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一
　
は
じ
め
に

㈠
　
問
題
の
所
在

　
議
会
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
法
律
の
合
憲
性
を
審
査
す
る
際
に
、
裁
判
所
は
当
該
法
律
の
目
的
と
そ
の
目
的
達
成
の
た
め
に
と
ら
れ
た

手
段
の
関
連
性
に
つ
い
て
審
査
を
行
う
。
そ
の
場
合
に
、
当
該
立
法
目
的
と
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（
1
）実」（

立
法
事
実
）
が
問
題
と
な
る
。
基
本
的
人
権
に
対
す
る
一
定
の
制
約
を
課
す
立
法
の
合
憲
性
審
査
の
際
に
、

当
該
立
法
は
一
定
の
事
実
状
態
を
前
提
と
し
て
初
め
て
合
憲
性
が
認
め
ら
れ
、
そ
こ
で
は
当
該
立
法
を
支
え
る
立
法
事
実
の
精
査
が
必
要

不
可
欠
と
な（
2
）る。
立
法
事
実
を
支
え
る
根
拠
を
検
証
す
る
こ
と
で
人
権
制
約
の
根
拠
を
詰
め
て
問
う
と
い
う
意
味
が
立
法
事
実
論
に
は

あ（
3
）り、
こ
う
し
た
議
論
は
「
立
法
府
の
判
断
の
客
観
化
」
の
た
め
の
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
え
る
。

　
し
か
し
、
わ
が
国
に
お
け
る
立
法
事
実
の
審
査
を
め
ぐ
る
議
論
（
立
法
事
実
論
）
は
一
時
的
な
輝
き
を
放
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
憲

法
判
例
の
中
で
尊
重
さ
れ
、
十
分
に
機
能
し
続
け
て
き
た
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
わ
が
国
の
最
高
裁
は
「
立
法
事
実
に
つ
い
て
立
ち

入
っ
た
審
査
を
せ
ず
に
、
立
法
府
の
裁
量
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
強
く
示
し
て
い（
4
）た」

と
評
価
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
立
法
事
実
を
審
査
す

る
際
の
指
標
と
な
る
二
重
の
基
準
（
そ
れ
を
深
化
さ
せ
た
審
査
基
準
論
）
も
、
本
来
は
精
神
的
自
由
を
制
限
す
る
立
法
の
合
憲
性
審
査
を
厳

格
に
行
う
こ
と
に
意
義
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
二
重
の
基
準
論
的
な
い
い
ま
わ
し

0

0

0

0

0

を
、
経
済
的
自
由
の
制
限
を
正
当
化
す
る
た
め

に
の
み
、
し
た
に
す
ぎ
な（
5
）い」

と
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
、
わ
が
国
の
最
高
裁
が
採
用
し
て
い
る
の
か
も
定
か
で
は
な
い
。
裁
判
所
に
よ
る

立
法
事
実
の
審
査
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
態
は
、
わ
が
国
の
判
例
実
務
に
お
い
て
、
立
法
事
実
論
と
「
切
っ
て
も
切
れ
な

い
関（
6
）係」

に
あ
り
、
か
つ
、「
部
分
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
に
と
ど
ま（
7
）る」

違
憲
審
査
基
準
論
と
の
関
係
性
に
起
因
す
る
と
指
摘
で
き
る
。



立法判断の客観化に向けた法的アプローチ

39

　
た
だ
、
か
よ
う
な
問
題
状
況
を
前
提
に
し
た
と
し
て
も
、
立
法
府
の
判
断
の
客
観
化
と
い
う
試
み
が
霧
消
す
る
訳
で
は
な
い
。
立
法
事

実
を
審
査
す
る
こ
と
に
対
す
る
裁
判
所
の
消
極
的
姿
勢
の
根
拠
と
な
る
、
権
力
分
立
の
問
題
や
立
法
府
の
政
策
的
判
断
に
対
す
る
敬
譲
の

必
要
性
な
ど
の
問
題
を
回
避
し
つ
つ
、
同
様
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
他
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
考
え
る
余
地
は
十
分
に
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
あ
る
法
律
の
立
法
目
的
と
規
制
手
段
の
合
理
性
を
、
立
法
事
実
の
審
査
を
通
じ
て
確
保
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
立
法
過
程
に
着

目
し
た
審
査
を
補
完
的
に
用
い
る
こ
と
で
確
保
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ（
8
）る。

ま
た
、
こ
う
し
た
審
査
は
、
立
法
府
の
判
断
の
客
観

化
に
資
す
る
と
い
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
従
来
立
法
府
の
裁
量
を
前
提
に
権
利
保
障
が
不
十
分
で
あ
っ
た
領
域
に
お
い
て
法
律
の
合
理
性

を
確
保
す
る
と
い
う
意（
9
）義や

、
裁
判
所
と
議
会
と
の
協
働
的
営
）
10
（

為
を
促
進
す
る
こ
と
で
人
権
保
障
を
深
化
さ
せ
る
と
い
っ
た
意
義
が
あ
る
。

㈡
　
近
年
の
新
た
な
潮
流

　
こ
う
し
た
立
法
過
程
に
着
目
し
た
審
査
は
、
近
年
の
欧
州
人
権
裁
判
所
（European Court of H

um
an Rights, 

Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
）、
欧
州
司
法

裁
判
所
（European Court of Justice, 

Ｅ
Ｃ
Ｊ
）、
さ
ら
に
は
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
憲
法
裁
判
所
に
お
い
て
見
ら

れ
る
と
の
指
摘
が
あ
）
11
（

る
。
あ
る
論
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
審
査
は
裁
判
所
が
法
律
制
定
過
程
に
専
ら
焦
点
を
当
て
、
こ
の
過
程
に
お
け
る
手

続
的
な
瑕
疵
に
の
み
基
づ
き
法
律
を
違
憲
と
す
る
「
純
粋
な
（pure

）」
手
続
審
査
と
は
異
な
り
、
法
律
の
実
体
審
査
の
一
部
と
し
て
立

法
府
の
判
断
形
成
過
程
（decision-m

aking process

）
を
審
査
す
る
と
い
う
意
味
で
、
準
手
続
審
査
（sem

iprocedural review

）
と
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
審
査
は
法
律
の
制
定
過
程
の
審
査
と
、
法
律
の
実
体
面
の
審
査
と
を
融
合
さ
せ
る
司
法
審
査
の
モ

デ
ル
な
の
で
あ
）
12
（

る
。

　
こ
の
準
手
続
審
査
の
下
で
は
、
特
定
の
憲
法
上
の
権
利
や
価
値
が
侵
害
さ
れ
た
と
き
、
裁
判
所
は
高
め
ら
れ
た
手
続
的
要
件

（heightened procedural requirem
ents

）
を
立
法
府
に
対
し
て
課
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
一
般
に
裁
判
所
に
よ
る
立
法
過
程
の
審
査

は
、
そ
の
よ
う
な
権
利
侵
害
の
許
容
性
を
判
断
す
る
た
め
に
行
わ
れ
て
き
た
伝
統
的
な
実
体
審
査
に
代
置
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
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補
完
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｅ
Ｃ
Ｈ
）
13
（
Ｒ
や
Ｅ
Ｃ
）
14
（
Ｊ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
憲
法
裁
判
）
15
（
所
で
行
わ
れ
て
き
て
い
る
準
手
続
審
査
は
、

し
ば
し
ば
比
例
性
審
査
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
）
16
（

る
。

㈢
　
本
論
文
の
目
的

　
こ
う
し
た
欧
州
の
比
例
性
審
査
の
中
で
見
ら
れ
る
準
手
続
審
査
は
、
同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
の
い
く
つ
か
の
判
例
に
も
見

出
す
こ
と
が
で
き
）
17
（

る
。
本
論
文
で
は
、
準
手
続
審
査
が
果
た
す
補
完
的
機
能
と
当
該
審
査
と
審
査
基
準
の
関
係
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の

判
例

―
連
邦
主
義
に
関
す
る
判
）
18
（
例
と
は
別
に
、
平
等
保
護
や
表
現
の
自
由
に
関
す
る
判
例

―
を
通
し
て
分
析
・
検
討
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
審
査
基
準
を
採
用
す
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
こ
の
準
手
続
審
査
が
ど
の
よ
う
な
形
で
登
場
し
、
な
ぜ
当
該

審
査
が
行
わ
れ
た
の
か
、
さ
ら
に
は
立
法
者
に
対
し
て
要
請
さ
れ
る
原
理
が
あ
る
の
か
を
幾
許
で
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
目
的
か
ら
、
本
論
文
で
は
、
ま
ず
準
手
続
審
査
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
（
二
）、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
当
該
審
査
が
行

わ
れ
た
事
例
に
つ
き
、
平
等
保
護
の
領
域
（
三
）
と
表
現
の
自
由
の
領
域
（
四
）
の
判
例
を
分
析
し
、
当
該
審
査
導
入
の
背
景
を
検
討
す

る
（
五
）
こ
と
に
し
た
い
。

二
　
準
手
続
審
査
の
性
質

　
本
章
で
は
準
手
続
審
）
19
（

査
の
性
質
に
つ
い
て
、
㈠
で
実
体
審
査
、
㈡
で
手
続
審
査
と
の
異
同
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
そ
の
内
容
を
析
出
す

る
こ
と
に
し
た
い
。
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㈠
　
準
手
続
審
査
と
実
体
審
査

　
一
般
に
、
伝
統
的
あ
る
い
は
純
粋
な
意
味
で
の
実
体
審
査
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
あ
る
法
律
の
内
容
の
審
査
を
通
じ
て
、
そ
の
合
憲
性

を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
裁
判
所
は
あ
る
法
律
に
よ
る
規
制
が
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
権
利
や
価
値
を
侵
害
し
た
か
否
か
を
判

断
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
判
断
を
す
る
際
に
、
立
法
府
が
法
律
を
制
定
し
た
過
程
は
重
要
な
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
こ
と
は
な
）
20
（

い
。
し
た
が
っ
て
、
伝
統
的
な
実
体
審
査
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
立
法
過
程
の
最
終
的
な
産
物
（
制
定
さ
れ
た
法
律
）
が

司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
）
21
（
る
。

　
実
体
審
査
と
は
対
照
的
に
、
準
手
続
審
査
に
よ
れ
ば
、
あ
る
法
律
が
立
法
過
程
に
お
け
る
手
続
的
要
件
に
適
合
す
る
か
否
か
と
い
う
問

題
は
、
裁
判
所
に
よ
る
法
律
の
合
憲
性
判
断
の
際
に
重
要
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
は
時
に
決
定
的
な
も
の
と
な
る
の
で
あ

る
。
実
体
審
査
と
準
手
続
審
査
と
の
重
要
な
差
異
は
権
利
侵
害
の
許
容
性
を
判
断
す
る
際
の
着
眼
点
の
違
い
に
あ
）
22
（
る
。
実
体
審
査
の
下
で

の
当
該
判
断
は
、
立
法
目
的
の
正
当
性
や
目
的
手
段
の
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
裁
判
官
の
判
断
に
専
ら
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
対
し
て
準
手
続
審
査
の
下
で
は
、
立
法
府
が
立
法
目
的
の
正
当
性
や
目
的
手
段
の
関
連
性
な
ど
の
問
題
に
つ
き
十
分
な
考
慮
に
基

づ
く
判
断
を
下
し
た
の
か
と
い
う
手
続
的
観
点
を
裁
判
所
が
実
体
判
断
の
際
に
補
完
的
に
用
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
準
手
続
審
査
は
合
憲
性
が
法
律
の
内
容
に
の
み
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
や
、
法
律

の
制
定
過
程
を
専
ら
裁
判
所
の
領
分
を
超
え
た
も
の
と
す
る
見
解
と
の
距
離
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
審
査
は
従
来

の
裁
判
所
の
役
割
論
に
関
し
て
、
社
会
に
お
い
て
権
利
の
均
衡
を
最
終
的
に
図
る
機
関
か
ら
、
立
法
府
が
自
ら
の
任
務
に
対
す
る
責
任
を

と
る
こ
と
を
確
保
す
る
機
関
へ
と
、
部
分
的
で
は
あ
る
も
の
の
劇
的
な
転
換
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
）
23
（
る
。
こ
う
し
た
主

張
に
対
し
て
は
二
通
り
の
指
摘
が
可
能
で
あ
る
。
一
つ
は
、
こ
の
転
換
と
い
う
も
の
が
あ
く
ま
で
も
部
分
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
た
め
、

準
手
続
審
査
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
裁
判
所
は
権
利
と
規
制
利
益
の
衡
量
と
い
う
役
割
を
完
全
に
立
法
府
に
委
ね
て
い
る
訳
で
は
な
い
と



法学政治学論究　第101号（2014.6）

42

い
う
（
肯
定
側
の
）
指
摘
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
立
法
過
程
で
生
じ
た
瑕
疵
を
法
化
し
て
い
る
点
で
、
均
衡
を
図
る
と
い
う
裁
判
所
の

