
、
都
会
の
選
挙
区
と
農
村
部
選
挙
区
の
人
口
と
の
不
均
衡
が
、
地
域
に
よ

る
政
治
的
発
言
力
の
不
平
等
の
問
題
と
し
て
争
わ
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
き
た
。

例
え
ば
、
O
o
一
①
讐
o
お
＜
●
O
お
2
（
お
＆
）
の
舞
台
と
な
つ
た
イ
リ
ノ
イ
州

で
は
、
一
九
〇
〇
年
の
段
階
で
、
州
民
の
過
半
数
が
居
住
す
る
シ
カ
ゴ
一
帯
に

は
州
議
会
各
院
の
定
員
の
三
分
の
一
程
度
し
か
配
分
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
。
そ

の
た
め
に
、
州
議
会
に
よ
る
予
算
の
配
分
な
ど
の
際
に
農
村
部
に
支
配
さ
れ
て

い
る
州
議
会
に
対
す
る
都
市
住
民
の
不
満
が
つ
の
つ
て
い
つ
た
。
し
か
し
、

不
平
等
な
選
挙
区
分
の
恩
恵
に
あ
ず
か
つ
て
い
た
州
議
会
は
選
挙
区
の
再
区
分

を
行
な
お
う
と
せ
ず
、
状
況
は
悪
化
し
た
。
そ
こ
で
、
都
市
住
民
は
、
不
平
等

な
定
数
配
分
が
平
等
原
則
等
に
違
反
す
る
と
L
て
裁
判
所
へ
救
済
を
求
め
た
。

　
ま
ず
、
初
期
の
判
例
と
し
て
、
最
高
裁
が
再
区
分
法
の
形
式
的
違
法
を
宣
言

し
た
ω
ヨ
自
昌
≦
＝
o
一
ヨ
（
お
認
）
顎
国
o
窪
蒔
く
●
悶
貯
ロ
ロ
（
這
器
）
嚇
O
m
『
3
・

一
一
く
。
国
o
畠
Φ
吋
　
（
一
〇
ω
N
）
が
あ
る
。
著
者
は
、
こ
れ
ら
を
検
討
し
た
結
果
、

そ
こ
に
は
判
決
執
行
の
障
害
が
存
在
し
な
か
つ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
（
三
七
－
四
〇
頁
）
す
な
わ
ち
、
こ
の
種
の
問
題
が
、
必
ず
し
も
、
理
論
上

当
然
に
訴
訟
に
馴
染
ま
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
歴
史
的
に
見
て
こ
の
領
域
で
最
も
重
要
な
判
決
の
ひ
と
つ
は
、
政
治
問
題
の

法
理
に
よ
つ
て
判
断
が
回
避
さ
れ
た
O
o
一
Φ
鴨
o
奉
く
●
9
0
窪
で
あ
る
。
こ
れ

は
一
六
年
後
に
切
畏
震
＜
●
O
舞
『
（
お
8
）
に
よ
つ
て
く
つ
が
え
さ
れ
た
。



著
者
は
、
こ
こ
に
お
い
て
も
判
決
執
行
の
問
題
が
判
事
達
の
心
の
中
で
最
大
の

関
心
事
で
あ
つ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
（
四
一
ー
四
七
頁
）

　
そ
の
後
も
人
口
の
都
市
流
入
は
続
ぎ
、
状
況
は
全
国
的
に
悪
化
し
て
い
つ

た
。
そ
し
て
、
ω
躊
o
『
判
決
が
下
さ
れ
た
。

　
著
者
は
、
ベ
イ
カ
ー
・
テ
ス
ト
が
説
得
力
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
て

い
る
。
例
え
ば
、
第
一
に
、
ベ
イ
カ
ー
・
テ
ス
ト
の
基
準
に
該
当
す
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
最
高
裁
が
審
査
し
た
実
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、