役
割
が
さ
ら
に
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
審
査
の
用
い
方
次
第
で
、
そ
の
役
割
強
化
が
過
剰
に
な
り
兼
ね
な
い
と
い
う
（
否
定

側
の
）
指
摘
で
あ
る
。
た
だ
し
、
何
れ
か
の
見
解
を
無
批
判
に
受
容
す
る
こ
と
で
当
該
審
査
手
法
の
賛
否
を
論
ず
る
の
で
は
な
く
、
両
者

を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

㈡
　
準
手
続
審
査
と
手
続
審
査

　
次
に
、
純
粋
な
意
味
で
の
手
続
審
査
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
あ
る
法
律
の
制
定
へ
と
導
い
た
立
法
手
続
の
検
討
に
専
念
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
場
合
に
立
法
の
内
容
そ
れ
自
体
は
当
該
審
査
に
お
い
て
全
く
無
関
係
な
も
の
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
手
続
審
査
に
お
け
る
立

法
過
程
の
司
法
審
査
は
、
法
律
の
実
体
面
の
問
題
に
か
か
わ
ら
ず
不
適
切
に
制
定
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
法
律
に
対
し
て
一
様
に
行
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
か
よ
う
な
手
続
的
瑕
疵
は
、
裁
判
所
が
当
該
法
律
を
違
憲
と
判
断
す
る
の
に
十
分
な
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
）
24
（
る
。

　
こ
の
よ
う
な
純
粋
な
手
続
審
査
と
準
手
続
審
査
に
は
、
以
下
の
三
つ
の
重
要
な
相
違
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
司
法

審
査
の
方
法
論
と
関
係
す
る
。
純
粋
な
手
続
審
査
は
法
律
の
手
続
的
な
正
当
性
と
実
体
的
な
そ
れ
と
を
分
離
し
て
考
え
る
の
に
対
し
て
、

準
手
続
審
査
は
両
者
を
融
合
的
に
捉
え
る
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
立
法
過
程
の
司
法
審
査
の
正
当
化
の
議
論
と
関
係
す
る
。
前
者
は
立
法

手
続
の
完
全
無
欠
性
（integrity

）
を
保
証
す
る
こ
と
が
（
権
利
の
侵
害
の
有
無
と
は
無
関
係
に
）
憲
法
上
要
求
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
正
当

化
さ
れ
る
と
考
え
る
の
に
対
し
、
後
者
は
対
照
的
に
、
個
人
の
権
利
や
他
の
憲
法
上
の
価
値
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
き
に
の
み
、
準
手

続
審
査
が
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
）
25
（

る
。
第
三
は
、
い
か
な
る
場
合
に
裁
判
所
が
手
続
的
要
件
を
執
行
で
き
る
の
か
に
関
係
す
る
。
前
者
は

裁
判
所
が
立
法
過
程
を
規
律
す
る
公
式
な
ル
ー
ル
（
憲
法
上
規
定
さ
れ
た
要
件
）
に
見
ら
れ
る
手
続
的
要
件
の
み
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
る
の
に
対
し
、
後
者
は
公
式
な
ル
ー
ル
を
超
え
て
、
事
実
認
定
や
専
門
家
か
ら
の
助
言
（consultation

）、
適
切
な
議
論
と
討
議

の
よ
う
な
裁
判
所
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
手
続
的
要
件
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
）
26
（

る
。
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し
た
が
っ
て
、
純
粋
な
手
続
審
査
は
立
法
府
を
「
正
規
の
手
続
（procedural regularity

）」
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
め
）
27
（
る
の
に
対
し
て
、
準

手
続
審
査
は
立
法
府
を
「
合
理
的
な
手
続
（procedural rationality

）」
と
い
う
よ
り
高
次
の
基
準
に
服
さ
せ
る
の
で
あ
）
28
（

る
。

㈢
　
小
　
括

　
以
上
の
よ
う
な
要
素
を
備
え
る
準
手
続
審
査
は
、
裁
判
所
に
よ
る
司
法
審
査
の
従
来
の
あ
り
方
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ

り
、
前
述
し
た
よ
う
に
Ｅ
Ｕ
の
裁
判
所
や
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
憲
法
裁
判
所
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観

点
に
着
目
す
る
こ
と
は
、
専
ら
法
の
文
言
や
意
味
に
関
心
を
寄
せ
て
き
た
姿
勢
か
ら
、
立
法
府
に
よ
る
法
律
制
定
の
際
の
手
続
的
要
件
へ

の
関
心
の
高
ま
り
を
象
徴
し
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
）
29
（

う
。

　
こ
の
よ
う
な
立
場
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
の
は
、
裁
判
所
が
立
法
過
程
を
審
査
し
、
そ
の
過
程
の
質
（quality

）
を
評
価
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
立
法
府
の
判
断
形
成
過
程
の
質
と
い
う
も
の
が
、
法
律
の
合
憲
性
に
関
す
る
裁
判
所
の
判
断
に
影
響
を
与
え

得
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
）
30
（

る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
近
年
の
潮
流
は
、「
よ
り
良
い
立
法
」
に
向
け
た
、
立
法

な
い
し
立
法
者
の
固
有
の
「
合
理
性
」
を
問
うLegisprudence

（
立
法
学
）
と
連
な
る
も
の
で
も
あ
）
31
（
り
、
今
後
の
議
論
の
さ
ら
な
る
発

展
も
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
立
法
過
程
を
審
査
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
独
立
に
行
わ
れ
る
訳
で
も
、
立
法
過
程
の
質
が
立
法
の
合
理
性
を

判
断
す
る
際
の
唯
一
の
要
素
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
あ
る
法
律
が
違
憲
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
よ
う
な
場
合

に
お
い
て
の
み
、
立
法
過
程
の
審
査
が
な
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
質
は
憲
法
上
の
権
利
侵
害
の
許
容
性
を
判
断
す
る
際
に
裁
判
所
が
検

討
す
る
い
く
つ
か
の
要
素
の
う
ち
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
当
該
審
査
は
純
粋
な
手
続
審
査
と
も
実
体
審
査
と
も
区

別
さ
れ
、
準
手
続
的
な
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
点
、
法
律
と
い
う
国
会
の
判
断
過
程
の
「
結
果
」
か
ら
、
国
会
の
判
断
過
程
に
お
け
る
立
法
者
の
「
行
為
」
へ
と
審
査
対
象
を
移
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行
す
る
こ
と
を
「
違
憲
の
主
観
化
」
と
呼
ぶ
な
ら
）
32
（
ば
、
立
法
過
程
に
着
目
し
た
準
手
続
審
査
も
同
様
の
次
元
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
本
論
文
に
お
け
る
準
手
続
審
査
の
議
論
の
射
程
は
、
法
律
の
制
定
後
か
ら
年
月
が
経
過
し
当
初
の
法
律
の
合
理
性
を
支
え
る
立
法

事
実
の
変
化
が
生
じ
た
よ
う
な
場
合
で
は
な
く
、
立
法
府
が
新
た
に
法
律
を
制
定
す
る
（
あ
る
い
は
法
改
正
す
る
）
場
合
に
限
定
さ
れ
る
。

三
　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
準
手
続
審
査
の
展
開
①
（
平
等
保
護
の
領
域
）

　
本
章
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
平
等
保
護
に
関
す
る
判
例
に
お
い
て
、
前
章
で
説
明
し
た
準
手
続
審
査
が
見
ら
れ
る
も
の
を
取
り
上
げ
、
そ

の
内
容
を
分
析
・
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

㈠
　
平
等
保
護
理
論
に
お
け
る
準
手
続
審
査
の
登
場
の
背
景

　
ア
メ
リ
カ
で
は
合
衆
国
憲
法
と
そ
の
憲
法
修
正
と
し
て
後
に
付
加
さ
れ
た
権
利
章
典
（Bill of Rights, 

修
正
一
条
か
ら
修
正
一
〇
条
ま
で
を

指
す
）
に
は
、
平
等
権
に
関
す
る
規
定
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
平
等
権
を
初
め
て
規
定
し
た
の
は
、
南
北
戦
争

後
に
南
部
の
州
に
お
い
て
解
放
さ
れ
た
奴
隷
を
保
護
す
る
目
的
で
制
定
さ
れ
た
修
正
一
四
条
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
い
か
な
る
差
別
が
修
正
一
四
条
（
と
当
該
規
定
が
読
み
込
ま
れ
た
修
正
五
条
）
の
禁
止
す
る
差
別
で
あ
る
か
を
判
定
す
る
た
め

の
い
く
つ
か
の
審
査
基
準
を
連
邦
最
高
裁
は
構
築
し
て
き
た
。
現
在
で
は
、
以
下
の
三
層
の
審
査
基
準
の
存
在
が
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
①
疑
わ
し
い
区
分
（suspect classification, 

人
種
や
国
籍
に
よ
る
区
別
）
に
該
当
す
る
場
合
あ
る
い
は
基
本
的
権
利
を
侵
害
す
る
場

合
に
適
用
さ
れ
る
厳
格
審
査
、
②
準
疑
わ
し
い
区
分
（quasi-suspect classification, 

性
別
や
非
嫡
出
子
に
よ
る
区
別
）
に
該
当
す
る
場
合
に

適
用
さ
れ
る
中
間
審
査
、
③
前
記
の
区
別
に
該
当
し
な
い
区
別
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
合
理
性
審
査
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
平
等
保
護
の
領
域
に
お
け
る
三
層
の
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
七
六
年
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
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れ
以
前
は
①
と
③
の
二
層
の
審
査
基
準
に
よ
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
本
章
で
扱
う
判
例
も
、
ま

さ
に
そ
の
よ
う
な
問
題
を
克
服
す
る
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
二
層
分
析
に
は
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
っ

た
の
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次
に
簡
単
に
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
一
九
七
六
年
以
前
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
平
等
保
護
に
関
す
る
理
論
は
二
層
の
審
査
基
準
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
）
33
（
た
。
連
邦
最
高
裁
は
法

律
に
よ
っ
て
生
じ
る
区
別
が
経
済
的
あ
る
い
は
社
会
的
規
制
を
含
む
場
合
に
、
立
法
府
の
判
断
に
対
し
て
極
め
て
敬
譲
的
な
姿
勢
を
と
っ

て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
区
別
を
生
じ
さ
せ
る
目
的
手
段
の
合
理
的
関
連
性
が
存
在
し
な
い
場
合
に
の
み
、
平
等
保
護
を
侵

害
す
る
も
の
と
し
て
違
憲
の
判
断
が
な
さ
れ
て
い
た
。
他
方
で
、
そ
れ
が
疑
わ
し
い
区
別
や
基
本
的
権
利
を
侵
害
す
る
場
合
に
は
、
立
法

府
に
対
す
る
敬
譲
は
正
当
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
当
該
区
別
は
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
利
益
を
達
成
す
る
た
め
に
厳
格
に
作
成
さ
れ

て
い
な
い
場
合
に
は
違
憲
と
判
断
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
分
析
方
法
の
最
も
深
刻
な
問
題
は
、
問
題
解
決
の
入
口
と
な
る
区
別
の
類
型
を
行
う
こ
と
に
力
が
注
が
れ
、
そ
れ
以

上
の
詳
細
な
検
討
を
一
切
排
除
し
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
っ
）
34
（

た
。
つ
ま
り
、
一
度
適
用
さ
れ
る
べ
き
審
査
基
準
が
選
択
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
後

の
裁
判
所
の
合
憲
・
違
憲
の
結
論
が
自
動
的
に
導
か
れ
る
ほ
ど
、
審
査
基
準
の
硬
直
化
が
生
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
層
分
析

に
対
す
る
批
判
は
、
当
時
の
連
邦
最
高
裁
の
裁
判
官
の
中
で
も
夙
に
指
摘
さ
れ
て
き
）
35
（

た
。

　
こ
う
し
た
問
題
を
踏
ま
え
て
、
一
九
七
〇
年
代
前
半
の
連
邦
最
高
裁
は
従
来
の
二
層
分
析
を
表
面
的
に
は
維
持
し
つ
つ
中
間
審
査
基
準

を
そ
れ
と
な
く
用
い
て
き
た
が
、
一
九
七
六
年
の
ク
レ
イ
グ
対
ボ
ー
レ
ン
（Craig v. Boren

）
事
）
36
（

件
で
明
白
に
中
間
審
査
基
準
を
打
ち
出

し
た
の
で
あ
る
。
中
間
審
査
基
準
の
流
れ
と
は
別
に
、
従
来
の
二
層
分
析
に
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
・
ス
ケ
ー
ル
で
対
処
す
べ
き
だ
と
す
る
立

場
も
存
在
し
た
。
そ
の
代
表
的
人
物
が
、
次
節
で
取
り
上
げ
る
判
例
の
中
で
準
手
続
審
査
の
主
導
的
役
割
を
担
っ
た
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁

判
官
で
あ
）
37
（

る
。
以
下
で
は
二
つ
の
判
例
を
素
材
に
、
そ
の
具
体
的
内
容
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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㈡
　
フ
リ
ラ
ブ
事
件

　
ア
メ
リ
カ
の
判
例
に
お
い
て
、
準
手
続
審
査
が
最
も
明
白
か
つ
明
確
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
の
）
38
（

が
、
フ
リ
ラ
ブ
対
ク
ラ
ツ

ニ
ッ
ク
（Fullilove v. Klutznick

）
事
）
39
（

件
で
あ
る
。

　
本
件
は
、
一
九
七
七
年
に
制
定
さ
れ
た
連
邦
法
で
あ
る
公
共
事
業
促
進
法
（Public W

orks Em
ploym

ent Act

）
が
、
州
や
地
方
の
公
共

事
業
の
実
施
に
際
し
て
、
連
邦
の
補
助
を
受
け
る
条
件
と
し
て
設
け
た
少
数
民
族
へ
の
特
別
枠
は
平
等
保
護
条
項
に
反
す
る
と
し
て
、
こ

の
補
助
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
建
設
業
者
が
争
っ
た
事
件
で
あ
る
。

　
連
邦
最
高
裁
は
六
対
三
で
合
憲
の
判
断
を
下
し
た
。
本
判
決
の
判
決
理
由
と
考
え
ら
れ
る
バ
ー
ガ
ー
首
席
裁
判
官
の
意
見
は
連
邦
議
会

が
行
っ
た
人
種
に
基
づ
く
区
別
と
州
に
よ
る
そ
れ
と
で
は
判
断
基
準
が
異
な
る
こ
と
を
強
調
し
、
連
邦
の
場
合
に
は
最
大
の
尊
重
を
払
う

べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
議
会
の
有
す
る
広
汎
な
裁
量
を
前
提
）
40
（
に
、
極
め
て
緩
や
か
な
審
査
を
行
い
、
合
憲
と
判
示
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
バ
ー
ガ
ー
意
見
に
対
し
て
、
本
件
で
反
対
意
見
を
執
筆
し
た
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
は
立
法
記
録
（legislative 

record

）
を
検
討
し
た
う
え
で
、
立
法
過
程
に
お
け
る
検
討
や
討
議
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
定
し
、
当
該
法
律
を
違
憲
と
判
示
し

た
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
の
意
見
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
連
邦
議
会
が
早
計
な
状
態
で
（precipitately

）
行
動
し
た
こ
と
が
い

か
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
立
法
過
程
に
対
し
て
形
式
的
に
同
様
の
推
定
を
与
え
る
こ
と
は
裁
判
官
が
昔
か
ら
行
っ
て
き
た

（traditional

）
こ
と
で
あ
る
が
、
立
法
府
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
法
律
が
法
の
適
正
手
続
を
欠
い
て
自
由
ま
た
は
財
産
の
剝
奪
を
引
き
起
こ

し
て
い
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
手
続
が
な
ぜ
検
討
さ
れ
な
い
の
か
理
由
が
分
か
ら
な
い
。
連
邦
議

会
が
、
平
等
保
護
条
項
の
下
で
厳
格
審
査
に
服
す
る
区
別
を
生
じ
さ
せ
た
と
き
に
は
、
司
法
審
査
は
判
断
形
成
過
程
の
手
続
的
な
観
点

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（procedural character

）
の
検
討
を
含
む
べ
き
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
に
思
わ
れ
）
41
（

る
」（
傍
点
筆
者
）
と
。
こ
の
判
示
か
ら
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判

官
は
立
法
府
が
法
律
制
定
時
に
行
っ
た
区
別
の
合
憲
性
審
査
の
際
の
重
要
な
考
慮
要
素
と
し
て
、
立
法
過
程
を
検
討
す
る
準
手
続
審
査
を
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行
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

㈢
　
ク
ロ
ソ
ン
事
件

　
前
節
の
フ
リ
ラ
ブ
事
件
と
同
様
の
手
法
を
と
る
も
の
と
し
て
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
市
対
Ｊ
．
Ａ
．
ク
ロ
ソ
ン
会
社
（City of Richm

ond v. 

J.A. Croson Co.
）
事
）
42
（
件
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
本
件
は
、
一
九
八
三
年
に
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
市
が
採
択
し
た
、
少
数
民
族
系
企
業
活
用
計
画
（M

inority Business 

U
tilization Plan

）
が
、
市
と
建
設
請
負
契
約
を
締
結
し
た
主
た
る
請
負
契
約
業
者
（prim

e contractors

）
に
条
件
と
し
て
設
け
た
少
数
民

族
へ
の
特
別
枠
は
平
等
保
護
条
項
に
反
す
る
と
し
て
、
契
約
締
結
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
業
者
が
争
っ
た
事
件
で
あ
る
。

　
連
邦
最
高
裁
は
五
対
四
で
違
憲
の
判
断
を
下
し
た
。
法
廷
意
見
を
執
筆
し
た
オ
コ
ナ
ー
裁
判
官
の
意
見
は
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
市
議
会
が

少
数
民
族
に
対
す
る
取
り
置
き
計
画
を
採
択
す
る
際
に
依
拠
し
た
五
つ
の
事
実
認
）
43
（

定
が
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
市
の
当
該
救
済
的
行
為
の
必
要
性

を
肯
定
す
る
結
論
に
対
し
て
強
力
な
根
拠
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。
そ
れ
は
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
市
に
お
け
る
建
設
業
者
の
特
定

の
者
に
よ
る
憲
法
違
反
あ
る
い
は
法
律
違
反
の
行
為
の
存
在
に
関
し
て
一
応
の
立
証
が
な
さ
れ
て
い
る
事
件
（prim

a facie case

）
で
あ

る
と
い
え
な
い
か
ら
で
あ
）
44
（
る
。
州
は
自
ら
の
支
出
行
為
が
過
去
の
差
別
の
パ
タ
ー
ン
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
証
拠
を
有
す
る
と
き
に
救
済
的

措
置
を
と
り
得
る
が
、
そ
の
際
に
は
、
そ
の
よ
う
な
差
別
を
具
体
的
に
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
）
45
（

た
。
そ
し
て
、
本
件
に
お

い
て
は
そ
の
よ
う
な
証
拠
が
欠
如
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た
め
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
市
が
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
を
証
明
し
た
と
は
い
え
な
い
と
結
論
づ
け

た
の
で
あ
）
46
（
る
。

　
こ
の
よ
う
な
法
廷
意
見
に
よ
る
審
査
は
、
建
設
業
界
で
の
過
去
の
差
別
的
な
扱
い
を
経
験
し
た
証
人
や
建
設
業
界
に
い
た
証
人
か
ら
の

証
言
や
統
計
的
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
、
建
設
業
界
に
お
け
る
差
別
が
過
去
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
市
議
会
が
認
識
し
て
い
た
の
か
に
及

ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
法
廷
意
見
は
市
議
会
の
判
断
形
成
過
程
を
審
査
し
た
と
指
摘
で
き
）
47
（

る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
廷
意
見
が
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前
述
の
フ
リ
ラ
ブ
事
件
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
の
反
対
意
見
を
引
用
し
て
い
る
こ
）
48
（
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
あ
る
論
者
に

よ
れ
ば
、
本
件
で
違
憲
と
判
断
し
た
法
廷
意
見
は
、
連
邦
議
会
の
立
法
権
限
の
欠
如
を
理
由
に
す
る
の
で
は
な
く
、「
社
会
に
お
い
て
恒

久
的
に
重
要
で
あ
る
価
値
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
に
関
し
て
適
切
な
配
慮
な
く
法
律
を
制
定
し
た
こ
と
」
に
着
目
し
、「
議
会

の
判
断
が
、
根
拠
に
基
づ
き
、
か
つ
熟
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
確
実
な
も
の
と
す
る
責
任
を
裁
判
所
自
ら
が
有
し
て
い
る

こ
）
49
（

と
」
を
示
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
市
の
計
画
に
よ
っ
て
生
じ
た
区
別
の
合
憲
性
判
断
の
目
的
手
段

審
査
に
お
い
て
、
立
法
過
程
に
着
目
す
る
準
手
続
審
査
が
行
わ
れ
て
い
た
と
指
摘
で
き
る
の
で
あ
）
50
（
る
。

四
　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
準
手
続
審
査
の
展
開
②
（
表
現
の
自
由
の
領
域
）

　
本
章
は
、
前
章
に
引
き
続
き
、
ア
メ
リ
カ
の
表
現
の
自
由
に
関
す
る
判
例
に
お
い
て
、
準
手
続
審
査
が
見
ら
れ
る
も
の
を
取
り
上
げ
、

そ
の
内
容
を
分
析
・
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

㈠
　
表
現
の
自
由
理
論
に
お
け
る
準
手
続
審
査
の
登
場
の
背
景

　
ア
メ
リ
カ
で
言
論
・
出
版
の
自
由
や
集
会
・
結
社
の
自
由
を
保
障
す
る
規
定
は
修
正
一
条
で
あ
る
。
そ
の
文
言
か
ら
は
、
言
論
の
自
由

を
規
制
す
る
あ
ら
ゆ
る
法
律
に
対
す
る
厳
格
な
姿
勢
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
実
際
に
は
あ
ら
ゆ
る
言
論
を
保
護
す
る
の
で
は
な
く
、

「
言
論
の
自
由
」
の
み
を
保
護
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
裁
判
所
は
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
「
言
論
の

自
由
」
を
定
義
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
換
言
す
れ
ば
、
保
護
さ
れ
る
言
論
と
保
護
さ
れ
な
い
言
論
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
は
、
保
護
さ
れ
る
言
論
か
保
護
さ
れ
な
い
言
論
か
と
い
う
二
分
法
に
よ
っ
て
、
保
障
の
強
度

（
厳
格
審
査
の
適
用
の
有
無
）
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
立
場
を
判
例
上
と
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
保
護
さ
れ
な
い
言
論
と
し
て
は
、
①
暴
力
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行
動
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
喧
嘩
言
葉
、
②
わ
い
せ
つ
や
児
童
ポ
ル
ノ
、
③
名
誉
毀
損
、
④
虚
偽
や
詐
欺
的
内
容
の
商
業
的
言
論
、
が
一

般
に
指
摘
さ
れ
）
51
（

る
。

　
本
章
前
半
の
二
つ
の
判
例
は
、
伝
統
的
に
保
護
さ
れ
な
い
言
論
と
考
え
ら
れ
て
き
た
「
わ
い
せ
つ
」
表
現
と
の
関
係
で
、「
下
品
な

（indecent
）」
表
現
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
連
邦
最
高
裁
は
い
く
つ
か
の
問
題
に

直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
下
品
な
表
現
も
わ
い
せ
つ
表
現
と
同
列
に
捉
え
て
保
護
さ
れ
な
い
言
論
と
し
て
考
え
る
の
か
、
あ

る
い
は
、
下
品
な
表
現
は
保
護
さ
れ
る
言
論
と
し
て
、
そ
う
し
た
言
論
を
規
制
す
る
法
律
に
対
し
て
、
他
の
政
治
的
言
論
と
同
様
に
厳
格

審
査
を
適
用
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
厳
格
審
査
を
緩
和
さ
せ
た
基
準
を
適
用
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
章
後
半

の
判
例
で
も
同
様
の
問
題
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
ニ
ュ
ー
・
メ
デ
ィ
ア
の
登
場
に
よ
っ
て
生
じ
た
修
正
一
条
の
問
題
に
つ
い
て
、
連
邦

最
高
裁
は
伝
統
的
な
表
現
の
自
由
理
論
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
）
52
（

る
。
つ
ま
り
、
新
聞
規
制
に
適
用
さ

れ
る
厳
格
審
査
基
準
と
、
放
送
規
制
に
適
用
さ
れ
る
厳
格
度
が
緩
和
さ
れ
た
基
準
の
い
ず
れ
か
が
適
用
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
と

は
異
な
る
基
準
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
で
あ
）
53
（

る
。
こ
う
し
た
問
題
を
念
頭
に
、
以
下
で
は
判
例
を
通
じ
て
、
準
手
続
審
査
が
採

用
さ
れ
て
い
る
の
か
否
か
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
前
述
の
状
況
の
中
で
準
手
続
審
査
が
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
親
和
的

で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
注
目
す
る
（
後
者
に
つ
い
て
は
次
章
で
扱
う
こ
と
に
す
る
）。

㈡
　
セ
ー
ブ
ル
事
件

　
ま
ず
、
準
手
続
審
査
を
採
用
し
た
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
一
九
八
九
年
の
セ
ー
ブ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
社
対
連
邦
通

信
委
員
会
（Sable Com

m
unications of California, Inc. v. FCC

）
事
）
54
（
件
で
あ
る
。

　
本
件
は
、
一
九
八
八
年
に
改
正
さ
れ
た
通
信
法
（Com

m
unications Act

）
が
、
州
際
の
営
利
的
電
話
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
、
わ
い