法
律
家
な
ら
ぽ
、
望
み
さ
え
す
れ
ば
、
憲
法
条
文
の
中
に
『
文
言
上
の
授
権
」

や
「
判
断
基
準
」
な
ど
を
発
見
す
る
こ
と
も
発
見
し
な
い
こ
と
も
で
き
る
。
第

三
に
、
「
統
治
部
門
相
互
の
敬
譲
」
は
、
権
力
分
立
と
司
法
審
査
制
を
採
用
し

て
い
る
ア
メ
リ
カ
政
治
の
絶
対
的
要
件
で
は
な
い
、
等
で
あ
る
。
（
六
三
！
六
四

頁
）　

そ
し
て
、
著
者
は
、
切
お
自
き
判
事
が
他
の
同
種
の
先
例
と
異
な
り
本
件

に
限
つ
て
判
決
が
確
実
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
見
込
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
そ

れ
こ
そ
が
ω
爵
震
判
決
に
よ
つ
て
最
高
裁
が
選
挙
区
分
の
領
域
に
踏
み
込
ん

だ
真
の
理
由
で
あ
り
、
ベ
イ
カ
ー
・
テ
ス
ト
は
そ
の
た
め
の
口
実
に
す
ぎ
な

い
、
と
結
論
づ
け
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
選
挙
区
分
の
不
平
等
は
当
時
既
に
限
界

に
達
し
て
お
り
、
不
平
等
是
正
の
た
め
の
国
民
的
合
意
は
熟
し
て
い
た
。
（
六

四
ー
六
五
頁
）

　
次
に
、
著
者
は
、
選
挙
区
と
類
似
の
問
題
と
し
て
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
郡
単

位
投
票
制
度
に
関
す
る
判
例
を
検
し
て
い
る
。
そ
の
経
緯
は
前
述
の
選
挙
区
の

問
題
と
同
様
の
も
の
で
あ
つ
た
。
最
高
裁
は
、
初
期
の
事
件
で
は
訴
を
全
て
退

け
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
国
民
的
合
意
の
形
成
を
受
け
て
、
遂
に
、
ω
爵
震
判

　
　
　
紹
介
と
批
評

決
直
後
の
O
『
曙
く
。
留
＆
震
の
（
這
8
）
等
に
お
い
て
態
度
を
劇
的
に
逆
転

し
た
。
最
高
裁
は
、
こ
の
制
度
が
平
等
原
則
に
違
反
す
る
と
宣
言
し
た
。
著
者

は
こ
の
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
（
七
二
1
へ
五
頁
）

　
生
　
立
法
、
憲
法
改
正
、
選
挙

　
第
四
章
「
立
法
お
よ
び
選
挙
」
の
部
分
で
は
、
立
法
あ
る
い
は
憲
法
改
正
の

有
効
性
お
よ
び
選
挙
に
関
す
る
争
い
と
政
治
問
題
の
法
理
の
関
係
が
検
討
さ
れ

て
い
る
。

　
著
者
は
ま
ず
、
立
法
の
形
式
的
適
法
性
に
関
す
る
判
例
の
不
統
一
の
理
由
を

吟
味
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
著
者
は
、
法
律
の
形
式
的
合
憲
性
の
問
題
が
政
治

問
題
と
さ
れ
た
譲
窯
3
～
国
巽
け
（
一
〇
。
譲
）
お
よ
び
霊
①
匡
≦
Ω
貰
犀
（
一
。。
箪
）

で
は
判
決
執
行
の
問
題
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し

て
次
に
、
同
様
の
事
件
に
対
し
て
最
高
裁
が
本
案
判
決
を
下
し
た
℃
露
∈
冨

＜
。
評
旨
o
（
一
。
。
δ
で
は
、
判
決
に
対
す
る
政
府
と
世
論
の
圧
倒
的
な
支
持
が

期
待
で
ぎ
る
状
況
に
あ
つ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
（
九
八
ー
一
〇
二
頁
）