せ
つ
な
も
の
の
み
な
ら
ず
下
品
な
も
の
ま
で
を
も
包
括
的
に
禁
止
す
る
規
定
を
設
け
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
事
前
に
録
音
さ
れ
た
性
的
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な
電
話
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
提
供
を
業
務
と
し
て
い
る
企
業
が
、
そ
の
合
憲
性
を
争
っ
た
事
件
で
あ
る
。

　
連
邦
最
高
裁
は
結
論
に
お
い
て
全
員
一
致
で
違
憲
の
判
断
を
下
し
た
。
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
執
筆
に
よ
る
法
廷
意
見
は
、
ま
ず
、
未
成
年

者
の
身
体
的
・
精
神
的
福
祉
を
保
護
す
る
と
い
う
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
立
法
目
的
が
正
当
な
も
の
で
あ
る
と

認
め
、
そ
の
目
的
は
成
人
の
基
準
に
よ
っ
て
は
わ
い
せ
つ
に
該
当
し
な
い
作
品
の
影
響
か
ら
未
成
年
者
を
保
護
す
る
際
に
拡
張
さ
れ
得
る

と
し
）
55
（

た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
政
府
の
利
益
が
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、
そ

の
手
段
も
目
的
達
成
の
た
め
に
注
意
深
く
作
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
つ
き
法
廷
意
見
は
、
未
成
年

者
を
保
護
す
る
と
い
う
政
府
利
益
を
達
成
す
る
た
め
の
よ
り
制
限
的
で
は
な
い
手
段
（less restrictive m

eans

）
が
存
在
し
な
い
と
議
会

が
結
論
づ
け
る
際
に
、
裁
判
所
を
説
得
さ
せ
る
だ
け
の
立
法
府
の
事
実
認
定
が
議
会
の
記
録
の
中
に
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
指
摘
し
）
56
（
た
。
そ
し
て
、

議
会
の
記
録
に
は
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
最
近
の
規
制
手
段
が
ど
れ
ほ
ど
の
効
果
が
あ
り
、
あ
る
い
は
効
果
が
な
い
の
か
に
関
す
る
証
拠
が
何
も
含
ま

れ
て
い
な
い
と
し
）
57
（
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
改
正
通
信
法
の
当
該
規
定
は
、
未
成
年
者
が
下
品
な
電
話
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と

を
防
止
す
る
と
い
う
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
を
達
成
す
る
た
め
に
厳
密
に
作
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

セ
ー
ブ
ル
事
件
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
当
該
法
律
に
よ
る
規
制
の
目
的
を
是
認
し
つ
つ
も
、
そ
の
目
的
達
成
の
た
め
の
手
段
を
連
邦

議
会
が
選
択
す
る
際
に
、
そ
の
立
法
過
程
で
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
違
憲
の
判
断
を
下
し
た
の
で
あ
）
58
（
り
、
準
手

続
審
査
を
行
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
こ
の
点
、
法
廷
意
見
の
示
し
た
審
査
手
法
を
限
定
的
に
理
解
す
る
ス
カ
リ
ア
裁
判
官
の
以
下
の
指
摘
は
興
味
深
い
。
ス
カ
リ
ア
裁
判
官

は
、
法
廷
意
見
の
第
四
部
（Part V

I

）
に
同
意
す
る
際
に
、
法
廷
意
見
に
よ
る
立
法
資
料
の
検
討
が
、
未
成
年
者
の
十
分
な
保
護
を
提
供

す
る
た
め
の
他
の
手
段
の
実
現
不
可
能
性
を
示
す
た
め
の
デ
ー
タ
が
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
単
に
証
明
す
る
に
過
ぎ
な
い

も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
デ
ー
タ
が
当
該
法
律
を
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
判
断
す
る
た
め
に
存
在
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
を
連
邦
最
高
裁
が
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
は
理
解
し
て
い
な
い
と
す
る
自
ら
の
立
場
を
明
確
に
し
た
。
ま
た
、
た
と
え
下
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院
議
員
や
上
院
議
員
が
十
分
に
考
慮
し
た
判
断
を
示
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
他
の
手
段
の
実
現
不
可
能
性
が
本
当
で
あ
る
な
ら
ば
、

当
該
法
律
は
正
当
な
も
の
と
な
り
得
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
も
修
正
一
条
も
、
法
律
が
委
員
会
報
告
書
、
議
場

で
の
討
論
や
十
分
な
検
討
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
お
ら
ず
、
投
票
に
よ
っ
て
の
み
支
持
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る

こ
と
を
ス
カ
リ
ア
裁
判
官
は
強
調
し
た
の
で
あ
）
59
（
る
。
こ
う
し
た
ス
カ
リ
ア
裁
判
官
の
意
見
は
、
法
廷
意
見
が
準
手
続
審
査
を
用
い
た
こ
と

を
反
対
か
ら
裏
づ
け
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

㈢
　
レ
ノ
事
件

　
次
に
準
手
続
審
査
が
指
摘
さ
れ
る
判
例
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
有
害
表
現
規
制
が
問
題
と
な
っ
た
、
一
九
九
七
年
の
レ
ノ
対

ア
メ
リ
カ
自
由
人
権
協
会
（Reno v. ACLU

）
事
）
60
（

件 

で
あ
る
。

　
本
件
は
、
一
九
九
六
年
に
制
定
さ
れ
た
通
信
品
位
法
（Com

m
unications D

ecency Act, 

Ｃ
Ｄ
Ａ
）
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
有

害
表
現
か
ら
子
ど
も
を
保
護
す
る
目
的
で
、
わ
い
せ
つ
に
該
当
す
る
通
信
の
み
な
ら
ず
、
相
手
が
一
八
歳
以
下
の
子
ど
も
で
あ
る
こ
と
を

知
り
な
が
ら
、「
下
品
（indecent

）」
お
よ
び
「
明
ら
か
に
不
快
（patently offensive

）」
な
通
信
を
す
る
こ
と
を
、
刑
罰
を
も
っ
て
規
制

す
る
規
定
を
設
け
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。

　
連
邦
最
高
裁
は
結
論
に
お
い
て
全
員
一
致
で
違
憲
の
判
断
を
下
し
た
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
執
筆
に
よ
る
法
廷
意
見
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。
ま
ず
、
Ｃ
Ｄ
Ａ
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
修
正
一
条
の
利
益
の
重
要
性
を
強
調
し
た
う
え
で
、
あ
る
法
律
が
言
論
の
内
容
を
規

制
し
て
い
る
場
合
に
修
正
一
条
が
要
求
す
る
厳
密
さ
を
当
該
法
律
は
有
し
て
お
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
包
含
す
る
と
い
う
先
例
に
な
い
効
果
を
持
つ
と
い
う
こ
と
か
）
61
（
ら
、
最
も
厳
格
な
審
査
（the m

ost stringent review

）
に
服
す
る

こ
と
に
な
る
と
し
）
62
（

た
。
そ
し
て
、
未
成
年
者
の
身
体
的
・
精
神
的
福
祉
を
保
護
す
る
と
い
う
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
が
存
在
す
る
こ
と

か
ら
立
法
目
的
が
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
た
う
え
）
63
（

で
、
手
段
が
立
法
目
的
に
適
合
す
る
形
で
厳
密
に
作
ら
れ
た
か
否
か
に
着
目
し
た
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の
で
あ
る
。
法
廷
意
見
は
、
言
論
に
対
す
る
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
広
汎
な
内
容
に
基
づ
く
規
制
は
、
よ
り
制
限
的
で
な
い
手
段
を
と
る
こ
と

で
な
ぜ
Ｃ
Ｄ
Ａ
ほ
ど
の
効
果
が
得
ら
れ
な
い
の
か
を
政
府
が
説
明
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
特
に
、
連
邦
議
会
に
よ
る
詳
細
な
認
定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
な
く

0

0

0

、
ま
た
Ｃ
Ｄ
Ａ
の
特
定
の
問
題
を
扱
っ
た
公
聴
会
す
ら
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
照
ら
す
と
、
本
法
は
必
要
最
小
限
度
の
手
段
を
持
つ
も

の
で
は
な
い
と
判
示
し
た
の
で
あ
）
64
（
る
。

　
レ
ノ
事
件
に
お
い
て
も
、
セ
ー
ブ
ル
事
件
と
同
様
に
、
連
邦
最
高
裁
は
当
該
法
律
に
よ
る
規
制
の
目
的
を
是
認
し
つ
つ
も
、
そ
の
目
的

達
成
の
た
め
の
手
段
を
連
邦
議
会
が
選
択
す
る
際
に
、
よ
り
制
限
的
な
規
制
手
段
が
存
在
し
な
い
か
否
か
に
つ
い
て
、
立
法
過
程
で
十
分

な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
（
た
と
え
ば
、
未
成
年
者
の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
未
成
年
者
に
与
え

る
影
響
に
つ
い
て
は
公
聴
会
も
開
か
れ
て
い
な
い
こ
と
）
を
理
由
に
違
憲
の
判
断
を
下
し
た
の
で
あ
）
65
（
る
。
ま
た
、
レ
ノ
事
件
の
法
廷
意
見
が
、

「
セ
ー
ブ
ル
事
件
で
問
題
と
な
っ
た
制
定
法
に
対
す
る
立
法
府
の
配
慮
の
欠
如
は
、
本
件
と
パ
ラ
レ
ル
の
関
係
に
あ
）
66
（

る
」
と
指
摘
し
て
い

た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
本
件
で
も
準
手
続
審
査
が
行
わ
れ
た
と
指
摘
で
き
る
。

㈣
　
タ
ー
ナ
ー
事
件

　
前
述
の
判
例
と
は
異
な
る
問
題
領
域
で
準
手
続
審
査
を
採
用
し
た
も
の
と
し
て
、
一
九
九
四
年
の
タ
ー
ナ
ー
放
送
局
対
連
邦
通
信
委
員

会
（Turner Broadcasting System

, Inc. v. FCC

）
事
）
67
（

件
が
あ
る
。
本
件
は
、
地
上
波
放
送
局
を
保
護
す
る
た
め
に
ケ
ー
ブ
ル
・
テ
レ
ビ
に

放
送
の
再
送
信
を
義
務
づ
け
る
マ
ス
ト
・
キ
ャ
リ
ー
（m

ust carry
）
規
則
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。

　
連
邦
最
高
裁
は
五
対
四
で
原
判
決
を
取
り
消
し
、
連
邦
地
裁
に
差
し
戻
す
判
断
を
下
し
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
ー
裁
判
官
執
筆
の
法
廷
意
見
は
、

ま
ず
、
ケ
ー
ブ
ル
施
設
者
と
ケ
ー
ブ
ル
番
組
供
給
事
業
者
の
い
ず
れ
も
言
論
に
携
わ
り
、
言
論
の
送
信
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
修
正
一
条

の
保
障
を
受
け
る
と
の
前
提
を
採
用
す
）
68
（

る
。
そ
の
う
え
で
、
地
上
波
放
送
局
へ
の
規
制
に
適
用
さ
れ
る
緩
和
さ
れ
た
審
査
基
準
の
根
拠
と

な
る
基
本
的
な
技
術
的
特
性
（
周
波
数
の
稀
少
性
や
混
信
の
危
険
）
が
ケ
ー
ブ
ル
・
テ
レ
ビ
に
は
妥
当
し
な
い
こ
）
69
（

と
、
本
件
規
制
は
内
容
規
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制
で
は
な
く
内
容
中
立
規
制
で
あ
る
こ
と
か
）
70
（
ら
、
本
規
則
の
合
憲
性
を
評
価
す
る
た
め
の
適
切
な
基
準
は
、
言
論
に
対
し
て
付
随
的
な
負

担
を
課
す
内
容
中
立
的
な
制
約
に
適
用
さ
れ
る
中
間
的
な
レ
ベ
ル
の
審
査
で
あ
る
と
し
）
71
（

た
。

　
そ
こ
で
、
法
廷
意
見
は
、
内
容
中
立
的
な
規
制
が
重
要
な
あ
る
い
は
実
質
的
な
政
府
利
益
を
促
進
し
、
そ
の
政
府
利
益
が
自
由
な
表
現

の
抑
圧
に
関
連
し
て
お
ら
ず
、
修
正
一
条
の
自
由
へ
の
付
随
的
な
制
約
が
そ
の
利
益
の
促
進
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
以
上
に
広
汎
で
な

い
な
ら
ば
是
認
さ
れ
る
（
オ
ブ
ラ
イ
エ
ン
・
テ
ス
ト
）
と
し
た
う
え
で
、
本
規
制
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
政
府
利
益
（
①
無
料
の
地
上
波
地
方

テ
レ
ビ
放
送
の
恩
恵
の
保
護
、
②
多
数
の
情
報
源
か
ら
の
情
報
の
伝
播
の
保
護
、
③
テ
レ
ビ
番
組
市
場
の
公
正
な
競
争
の
促
進
）
は
い
ず
れ
も
重
要
な

も
の
で
あ
る
と
認
定
し
）
72
（

た
。

　
し
か
し
、
ケ
ネ
デ
ィ
ー
裁
判
官
は
、
政
府
の
主
張
す
る
利
益
が
理
論
的
に
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
規
制
が
実
際
に
そ
れ
ら
の

利
益
を
促
進
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
と
の
見
地
か
ら
、
次
に
手
段
審
査
を
行
っ
た
の
で
あ
）
73
（

る
。
ケ
ネ
デ
ィ
ー
裁
判
官
は
連
邦
議
会
が
裁

判
所
よ
り
も
本
件
の
よ
う
な
複
雑
か
つ
流
動
的
な
問
題
に
関
す
る
膨
大
な
デ
ー
タ
を
収
集
・
評
価
す
る
優
れ
た
能
力
を
備
え
て
い
る
こ
と

か
ら
、
裁
判
所
は
議
会
の
予
測
的
判
断
（predictive judgm

ents

）
に
対
す
る
実
質
的
な
敬
譲
を
認
め
る
べ
き
と
し
つ
つ
も
、
こ
の
こ
と
は

意
味
あ
る
（m

eaningful

）
司
法
審
査
か
ら
連
邦
議
会
が
守
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
と
す
）
74
（
る
。
そ
し
て
、（
修
正
一
条
に
お
い
て
）
立
法

府
の
判
断
に
与
え
ら
れ
た
敬
譲
は
裁
判
所
の
憲
法
問
題
に
関
す
る
事
実
の
独
立
の
判
断
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
判
断

は
連
邦
議
会
が
実
質
的
な
証
拠
（substantial evidence

）
に
基
づ
い
た
合
理
的
な
推
論
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
な
の
で

あ
る
と
し
）
75
（

た
。

　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
ケ
ネ
デ
ィ
ー
裁
判
官
は
議
会
の
予
測
的
判
断
（
①
地
方
放
送
の
経
済
的
健
全
性
が
真
に
危
う
い
た
め
本
件
規
制
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
る
保
護
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
②
政
府
の
と
る
是
正
策
が
正
当
な
政
府
利
益
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
以
上
に
実
質
的
な
負
担
を
言
論

に
課
す
も
の
で
な
い
こ
と
）
の
審
査
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
記
録
に
よ
っ
て
は
政
府
が
こ
う
し
た
立
証
を
な
し
得
た
か
ど
う
か
は
決
定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
き
な
い

0

0

0

0

と
し
た
。
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本
件
で
ケ
ネ
デ
ィ
ー
裁
判
官
は
、
立
法
府
が
立
法
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
を
義
務
と
は
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
立
法
府
に
よ
る
合
理
的

な
推
論
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
目
的
手
段
審
査
に
お
い
て
立
法
過
程
に
着
目
し
た
審
査
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
指

摘
で
き
る
の
で
あ
）
76
（
る
。

五
　
検
　
討

㈠
　
準
手
続
審
査
と
審
査
基
準
の
関
係

　
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
平
等
保
護
や
表
現
の
自
由
に
関
す
る
判
例
の
中
に
、
そ
の
数
と
し
て
は
多
く
な
い
も
の
の
準

手
続
審
査
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
で
は
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
準
手
続
審
査
は
審
査
基
準
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
か
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
厳
格
審
査
基
準
ほ
ど
厳
し
く
な
い
中
間
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
る
領
域
で
、
裁
判
所
が
準
手
続
審

査
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。

1
　
平
等
保
護
の
領
域

　
第
三
章
で
扱
っ
た
平
等
保
護
に
関
す
る
判
例
は
、
い
ず
れ
も
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
現

在
で
は
連
邦
に
よ
る
と
州
に
よ
る
と
を
問
わ
ず
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
も
人
種
に
基
づ
く
区
別
ゆ
え
に
「
疑
わ
し

い
区
別
」
に
属
す
る
こ
と
か
ら
、
厳
格
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
通
説
的
見
解
と
な
っ
て
い
）
77
（
る
。
し
か
し
、
本
論
文
（
第
三
章
）

で
取
り
上
げ
た
判
決
が
出
さ
れ
た
時
期
は
、
連
邦
最
高
裁
の
裁
判
官
の
間
に
厳
格
審
査
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
に
十
分
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス

が
と
れ
て
い
た
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
フ
リ
ラ
ブ
事
件
で
同
意
意
見
を
執
筆
し
た
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
や
、
バ
ッ
キ
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事
）
78
（
件
で
同
意
意
見
を
執
筆
し
た
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
は
、
政
府
利
益
を
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
（com

pelling

）
も
の
で
は
な
く
、
重
要
な

（im
portant

）
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
）
79
（

た
。
ま
た
、
フ
リ
ラ
ブ
事
件
で
相
対
多
数
意
見
を
執
筆
し
た
バ
ー
ガ
ー
首
席
裁
判
官
は
、
当
該
事

件
に
お
け
る
政
府
利
益
は
厳
格
審
査
を
も
乗
り
切
る
の
に
十
分
な
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
な
が
ら
も
、
ど
の
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
る
の

か
を
定
義
す
る
こ
と
を
拒
ん
で
い
た
の
で
あ
）
80
（
る
。

　
さ
ら
に
、
準
手
続
審
査
を
用
い
た
ク
ロ
ソ
ン
事
件
で
オ
コ
ナ
ー
裁
判
官
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
法
廷
意
見
は
「
厳
格
審
査
（strict 

scrutiny

）」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
表
面
的
に
厳
格
審
査
基
準
を
示
し
た
に
過
ぎ
ず
、
実
際
に
は
緩

和
さ
れ
た
基
準
が
適
用
さ
れ
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
違
憲
と
す
る
厳
格
な
性
格
の
も
の
で
は
な
い
こ

と
も
指
摘
さ
れ
て
い
）
81
（
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
当
時
の
平
等
保
護
を
め
ぐ
る
連
邦
最
高
裁
に
お
い
て
登
場
し
た
準
手
続

審
査
は
、（
表
面
的
に
は
厳
格
審
査
基
準
で
あ
っ
て
も
実
質
的
に
は
）
中
間
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
る
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

　
こ
う
し
た
審
査
基
準
論
の
枠
組
み
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
中
で
準
手
続
審
査
を
主
導
し
た
裁
判
官
と
し
て
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判

官
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
彼
は
自
ら
の
採
る
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
・
ス
ケ
ー
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
背
景
に
準

手
続
審
査
を
行
っ
て
き
た
。
で
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
審
査
基
準
の
関
係
で
、
準
手
続
審
査
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
審
査
基
準
を
二
つ
な
い
し
三
つ
に
階
層
化
す
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
事
例
に
即
し
て
審
査

の
厳
格
度
に
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
持
た
せ
て
利
益
衡
量
を
行
お
う
と
す
る
思
考
様
式
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
比
例
原
則

と
親
和
的
で
あ
る
と
の
指
摘
も
さ
れ
て
い
）
82
（

る
。
規
制
さ
れ
る
権
利
が
重
要
で
、
そ
の
権
利
に
対
す
る
制
限
の
程
度
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど

厳
密
な
正
当
化
が
求
め
ら
れ
、
他
方
で
、
あ
る
権
利
の
規
制
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
政
府
利
益
が
重
要
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
こ
に
求
め

ら
れ
る
正
当
化
の
度
合
は
弱
ま
る
と
い
う
思
考
様
式
を
と
る
比
例
原
則
は
、
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
と
極
め
て
接
近
す
る
の
で
あ
）
83
（

る
。

　
こ
の
よ
う
な
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
・
ス
ケ
ー
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
審
査
基
準
と
の
関
係
で
中
間
審
査
基
準
と
区
別
で
き
な
い
ほ
ど
重
な
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り
合
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
84
（
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
審
査
基
準
の
硬
直
化
と
い
う
事
態
を
克
服
す
る
た
め
に
打
ち
出
さ
れ
、
法
律

に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
区
別
を
正
当
化
す
る
た
め
に
示
さ
れ
た
立
法
の
目
的
を
評
価
す
る
際
に
、
合
理
性
の
審
査
に
基
づ
い
て
立
法
府
に

対
し
て
裁
判
所
が
伝
統
的
に
払
っ
て
き
た
極
端
な
敬
譲
を
緩
和
す
る
と
い
う
効
果
を
持
つ
も
の
で
あ
）
85
（
る
。
そ
し
て
、
憲
法
上
保
護
さ
れ
る

権
利
が
関
係
す
る
場
合
に
、
法
律
に
よ
る
権
利
の
制
約
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
政
府
は
「
偶
発
的
で
、
出
任
せ
の
（occasional and 

random

）
利
益
の
合
理
的
期
待
以
上
の
根
拠
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
86
（

い
」。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
①
従
来
の
厳
格
審

査
―
合
理
性
の
審
査
の
間
の
隙
間
を
埋
め
る
こ
と
に
繫
が
る
と
と
も
に
、
②
合
理
性
審
査
に
よ
っ
て
立
法
府
に
対
し
て
払
わ
れ
て
き
た
過

度
の
敬
譲
を
緩
和
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
意
義
を
有
し
、
従
来
の
二
層
分
析
に
対
す
る
批
判
に
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら

れ
）
87
（
る
。
以
上
ま
で
に
挙
げ
た
諸
点
を
踏
ま
え
る
と
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
中
間
審
査
基
準
と
多
く
の
特
徴
を
共
有

す
る
も
の
で
あ
）
88
（

り
、
こ
の
こ
と
は
準
手
続
審
査
が
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
・
ス
ケ
ー
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
限
定
さ
れ
る
訳
で
は
な
く
、
審
査
基

準
論
を
採
用
し
た
場
合
に
も
中
間
審
査
の
適
用
さ
れ
る
場
面
で
用
い
得
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

2
　
表
現
の
自
由
の
領
域

　
第
四
章
で
扱
っ
た
表
現
の
自
由
に
関
す
る
判
例
は
、
下
品
な
表
現
に
対
す
る
規
制
と
ニ
ュ
ー
・
メ
デ
ィ
ア
の
規
制
に
関
連
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
下
品
な
表
現
の
規
制
に
対
す
る
連
邦
最
高
裁
の
合
憲
性
判
断
に
つ
い
て
も
、
前
項
の
平
等
保
護
と
同
じ
よ
う
な
状
況
を
指
摘
で

き
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
厳
格
な
定
義
ア
プ
ロ
ー
チ
（definitional approach

）
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
（
保
護
さ
れ
る
言
論
と
保
護
さ
れ
な
い
言
論
）
が
想
定
さ
れ
、
わ
い
せ
つ
表
現
に
該
当
す
る
場
合
に
は
修
正
一
条
に
よ
っ
て
は

保
障
を
受
け
ず
、
他
方
で
わ
い
せ
つ
表
現
で
は
な
い
と
さ
れ
れ
ば
修
正
一
条
の
完
全
な
保
障
を
受
け
る
こ
と
に
な
）
89
（

り
、
し
か
も
政
治
的
言

論
と
同
様
に
厳
格
審
査
の
厳
密
な
適
用
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
は
こ
の
点
、
ラ
ジ
オ
放
送
で
下
品
な
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
連
邦
通
信
委
員
会
が
放
送
局
に
対
し

て
譴
責
処
分
を
し
た
こ
と
を
合
憲
と
し
た
パ
シ
フ
ィ
カ
事
件
に
お
い
て
、
わ
い
せ
つ
表
現
に
該
当
し
な
い
、「
品
の
な
く
」、「
卑
猥
で
」
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そ
し
て
「
衝
撃
的
な
」
内
容
を
持
つ
、
い
わ
ゆ
る
下
品
な
表
現
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
絶
対
的
な
憲
法
上
の
保
護
を
受
け
な
い
と
し
、
そ

の
よ
う
な
表
現
の
規
制
が
許
容
さ
れ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
そ
の
文
脈
（context

）
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

し
）
90
（
た
。
連
邦
最
高
裁
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
従
来
の
厳
格
な
定
義
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、
文
脈
ア
プ
ロ
ー
チ
（context approach

）

を
用
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
文
脈
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
下
品
な
表
現
を
規
制
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
規
制
形
式
を
と
る
こ
と
に
つ

き
、
当
該
表
現
の
流
通
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
影
響
の
程
度
や
規
制
す
る
こ
と
の
政
府
利
益
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
そ
の
規
制
の
許
容

性
が
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
）
91
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
下
で
は
、
修
正
一
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
言
論
の
中

に
中
間
的
な
類
型
が
設
け
ら
）
92
（

れ
、
そ
の
類
型
に
該
当
す
る
言
論
に
対
す
る
規
制
の
合
憲
性
判
断
の
際
に
は
、
厳
格
審
査
を
（
表
面
的
に

は
）
適
用
を
し
つ
つ
も
、
そ
の
適
用
の
程
度
は
政
治
的
言
論
と
は
異
な
り
、
よ
り
緩
和
さ
れ
た
形
（
中
間
審
査
基
準
）
を
適
用
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

　
パ
シ
フ
ィ
カ
事
件
と
異
な
り
本
論
文
で
扱
っ
た
セ
ー
ブ
ル
事
件
で
は
文
脈
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
こ
と
は
な
か
っ
）
93
（
た