　
と
こ
ろ
で
、
憲
法
修
正
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
る
場
合
に
は
、
問
題
は
い
く
ぶ

ん
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
憲
法
修
正
は
多
数
の
州
議
会
の
承
認
と
い
う
形
で
合

衆
国
国
民
の
絶
対
的
多
数
の
明
白
な
同
意
を
得
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
政
治
過
程
に
対
す
る
責
任
を
負
わ
な
い
司
法
部
が
、
国
民
の
圧
倒
的
多
数

の
意
思
と
し
て
宣
言
さ
れ
た
憲
法
修
正
を
審
査
す
る
権
限
を
ど
の
よ
う
に
し
て

正
当
化
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
不
可
能
に
近
い
。
従
つ
て
、
最
高
裁
は
、
こ
れ
ま

で
に
憲
法
修
正
の
合
憲
性
が
問
わ
れ
た
事
件
全
て
に
対
し
て
、
明
示
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
（
＝
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

黙
示
的
に
、
判
断
権
は
政
治
部
門
に
あ
る
と
い
う
態
度
を
示
し
て
き
た
。
例
え

ば
、
　
2
讐
一
9
巴
　
勺
8
岳
露
二
自
O
器
o
の
　
（
一
8
0
）
“
U
≡
o
昌
く
●
O
一
霧
の

（
一
。
N
一
）
…
い
。
ω
R
＜
●
9
旨
。
簿
（
一
〇
旨
）
嚇
q
。
ω
。
く
●
ω
震
譜
轟
（
一
〇
ω
一
）
顎

O
o
一
①
ヨ
窪
＜
●
ヨ
三
雪
（
這
紹
）
が
あ
る
。
（
一
〇
二
－
一
一
〇
頁
）

　
次
に
、
著
者
は
、
選
挙
過
程
あ
る
い
は
そ
の
結
果
の
合
法
性
が
問
わ
れ
た
事

例
を
検
討
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、
ω
o
琶
＜
・
2
0
ぼ
霧
富
霞
お
一
↓
鼠
器
『
（
一
。
。
。
N
）
お
よ
び
蜜
9

℃
富
あ
8
〈
・
望
霧
犀
R
（
一
。
。
。
N
）
を
概
観
し
た
結
果
、
著
者
は
、
既
に
回
復
不

可
能
な
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
最
高
裁
が
現
状
を
支
持
す
る
傾

向
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
二
二
頁
）

　
そ
の
上
で
、
著
者
は
、
最
高
裁
が
選
挙
に
関
す
る
紛
争
に
介
入
す
る
こ
と
を

拒
否
し
な
か
つ
た
ω
o
且
＜
■
固
o
琶
（
這
零
）
と
℃
o
≦
①
一
一
く
．
竃
8
0
『
唐
碧
犀

（
一
。
＄
）
の
背
景
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
政
治
問
題
の
本
質
を
再
び
確
認

し
よ
う
と
す
る
。
ま
ず
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
最
高
裁
が
議
会
自
身
に
よ
る

当
該
当
選
人
の
排
除
を
黙
認
し
た
場
合
に
は
、
「
黒
人
を
政
治
過
程
に
参
加
さ

せ
る
」
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
基
本
信
条
を
否
定
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
あ
つ

た
。
し
か
し
、
幸
に
、
ふ
た
り
と
も
既
に
判
決
時
ま
で
に
再
選
を
果
た
し
、
ま

た
、
議
会
の
方
も
、
判
決
時
点
で
は
、
彼
ら
を
受
け
容
れ
る
意
向
（
あ
る
い
は

受
け
容
れ
ら
れ
る
状
況
）
に
な
つ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
判
決
執

行
上
の
不
安
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
（
二
六
ー
＝
天
頁
）

臥
　
執
行
部
の
自
由
裁
量

「
執
行
部
」
と
題
す
る
第
五
章
で
は
、

執
行
部
の
自
由
裁
量
の
間
題
が
検
討

八

（

八

）

さ
れ
て
い
る
。

　
先
述
の
よ
う
に
、
執
行
部
は
、
裁
判
所
の
命
令
の
執
行
を
拒
否
す
る
こ
と
に

よ
り
、
容
易
に
司
法
の
権
威
を
打
ち
倒
す
こ
と
が
で
き
る
。
従
つ
て
、
著
者
に

よ
れ
ば
、
次
の
ふ
た
つ
の
場
合
に
司
法
部
は
自
制
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
第
一

に
、
裁
判
所
の
命
令
が
執
行
部
に
無
視
さ
れ
司
法
の
権
威
に
傷
が
つ
き
か
ね
な

い
場
合
。
第
二
に
、
そ
の
命
令
が
司
法
部
と
執
行
部
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
て
、

そ
の
後
の
執
行
部
を
司
法
部
に
と
つ
て
頼
り
に
な
ら
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
い

か
ね
な
い
場
合
で
あ
る
。
そ
の
際
、
日
汐
謎
8
ユ
巴
と
α
富
R
o
二
呂
巴
と
い

う
境
界
線
が
不
明
確
で
「
便
利
」
な
区
別
に
説
明
が
求
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
と

い
う
。
r
例
え
ば
、
国
8
言
畠
団
く
●
U
8
三
8
（
一
〇。
〇
一
）
旧
竃
お
忽
霧
甘
℃
貯
●

一
〇
げ
霧
8
（
一
〇〇
〇
刈
）
“
国
①
昌
鼠
一
一
＜
。
q
腰
ω
．
（
一
〇〇
G

o
o
o
）
旧
U
o
8
言
『
〈
●
℃
壁
一
α
営
西

（
一
〇
〇
合
》
切
3
ω
冨
碧
＜
・
9
霧
8
（
一
〇
。
畠
）
が
あ
る
。
（
コ
ニ
O
ー
一
三
八
頁
）

　
航
　
政
治
問
題
の
正
当
性

　
「
政
治
問
題
の
有
用
性
」
と
題
す
る
第
六
章
は
、
本
書
の
結
び
に
あ
た
り
、

著
者
は
そ
こ
で
、
政
治
問
題
の
法
理
の
正
当
性
に
論
及
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

に
明
ら
か
に
な
つ
た
よ
う
に
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
最
高
裁
は
、
大
統
領
や
議
会

と
性
質
は
違
つ
て
も
、
「
政
治
」
機
関
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
憲
法

の
護
り
手
と
し
て
憲
法
の
真
理
を
新
し
い
社
会
的
必
要
に
応
じ
て
拡
げ
て
い
く

こ
と
が
司
法
部
の
主
た
る
機
能
で
あ
る
。
従
つ
て
、
司
法
部
の
判
決
に
よ
る
新

し
い
問
題
の
解
決
も
新
し
い
権
限
配
分
の
ひ
と
つ
の
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
、

同
時
に
、
司
法
部
が
当
該
問
題
に
対
す
る
判
断
を
表
明
す
る
こ
と
が
、
い
ず
れ

に
せ
よ
司
法
部
の
権
威
を
挫
い
て
し
ま
い
か
ね
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
憲



法
解
釈
の
名
の
下
に
、
政
治
問
題
の
法
理
を
援
用
し
て
、
判
断
を
回
避
し
自
己

防
衛
を
図
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
か
よ
う
に
政
治
問
題
の
法
理
が
戦
術
的
な
議
論
で
あ
る
と
し
て
、
次

の
問
題
は
、
果
た
し
て
そ
れ
は
合
法
な
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
著
者
は
、
政
治
問
題
の
法
理
は
正
当
化
で
き
る
、
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