―
通
説
的
に
は
通

信
媒
体
の
違
い
（
視
聴
者
側
の
積
極
的
行
為
の
要
否
）
と
い
う
点
で
説
明
さ
れ
る

―
も
の
の
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
が
、
保
護
さ
れ

な
い
わ
い
せ
つ
表
現
か
ら
保
護
さ
れ
る
非
わ
い
せ
つ
表
現
ま
で
一
つ
の
言
論
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
ら
は
政
府
に
よ
る
抑
圧
や
観
点
規
制
の

場
合
を
除
き
、
そ
の
文
脈
に
応
じ
て
規
制
を
受
け
る
と
考
え
て
い
た
こ
）
94
（
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
表
面
的
に
は
厳
格
審
査
で
あ
っ
て
も
、
実
質

的
に
中
間
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
の
文
脈
ア
プ
ロ
ー
チ

は
、
利
益
衡
量
ア
プ
ロ
ー
チ
（balancing approach

）
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
）
95
（
が
、
こ
の
利
益
衡
量
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

あ
る
表
現
規
制
立
法
の
目
的
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
権
利
と
の
単
な
る
衡
量
で
は
な
く
、
政
府
に
よ
っ
て
許
さ
れ
る
規
制
は
狭

く
限
定
づ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
限
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
つ
ま
り
、
政
府
は
規
制
目
的

が
重
要
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
手
段
が
よ
り
制
限
的
で
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
中
間
審
査
基
準
と
重

な
り
合
う
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
）
96
（

る
。
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以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
準
手
続
審
査
は
、
彼
の
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
・
ス
ケ
ー

ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
や
利
益
衡
量
ア
プ
ロ
ー
チ
を
背
景
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
中
間
審
査
基
準
の
妥
当
す

る
領
域
で
適
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈡
　
準
手
続
審
査
の
登
場
の
背
景

　
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
に
よ
る
準
手
続
審
査
の
導
入
の
背
景
の
う
ち
、
と
り
わ
け
審
査
基
準
論
の
硬
直
化
か
ら
の
脱
却
と
い
う
観
点

か
ら
の
説
明
は
以
上
ま
で
に
行
っ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
よ
り
根
源
的
に
、
な
ぜ
裁
判
所
は
実
体
審
査
を
補
完
す
る
た
め
に

立
法
府
の
判
断
過
程
に
着
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
（
換
言
す
れ
ば
立
法
府
は
な
ぜ
法
律
制
定
に
お
い
て
適
正
な
手
続
を
踏
む
こ
と
を
要
請
さ
れ

る
の
か
）
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
若
干
言
及
す
る
こ
と
に
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
準
手
続
審
査
を
積
極
的
に
採
用
し
た
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
の
言
辞
を
手
掛
か
り
に
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
で
は
フ

リ
ラ
ブ
事
件
に
お
け
る
彼
の
反
対
意
見
を
振
り
返
る
こ
と
に
す
る
。
同
事
件
で
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
は
法
廷
意
見
と
同
様
に
、
連
邦

議
会
の
権
限
が
広
汎
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
是
認
し
な
が
ら
も
、
か
よ
う
な
広
汎
な
諸
権
限
の
行
使
は
修
正
五
条
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス

条
項
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
制
約
に
服
す
る
と
し
た
。
そ
の
際
に
、
彼
は
同
条
を
実
体
的
要
素
の
み
な
ら
ず
、
手
続
的
要
素
（procedural 

com
ponents

）
を
も
含
む
も
の
と
解
し
て
い
）
97
（

る
。
こ
こ
に
は
、
連
邦
の
統
治
者
（federal sovereign

）
が
公
平
に
自
ら
の
権
限
を
行
使
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

（act im
partially

）
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
で
、
修
正
一
四
条
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
と
平
等
保
護
の
双
方
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
彼
の
考
え
方
が
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
に
基
づ
き
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
は
、「
司
法
過
程
に
お
け
る
公
平
な
判

断
形
成
を
保
障
す
る
た
め
に
手
続
的
な
保
護
が
必
要
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
手
続
的
保
護
は
立
法
過
程
の
公
平
な
側
面
を
維
持
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

際
に

重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き
）
98
（

る
」（
傍
点
筆
者
）
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
の
言
明
は
、
ま
さ
にdue process of law

m
aking

（
法
形
成
に
お
け
る
適
正
手
続
）
と
い
う
思
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想
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
）
99
（
る
。
そ
の
具
体
的
内
容
は
ク
レ
バ
ー
ン
事
）
100
（
件
に
お
け
る
補
足
意
見
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
平
等
保
護

に
関
す
る
事
件
で
厳
格
審
査
基
準
や
合
理
性
の
審
査
基
準
と
い
っ
た
「
基
準
」
が
決
定
過
程
を
十
分
に
説
明
す
る
と
は
決
し
て
信
じ
て
お

ら
）
101
（
ず
、
こ
の
よ
う
な
事
件
で
は
、
常
に
争
わ
れ
て
い
る
区
別
の
「
合
理
的
基
礎
（rational basis

）」
の
有
無
を
問
う
て
き
た
と
し
て
、
平

等
保
護
条
項
が
問
題
と
な
る
場
面
で
の
自
ら
の
審
査
基
準
に
対
す
る
姿
勢
を
明
確
に
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
「
合
理
的

（rational

）」
と
い
う
言
葉
に
は
、
あ
る
分
類
が
不
利
益
を
被
る
集
団
構
成
員
へ
の
害
悪
を
超
え
る
正
当
な
公
益
に
資
す
る
こ
と
を
、
公
平

0

0

な0

法
形
成
者
（im

partial law
m
aker

）
が
論
理
的
に
信
じ
得
る
と
い
う
要
件
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
）
102
（
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
合
理
的
」
と

い
う
言
葉
に
は
、
ま
さ
に
「
公
平
に
統
治
を
行
う
者
の
権
限
の
行
使
を
常
に
特
徴
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
正
統
性
と
中
立
性
の
要
素
を

含
）
103
（
む
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
は
、
連
邦
の
統
治
者
の
「
公
平
性
」
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
と
し

て
立
法
府
に
よ
る
事
実
認
定
を
見
て
お
）
104
（
り
、
さ
ら
に
は
そ
う
し
た
公
平
な
立
法
行
為
が
求
め
ら
れ
て
い
る
領
域
に
お
い
て
は
、
実
体
的
側

面
の
み
な
ら
ず
、
立
法
過
程
に
着
目
す
る
と
い
う
手
続
的
側
面
を
含
め
た
審
査
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

六
　
お
わ
り
に

　
最
後
に
、
以
上
ま
で
に
得
ら
れ
た
知
見
と
残
さ
れ
た
課
題
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
本
論
文
で
は
、
近
年
の
新
た
な
潮
流
と
し
て

指
摘
さ
れ
る
準
手
続
審
査
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
純
粋
な
手
続
審
査
と
も
、
純
粋
な
実
体
審
査
と
も
異
な
り
、
裁
判
所
が
従
来
あ

ま
り
重
視
し
て
こ
な
か
っ
た
立
法
過
程
と
い
う
一
つ
の
判
断
要
素
を
加
え
る
こ
と
で
、
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
権
利
や
価
値
を
保
障
す
る
こ

と
を
目
的
に
、
実
体
審
査
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
準
手
続
審
査
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
か
つ
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て
の
平
等
保
護
や
表
現
の
自
由
に
お
け
る
判
例
の
中
に
も
見
受
け
ら
れ
、
そ
こ
で
は
審
査
基
準
の
硬
直
化
と
い
う
問
題
を
克
服
す
る
（
憲

法
上
保
護
さ
れ
た
権
利
を
重
要
な
政
府
利
益
あ
る
い
は
法
形
成
の
際
に
認
め
ら
れ
る
立
法
府
の
裁
量
と
の
関
係
で
保
障
す
る
）
た
め
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン

ス
裁
判
官
に
よ
る
利
益
衡
量
ア
プ
ロ
ー
チ
や
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
・
ス
ケ
ー
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
と
も
に
現
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し

た
。
た
だ
、
そ
れ
は
単
な
る
利
益
衡
量
と
は
異
な
り
、
中
間
審
査
基
準
と
同
様
の
性
質
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
準
手
続
審
査
が
中
間
審
査
基

準
の
妥
当
す
る
領
域
で
適
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
）
105
（

た
。

　
さ
ら
に
、
準
手
続
審
査
に
は
、
立
法
過
程
を
「
見
え
る
化
」（
可
視
化
）
す
る
こ
と
に
よ
る
立
法
判
断
の
客
観
化
に
繫
が
る
意
義
が
あ

る
と
と
も
に
、
立
法
の
「
合
理
性
」
と
い
う
も
の
を
、
実
体
面
の
み
な
ら
ず
立
法
過
程
と
い
う
手
続
面
か
ら
も
確
保
し
よ
う
と
す
るdue 

process of law
m
aking

の
思
想
が
伏
在
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
本
論
文
で
は
以
上
ま
で
の
事
柄
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
る
が
、
本
論
文
と
の
関
係
で
残
さ
れ
た
課
題
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て

お
く
こ
と
に
し
た
い
。
第
一
に
、
準
手
続
審
査
の
背
景
に
あ
るdue process of law

m
aking

の
思
想
に
は
、
い
か
な
る
立
法
者
像
が
措

定
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
の
管
見
す
る
限
り
で
は
、
そ
こ
に
は
合
理
的
な
立
法
を
な
す
者
と
い
う
「
立
法
者
）
106
（

像
」

と
い
う
も
の
が
措
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
論
文
で
取
り
上
げ
た
判
例
に
お
け
る
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
は
、「
中
立
性

と
公
平
性
」
を
兼
ね
備
え
た
立
法
者
こ
そ
が
、
事
実
認
定
を
適
切
に
行
い
得
る
特
権
的
地
位
を
有
す
る
者
と
し
て
考
え
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
）
107
（
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
立
法
者
に
限
っ
て
裁
判
所
に
よ
る
（
中
間
審
査
の
適
用
領
域
で
の
）
敬
譲
が
認
め
ら
れ

る
と
の
見
地
か
ら
、
そ
の
条
件
を
満
た
す
か
否
か

―
立
法
過
程
に
お
け
る
手
続
的
要
件
を
具
備
し
た
か
否
か

―
の
審
査
は
、
ま
さ
に

裁
判
所
の
審
査
対
象
と
言
え
る
訳
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
う
し
た
立
法
者
像
が
措
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
政
治
状
況
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
議
会
の
内
部
や
政
党
間
で
の
十
分
な
利
益
調
整
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
実
際
の
政
治
状
）
108
（
況
を

背
景
に
準
手
続
審
査
が
要
請
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
現
代
の
政
治
状
況
と
も
照
ら
し
、
現
在
に
お
い
て
も
当
該
審
査
を

行
う
意
義
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
問
題
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
準
手
続
審
査
が
妥
当
す
る
領
域
や
そ
の
条
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件
を
画
定
す
る
作
業
が
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
筆
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

（
1
）  
芦
部
信
喜
（
高
橋
和
之
補
訂
）『
憲
法
』
三
六
六
頁
（
岩
波
書
店
、
第
五
版
、
二
〇
一
一
年
）。

（
2
）  
向
井
久
了
「
合
憲
性
推
定
の
原
則
」
芦
部
信
喜
編
『
講
座
　
憲
法
訴
訟
（
二
）』
四
五
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）。

（
3
）  

安
西
文
雄
「
立
法
事
実
論
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
三
七
号
（
一
九
九
四
年
）
二
一
八
頁
。

（
4
）  

大
沢
秀
介
『
司
法
に
よ
る
憲
法
価
値
の
実
現
』
一
四
五
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）。

（
5
）  

浦
部
法
穂
『
違
憲
審
査
の
基
準
』
三
一
頁
（
勁
草
書
房
、
一
九
八
五
年
）。

（
6
）  

安
西
・
前
掲
注
（
3
）
二
一
八
頁
。

（
7
）  

駒
村
圭
吾
『
憲
法
訴
訟
の
現
代
的
転
回

―
憲
法
的
論
証
を
求
め
て
』
六
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）。

（
8
）  

立
法
事
実
の
審
査
と
立
法
過
程
の
審
査
と
の
差
異
に
つ
い
て
若
干
言
及
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
一
般
に
、
立
法
事
実
の
審
査
は
、「『
国
会

の
認
定
し
た
立
法
事
実
』
が
真
に
当
該
法
律
の
合
理
性
を
推
定
せ
し
め
る
に
足
る
一
般
的
事
実
で
あ
る
か
否
か
を
、
裁
判
所
が
訴
訟
手
続
に
お
い

て
事
後
的
（
裁
判
時
）
に
独
自
の
立
場
か
ら
再
精
査
し
、
か
か
る
一
般
的
事
実
が
存
在
し
な
い
と
認
定
す
る
場
合
に
は
、
当
該
法
律
を
違
憲
と
判

断
す
る
こ
と
」
を
い
う
。
新
正
幸
『
憲
法
訴
訟
論
』
三
六
七
頁
（
信
山
社
、
第
二
版
、
二
〇
一
〇
年
）。
し
た
が
っ
て
、
立
法
事
実
の
審
査
と
は

立
法
府
の
制
定
し
た
法
律
の
合
憲
性
を
支
え
る
た
め
に
な
さ
れ
る
主
張
と
そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
根
拠
と
の
整
合
性
を
問
う
（
再
精
査
す
る
）
こ
と

で
あ
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
主
張
の
基
礎
づ
け
自
体
を
立
法
過
程
で
十
分
に
行
っ
た
か
否
か
を
問
う
こ
と
と
は
区
別
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

（
9
）  Ittai Bar-Sim
an-Tov, The Puzzling Resistance to Judicial Review of the Legislative Process, 91 B.U. L. R

ev. 1915, 1920 （2011

）.