政
治
問
題
の
法
理
は
裁
判
所
が
不
当
な
競
争
か
ら
退
く
こ
と
を
許
L
、
そ
れ
に

よ
つ
て
、
さ
よ
う
な
権
力
闘
争
に
不
可
避
な
害
悪
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
問
題
の
法
理
は
裁
判
所
の
機
能
を
維
持
し
、

憲
法
体
制
を
護
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
（
一
四
二
ー
一
四
四
頁
）

　
な
お
、
一
般
に
困
爵
震
と
℃
o
妻
亀
は
政
治
問
題
の
範
囲
を
狭
め
た
と
言

わ
れ
て
い
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
著
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ふ
た
つ
の
判

決
が
政
治
問
題
の
性
質
を
変
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
先
述
の
よ

う
な
「
必
要
」
の
生
じ
た
場
合
に
は
、
政
治
間
題
の
法
理
は
い
つ
で
も
登
場
し

て
く
る
こ
と
の
で
き
る
性
質
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
憲
法
上

の
権
限
は
ほ
と
ん
ど
全
て
が
議
会
か
大
統
領
あ
る
い
は
、
そ
の
双
方
に
配
分
さ

れ
て
い
る
の
で
、
司
法
部
は
、
必
要
と
あ
れ
ば
い
つ
で
も
、
憲
法
解
釈
の
名
の

下
に
、
こ
れ
は
政
治
部
門
が
自
ら
の
限
界
を
定
め
る
べ
き
問
題
で
あ
る
」
と
言

い
得
る
か
ら
で
あ
る
。
従
つ
て
、
著
者
は
、
ど
の
憲
法
問
題
が
次
に
政
治
問
題
と

さ
れ
る
か
予
言
は
で
ぎ
な
い
が
、
政
治
問
題
の
法
理
が
未
だ
に
終
り
を
告
げ
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
（
一
四
四
ー
一
四
五
頁
）

　
以
上
が
本
書
の
概
要
で
あ
る
。

三
　
若
干
の
批
評

　
本
書
は
豊
富
な
資
料
に
よ
り
論
証
を
進
め
て
い
る
の
で
説
得
力
を
持
つ
て
い

る
。　

し
か
し
、
本
書
を
通
読
し
て
感
ず
る
こ
と
は
、
果
た
し
て
、
司
法
過
程
と
い

も
う
の
は
「
判
決
実
現
の
可
能
性
」
と
そ
の
背
後
に
あ
る
「
社
会
的
合
意
の
成

熟
度
」
と
い
う
要
因
だ
け
で
説
明
し
尽
せ
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ

る
。
判
決
が
世
論
形
成
に
関
し
て
果
た
す
役
割
と
か
、
判
事
の
個
人
的
な
法
哲

学
な
ど
も
、
司
法
過
程
を
論
ず
る
場
合
に
は
無
視
で
き
な
い
要
因
で
は
な
か
ろ

う
か
。
例
え
ば
、
一
九
五
四
年
に
、
最
高
裁
は
、
判
決
実
現
の
困
難
が
明
ら
か

に
予
測
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
騨
o
名
昌
＜
．
切
伍
鉱
国
“

暮
・
の
判
決
を
下
し
、
自
ら
困
難
に
直
面
し
て
い
つ
た
。
ま
た
、
例
え
ば
ニ
ュ

ー
デ
ィ
ー
ル
の
時
代
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
社
会
的
合
意
の
変
化
と
い
う
よ
り

も
、
む
し
ろ
判
事
の
交
替
の
結
果
、
判
例
が
変
更
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
本
書
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
政
治
問
題
の
法
理
を
理
論

化
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
つ
て
、
そ
の
着
想
に
お
い
て
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ

る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
更
に
、
特
に
本
書
は
、
政
治
史
の
観
点
か
ら
豊
富

な
資
料
を
提
供
し
て
い
る
点
に
お
い
て
も
、
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
林
　
　
　
節

紹
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批
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一
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（
　
一
九
）