（
10
）  

裁
判
所
と
議
会
と
の
対
話
を
通
し
た
「
対
話
的
違
憲
審
査
理
論
」
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
雅
寿
『
対
話
的
違
憲
審
査
の
理
論
』（
三
省
堂
、
二

〇
一
三
年
）
を
参
照
。
ま
た
、
裁
判
所
と
議
会
と
の
対
話
と
い
う
作
用
を
通
じ
て
、
人
権
保
障
や
憲
法
価
値
の
実
現
を
図
る
と
の
視
点
に
つ
い
て
、

尾
形
健
「
文
化
的
な
生
活
を
実
現
す
る
途
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
二
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
七
四
頁
は
、「
憲
法
二
五
条
を
め
ぐ
る
具
体
的
実
現
は
、

そ
の
実
体
的
価
値
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
基
本
的
に
は
、
司
法
府
と
政
治
部
門
と
の
『
協
働
』
関
係
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
指

摘
す
る
。

（
11
）  Ittai Bar-Sim

an-Tov, Sem
iprocedural Judicial Review, 6 （3

） Legisprudence 271, 271 -272 （2012

）.

（
12
）  Id. at 272.
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（
13
）  

Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
に
お
け
る
準
手
続
審
査
の
事
例
に
つ
い
て
は
、Patricia Popelier, The Court as Regulatory W

atchdog: The Procedural  
A
pproach in the Case Law of the European Court of H

um
an Rights, in T

h
e R

o
le o

f C
o
n
stitu

tio
n
al C

o
u
rts in M

u
ltilev

el 
G
o
v
ern

an
ce 249 （Patricia Popelier et al. eds., 2013

） 

が
あ
る
。

（
14
）  
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
お
け
る
当
該
審
査
の
事
例
に
つ
い
て
は
、Koen Lenaerts, The European Court of Justice and Process-oriented Review, 

College of Europe, European Legal Studies Research Paper N
o.1/2012 

が
あ
る
。

（
15
）  
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
け
る
当
該
審
査
の
事
例
に
つ
い
て
は
、Klaus M

eßerschm
idt, The G

ood Shepherd of Karlsruhe: The 

“Harts IV
” Decision on U

nem
ploym

ent Benefits and Social A
llowances, A

 G
ood Exam

ple of Regulatory Review by the G
erm
an 

Federal Constitutional Court?, in supra note 13, at 235

が
あ
る
。

（
16
）  Patricia Popelier, Prelim

inary Com
m
ents on the Role of Courts as Regulatory W

atchdog, 6 （3

） Legisprudence 257 （2012

）.

（
17
）  Bar-Sim

an-Tov, supra note 11, at 277.

（
18
）  

拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
立
法
記
録
審
査
の
展
開

―
立
法
裁
量
の
統
制
手
法
に
関
す
る
予
備
的
考
察

―
」
法
学
政
治
学
論
究
九
三
号

（
二
〇
一
二
年
）
一
九
八
頁
以
下
。

（
19
）  

準
手
続
審
査
（sem

iprocedural review

）
と
い
う
語
の
ほ
か
に
、
法
律
の
合
憲
性
審
査
の
際
に
議
会
に
よ
る
十
分
な
事
実
認
定
が
あ
る
か
否

か
を
立
法
記
録
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
レ
ン
キ
ス
ト
・
コ
ー
ト
に
お
け
る
連
邦
主
義
の
判
例
を
説
明
す
る
中
で
、
“on the record constitutional  

review

”, 

“legislative record review

”, 
“the m

odel of due deliberation

”, 

“sem
i-substantive judicial review

”と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ

て
い
る
が
、
本
論
文
で
は
ひ
と
ま
ず
準
手
続
審
査
と
い
う
語
に
統
一
す
る
。

（
20
）  D

an T Coenen, A
 Constitution of Collaboration: Protecting Fundam

ental Values with Second-Look Rules of Interbranch D
ia-

logue, 42 W
m. &
 M
ary L. R

ev. 1575, 1596 -1597 （2001
）.

（
21
）  Bar-Sim
an-Tov, supra note 9, at 1923.

（
22
）  Bar-Sim

an-Tov, supra note 11, at 279.

（
23
）  Id. at 280.

（
24
）  Bar-Sim

an-Tov, supra note 9, at 1921 -1923.

（
25
）  Klaus M

eßerschm
idt, The Race to Rationality Review and the Scope of the G

erm
an Federal Constitutional Court, 6 

（3

） 
Legisprudence 347, 352 （2012

）.



立法判断の客観化に向けた法的アプローチ

63

（
26
）  Philip P. Frickey &

 Steven S. Sm
ith, Judicial Review, the Congressional Process, and the Federalism

 Cases: A
n Interdisci-

plinary Critique, 111 Y
ale L.J. 1707, 1728 （2002

）.
（
27
）  Id. at 1711 -1713.

（
28
）  Popelier, supra note 13, at 251.

た
と
え
ば
、
薬
物
を
規
制
す
る
連
邦
法
で
あ
る
規
制
薬
物
禁
止
法
（Controlled Substances Act

）
が

州
際
通
商
条
項
に
基
づ
く
連
邦
議
会
の
適
切
な
権
限
行
使
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
二
〇
〇
五
年
の
ラ
イ
ク
事
件
（G

onzales v. Raich, 545 
U.S. 1

）
で
、
連
邦
最
高
裁
は
、「
我
々
は
、
表
現
の
自
由
の
保
護
の
よ
う
な
特
別
な
関
心
（special concern

）
を
欠
く
場
合
に
、
…
…
連
邦
議

会
に
立
法
を
す
る
際
に
特
定
の
事
実
認
定
を
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。Raich, 545 U.S. at 21.

こ
う
し

た
判
示
は
、
個
人
の
権
利
や
憲
法
上
の
価
値
に
対
す
る
侵
害
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
は
、
準
手
続
審
査
が
機
能
す
る
余
地
を
認
め
て
い
る
と
読
む

こ
と
も
で
き
よ
う
。

（
29
）  M

eßerschm
idt, supra note 25, at 348.

（
30
）  Bar-Sim

an-Tov, supra note 11, at 278.

（
31
）  

準
手
続
審
査
に
関
す
る
論
稿
が
、
二
〇
〇
七
年
に
刊
行
が
開
始
さ
れ
た
立
法
学
の
国
際
雑
誌
で
あ
る 

“Legisprudence: International Jour-
nal for the Study of Legislation

” に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
こ
う
し
た
状
況
を
反
映
し
て
い
る
。

（
32
）  

大
石
和
彦
「
立
法
不
作
為
に
対
す
る
司
法
審
査
」
白
鷗
法
学
一
四
巻
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
九
一
頁
。

（
33
）  See generally, L

a
u
ren

c
e T

ribe, A
m
eric

a
n C

o
n
stitu

tio
n
a
l L

a
w 

§§ 16 -1 to 16 -34 

（2d ed. 1988

）; G
erald G

unther, The  
Suprem

e Court, 1971 Term
, Foreword: In Search of Evolving D

octrine on a Changing Court: A
 M
odel for a N

ewer Equal Pro-
tection, 86 H

arv. L. R
ev. 1, 8 -10 （1972

）.

（
34
）  Jonathan C. Carlson &

 Alan D. Sm
ith, The Em

erging Constitutional Jurisprudence of Justice Stevens, 46 U. C
h
i. L. R

ev. 155, 
207 -208 （1978

）.

（
35
）  

た
と
え
ば
、
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
は
、「
裁
判
所
は
、
時
代
遅
れ
の
、
か
つ
知
的
誠
実
さ
の
な
い
『
二
層
』
の
平
等
保
護
分
析
を
否
定
す
べ
き

で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。Beal v. D

oe, 432 U.S. 438, 457 

（1977
） （M

arshall, J., dissenting

）.

ま
た
、
パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
は
、「『
二
層
』

ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
不
満
と
い
い
得
る
十
分
な
理
由
が
存
在
す
る
」
と
指
摘
す
る
。Craig v. Boren, 429 U.S. 190, 210 

（1976

） （Pow
ell, J., 

concurring

）.

（
36
）  429 U.S. 190 （1976

）.
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（
37
）  G

unther, supra note 33, at 17 -18.

（
38
）  Bar-Sim

an-Tov, supra note 11, at 277; Coenen, supra note 20, at 1672; D
an T. Coenen, The Rehnquist Court, Structural 

D
ue Process, and Sem

isubstantive Constitutional Review, 75 S. C
al. L. R

ev. 1281, 1314 （2002

）.
（
39
）  448 U.S. 448 （1980

）.
（
40
）  
当
初
、
連
邦
最
高
裁
は
、
連
邦
政
府
に
よ
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
、
州
や
地
方
の
政
府
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
と
比
し
て
、

同
様
の
「
厳
格
審
査
」
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
立
場
を
と
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
歴
史
上
そ
し
て
文
言
上
の
問
題
と
し
て
、
平
等
保

護
条
項
は
連
邦
議
会
で
は
な
く
州
へ
の
不
信
を
明
ら
か
に
示
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
連
邦
議
会
は
、
人
種
を
理
由
と
す
る
過
去
の

過
ち
に
対
し
て
人
種
に
基
づ
い
た
救
済
を
行
う
に
あ
た
り
、
州
よ
り
も
柔
軟
に
対
応
す
る
大
き
な
余
地
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

（
41
）  Fullilove, 486 U.S. at 550 -551 （Stevens, J., dissenting

）.

（
42
）  488 U.S. 469 （1989
）.

（
43
）  

リ
ッ
チ
モ
ン
ド
市
議
会
が
三
〇
％
の
特
別
枠
を
設
け
る
た
め
に
依
拠
し
た
事
実
は
、
①
本
条
例
が
救
済
的
な
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
、

②
当
該
手
段
に
賛
同
す
る
者
が
建
設
業
界
で
の
過
去
の
差
別
の
存
在
を
述
べ
て
い
た
こ
と
、
③
市
の
人
口
の
五
〇
％
以
上
を
少
数
民
族
が
占
め
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
た
る
請
負
契
約
を
受
け
た
少
数
民
族
系
企
業
の
割
合
が
〇
．
六
七
％
に
過
ぎ
な
い
こ
と
、
④
こ
の
地
区
の
請
負
業
者
組
合

に
加
入
し
て
い
る
少
数
民
族
系
企
業
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
こ
と
、
⑤
過
去
の
差
別
の
効
果
に
よ
っ
て
、
全
国
の
建
設
業
に
お
け
る
少
数
民
族

の
参
加
が
抑
制
さ
れ
て
い
る
と
連
邦
議
会
が
一
九
七
七
年
に
明
確
に
し
た
こ
と
、
で
あ
る
。Croson, 488 U.S. at 499.

（
44
）  Id. at 500.

（
45
）  Id. at 504.

（
46
）  Id. at 505.

（
47
）  Lori J. H

offm
an, Fatal in Fact: A

n A
nalysis of the A

pplication of the Com
pelling G

overnm
ental Interest Leg of Strict Scrutiny 

in City of Richm
ond v. J.A

. Croson Co., 70 B.U. L. R
ev. 889, 906 （1990

）.

（
48
）  Croson, 488 U.S. at 505.

（
49
）  D

rew
 S. D

ays, III, Fullilove, 96 Y
ale L.J. 453, 469 -470 （1987

）.

（
50
）  Coenen, supra note 38, at 1315.
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（
51
）  

樋
口
範
雄
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
』
三
二
九
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）。

（
52
）  Andre R. Barry, Balancing away the Freedom

 of Speech: Turner Broadcasting System
 v. FCC, 117 S.Ct. 1174 (1997), 21 

H
arv. J.L. &

 P
u
b. P

o
l

’y 272 （1997

）.
（
53
）  The Suprem

e Court, 1993 Term
-Leading Cases, 108 H

arv. L. R
ev. 139, 261 （1994

）.
（
54
）  492 U.S. 115 （1989

）.

（
55
）  Id. at 126.

（
56
）  Id. at 129.

（
57
）  Id. at 130.

（
58
）  Suzanne D. Rubens, First A

m
endm

ent—
D
isconnecting D

ial-A
-Porn: Section 223 (b)

’s Tw
o Pronged Challenge to First 

A
m
endm

ent Rights, 80 J. C
rim. L. &

 C
rim
in
o
lo
g
y, 968, 983 （1990

）.

（
59
）  Sable, 492 U.S. 115, at 133 （Scalia, J., concurring

）.

（
60
）  521 U.S. 844 （1997

）.

（
61
）  Id. at 877.

（
62
）  Id. at 868.

（
63
）  Id. at 869.

（
64
）  Id. at 879.

（
65
）  Coenen, supra note 20, at 1676.

（
66
）  Reno, 521 U.S. at 875, n.41.

（
67
）  512 U.S. 622 （1994

）. See generally Com
m
ent, Constitutional Substantial-Evidence Review? Lessons from

 the Suprem
e Court

’s  
Turner Broadcasting D

ecisions, 97 C
o
lu
m. L. R

ev. 1162 （1997
）.

（
68
）  Id. at 636.

（
69
）  Id. at 637.

（
70
）  Id. at 643.

（
71
）  Id. at 662.
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（
72
）  Id. at 662 -663.

（
73
）  

手
段
審
査
の
箇
所
で
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
が
賛
同
し
な
か
っ
た
た
め
多
数
意
見
が
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
は
、

ケ
ネ
デ
ィ
ー
裁
判
官
の
審
査
手
法
そ
れ
自
体
を
否
定
し
た
訳
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
審
査
手
法
を
と
っ
た
と
し
て
も
本
件
で
は
合
憲
と
な
る
と

主
張
し
て
い
る
。Id. at 670 -671 n.1 （Stevens, J., concurring

）.
（
74
）  Id. 665 -666.

（
75
）  Id. 666.

ケ
ネ
デ
ィ
ー
裁
判
官
は
、
事
実
に
関
す
る
裁
判
所
の
独
立
の
判
断
に
つ
い
て
、
新
た
に 

（de novo

） 

証
拠
を
審
査
し
直
す
と
か
、
連

邦
議
会
の
予
測
的
判
断
を
裁
判
所
の
判
断
に
代
置
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
と
す
る
。

（
76
）  A. Christopher Bryant &

 Tim
othy J. Sim

eone, Rem
anding to Congress: The Suprem

e Court

’s N
ew 

“On the Record

” Consti-
tutional Review of Federal Statutes, 86 C

o
rn
ell L. R

ev. 328, 336 （2001

）.

（
77
）  

高
等
教
育
機
関
に
お
け
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
、
バ
ッ
キ
事
件
以
降
、
入
学
選
考
の
際
に
人
種
を
そ
の
一
要
素
と
し
て
考
慮

す
る
こ
と
は
、
割
当
制
を
設
け
る
こ
と
や
、
人
種
を
理
由
に
自
動
的
に
点
数
を
付
与
す
る
こ
と
に
該
当
し
な
い
場
合
に
は
、
教
育
に
お
け
る
多
様

性
の
確
保
と
い
う
目
的
か
ら
そ
の
手
段
は
（
厳
格
審
査
基
準
の
下
で
も
）
正
当
化
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
で
は
厳
格
審
査
基
準
を
文
字
通

り
厳
格
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
流
れ
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
直
近
の
二
〇
一
三
年
の
連
邦
最
高
裁
判
決
（Fisher v. U

niversity of Texas, 570 
U.S. ___

）
で
は
、
厳
格
審
査
基
準
の
適
用
が
不
十
分
で
あ
る
と
の
理
由
で
連
邦
控
訴
裁
に
差
し
戻
す
判
断
を
下
し
て
い
る
。

（
78
）  Regents of the U

niversity of California v. Bakke, 438 U.S. 265 （1978

）.

本
件
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
デ
ー
ビ
ス
医
学
校
へ
の
入

学
を
拒
否
さ
れ
た
白
人
の
原
告
で
あ
る
バ
ッ
キ
（Allan Bakke

）
が
、
少
数
人
種
の
た
め
の
入
試
制
度
に
設
け
ら
れ
た
特
別
枠
は
平
等
保
護
条

項
に
反
す
る
と
し
て
争
っ
た
事
件
で
あ
る
。

（
79
）  Fullilove, 448 U.S. at 519 （M

arshall, J., concurring
）; Bakke, 438 U.S. at 359 （Burger, J., concurring

）.

（
80
）  Fullilove, 448 U.S. at 492.

（
81
）  D
avid P. Stoelting, M

inority Business Set-A
sides M

ust Be Supported by Specific Evidence of Prior D
iscrim

ination, 58 U. C
in. 

L. R
ev. 1097, 1122 （1990

）.

（
82
）  

「〔
比
例
原
則
と
い
う
〕
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ア
メ
リ
カ
法
に
と
っ
て
無
理
な
逸
脱
で
は
な
い
。
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
や
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
が

か
つ
て
同
じ
こ
と
を
平
等
保
護
の
主
張
に
対
し
て
提
案
し
て
い
た
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。Alec Stone Sw

eet &
 Jud M

athew
s, A
ll Things 

in Proportion? A
m
erican Rights D

octrine and the Problem
 of Balancing, 60 E

m
o
ry L.J. 797, 860 （2011

）.

阪
口
正
二
郎
「
憲
法
上
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の
権
利
と
利
益
衡
量

―
『
シ
ー
ル
ド
』
と
し
て
の
権
利
と
『
切
り
札
』
と
し
て
の
権
利
」
一
橋
法
学
九
巻
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
四
二
頁
。

（
83
）  

阪
口
・
同
　
四
三
頁
。

（
84
）  

ト
ラ
イ
ブ
（Laurence Tribe

）
は
、
平
等
保
護
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
中
間
審
査
基
準
の
特
徴
に
つ
い
て
、
①
政
府
利
益
の
重
要
性
の
評
価
、

②
立
法
目
的
と
規
制
手
段
と
の
密
接
な
関
連
性
の
要
件
、
③
区
別
の
合
理
性
が
現
在
も
な
お
明
確
に
存
在
す
る
（current articulation

）
こ
と

の
要
件
、
④
後
知
恵
的
に
付
加
さ
れ
た
正
当
化
根
拠
（afterthought justifications

）
の
制
限
、
⑤
反
証
を
可
能
と
す
る
立
法
的
手
段
（legisla-

tive schem
e

）
の
調
整
、
と
い
う
五
つ
の
性
質
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
が
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
の
と
る
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
・
ス

ケ
ー
ル
と
区
別
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。T

ribe, supra note 33, at 1601 -1610.

（
85
）  N

ote, Justice Stevens

’ Equal Protection Jurisprudence, 100 H
arv. L. R

ev. 1146, 1158 （1987

）.

（
86
）  Zablocki v. Redhail, 434 U.S. 374, 406 （1978

） （Stevens, J., concurring

）.

（
87
）  Carlson &

 Sm
ith, supra note 34, at 215 -216.

（
88
）  Id. at 214.

（
89
）  Roth v. U

nited States, 354 U.S. 476, 485 （1957

）.

（
90
）  FCC v. Pacifica Foundation, 438 U.S. 726, 745 （1978

）.

（
91
）  Frederick Schauer, The Return of Variable O

bscenity, 28 H
ast. L.J. 1275, 1277 -1279 （1977

）.

（
92
）  Rubens, supra note 58, at 989.

（
93
）  Id. at 990.

（
94
）  Carlson &

 Sm
ith, supra note 34, at 162 -163.

（
95
）  Id. at 167.

（
96
）  

本
論
文
で
扱
っ
た
判
例
で
適
用
さ
れ
た
オ
ブ
ラ
イ
エ
ン
・
テ
ス
ト
は
、
中
間
審
査
基
準
の
中
で
も
厳
格
な
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て

い
る
。
長
谷
部
恭
男
『
憲
法
の
円
環
』
二
三
七
頁
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）。

（
97
）  Fullilove, 448 U.S. at 548 （Stevens, J., dissenting

）.

（
98
）  Id. at 549.

（
99
）  

こ
のdue process of law

m
aking

と
い
う
言
葉
は
、
リ
ン
デ
（H

ans Linde
）
の
論
文
（D

ue Process of Lawm
aking, 55 N

eb. L. R
ev. 

197 （1976

））
で
初
め
て
用
い
ら
れ
た
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
も
リ
ン
デ
の
論
文
を
フ
リ
ラ
ブ
事
件
の
反
対
意
見
の
脚
注
二
四
で
引
用
し
て
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い
る
。

（
100
）  City of Cleburne v. Cleburne Living Center, 473 U.S. 432 

（1985

）.

本
件
は
、
精
神
遅
滞
者
（the m

entally retarded

）
の
た
め
の

グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ム
を
運
営
す
る
非
営
利
団
体
で
あ
る
ク
レ
バ
ー
ン
生
活
セ
ン
タ
ー
（
Ｃ
Ｌ
Ｃ
）
が
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ム
の
た
め
の
建
物
を
購
入

し
た
と
こ
ろ
、
ク
レ
バ
ー
ン
市
条
例
に
よ
り
特
別
使
用
許
可
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
許
可
申
請
を
し
た
が
市
の
評
議
会
に
よ
っ
て
当
該
申
請
を

否
決
さ
れ
た
た
め
、
当
該
条
例
が
平
等
保
護
条
項
に
反
す
る
と
し
て
、
差
止
命
令
と
損
害
賠
償
を
求
め
て
Ｃ
Ｌ
Ｃ
が
訴
訟
を
提
起
し
た
事
件
で
あ

る
。

（
101
）  Id. at 451 （Stevens, J., concurring

）.

（
102
）  Id. at 452.

（
103
）  Id.

（
104
）  M

ark S. Kende, Principles of Com
petence: The A

bility of Public Institutions to A
dopt Rem

edial A
ffirm

ative A
ction Plans, 53 

U. C
h
i. L. R

ev. 581, 606 （1986

）.

（
105
）  

本
論
文
で
は
、
立
法
過
程
に
着
目
す
る
準
手
続
審
査
と
い
う
審
査
手
法
が
中
間
審
査
基
準
の
妥
当
す
る
領
域
で
適
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
示

し
た
が
、
筆
者
は
合
理
性
の
審
査
が
行
わ
れ
る
場
面
で
も
一
定
程
度
当
該
審
査
手
法
が
妥
当
す
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
指

摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、V

ictor G
oldfeld, Legislative D

ue Process and Sim
ple Interest G

roup Politics: Ensuring M
inim
al D
elibera-

tion through Judicial Review of Congressional Processes, 79 N.Y.U. L. R
ev. 367, 379 （2004

） 

が
あ
る
。

（
106
）  

高
見
勝
利
『
現
代
日
本
の
議
会
政
と
憲
法
』
二
一
八
頁
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
107
）  

筆
者
は
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
の
示
す
「
公
平
性
と
中
立
性
」
と
い
う
要
素
が
あ
ら
ゆ
る
問
題
領
域
に
お
い
て
妥
当
す
る
と
主
張
す
る
訳

で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
二
つ
の
要
素
そ
れ
自
体
の
妥
当
性
に
つ
い
て
も
別
途
検
討
を
要
す
る
が
、
こ
の
点
は
他
日
に
期
す
こ
と
に
し
た
い
。

（
108
）  

こ
の
点
に
つ
き
、
近
年
の
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
議
会
に
お
け
る
二
大
政
党
間
の
分
極
化
の
状
況
と
問
題
に
関
し
て
フ
ィ
リ
バ
ス
タ
ー
の
議
論
を
も

と
に
、
分
極
化
に
よ
る
弊
害
を
緩
和
す
る
憲
法
論
の
可
能
性
を
模
索
す
る
も
の
と
し
て
、
山
本
龍
彦
「
分
極
化
す
る
政
治
と
憲
法

―
現
代
ア
メ

リ
カ
連
邦
議
会
の
実
相

―
」
法
学
研
究
八
七
巻
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
八
七
頁
が
あ
る
。
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小
林
　
祐
紀
（
こ
ば
や
し
　
ゆ
う
き
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
助
教
（
有
期
・
研
究
奨
励
）

最
終
学
歴
　
　 

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　 

日
本
公
法
学
会
、
日
本
法
政
学
会
、
全
国
憲
法
研
究
会
、
憲
法
理
論
研
究
会

専
攻
領
域
　
　
憲
法

主
要
著
作
　
　 「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
立
法
記
録
審
査
の
展
開

―
立
法
裁
量
の
統
制
手
法
に
関
す
る

予
備
的
考
察

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
三
号
（
二
〇
一
二
年
）

　
　
　
　
　
　 「
立
法
府
に
対
す
る
手
続
的
統
制
の
契
機

―
連
邦
主
義
の
領
域
に
お
け
る
判
例
の
展

開
を
素
材
と
し
て

―
」『
法
政
論
叢
』
第
四
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
）

　
　
　
　
　
　 「
法
律
制
定
に
お
け
る
立
法
府
に
対
す
る
明
確
性
の
要
求

―
明
確
叙
述
準
則
の
議
論

を
素
材
に
し
て

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
七
号
（
二
〇
一
三
年
）


