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一
　
序

　
我
が
国
の
憲
法
学
は
、
憲
法
二
三
条
は
学
問
の
自
由
の
「
当
然
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
」
と
し
て
「
大
学
の
自
治
」
を
保
障
し
て
い（
1
）ると
こ
ろ
、

当
該
自
治
の
担
い
手
は
、
学
長
・
理
事
会
を
頂
点
と
す
る
「
大
学
」
で
は
な
く
、
教
員
を
構
成
員
と
す
る
「
教
授
会
」
で
あ
り
、
か
か
る

自
治
の
核
心
は
教
員
人
事
の
自
治
に
あ（
2
）る、
と
説
い
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
「
教
授
会
自
治
」
論
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
の
考
察
を
通
し
て
、
か
か
る
伝
統
的
通
説
の
論
理
を
批
判
的
に
検
討
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
大
革
命

時
に
中
間
団
体
を
徹
底
的
に
排
除
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
大
学
（
教
員
集
団
）
と
い
う
中
間
団
体
は
、「
特
権
の
牙（
3
）城」
と
な
っ
て
腐

敗
・
衰
退
の
一
途
を
辿
っ
た
た
め
に
、
と
り
わ
け
危
険
視
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
を
有
す
る
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
生
成
さ
れ
た
憲
法

理
論
は
、
教
授
会
自
治
論
の
自
明
性
を
揺
る
が
す
も
の
と
い
え（
4
）る。

　
こ
の
よ
う
な
検
討
を
行
う
目
的
は
、
し
か
し
、
近
年
の
法
改
正
に
よ
る
大
学
構
造
の
「
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
化
」
に
理
論
的
根
拠
を
提
供
す

る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
逆
で
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
れ
ら
の
大
学
改
革
に
歯
止
め
を
か
け
る
堅
固
な
憲
法
理
論
の
構
築
に
着
手

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
教
授
会
自
治
論
の
論
理
は
、
学
生
運
動
の
時
代
に
学
生
参
加
の
是
非
が
問
わ
れ
た
こ
と
を
除
け
ば
、
憲
法
学
内
部
に
お
い
て
批
判
的
な

検
討
に
付
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
ほ
ぼ
異
論
の
な
い
見
解
で
あ
っ
た
う
え
に
、
法
律
に
よ
っ
て
も
承
認

さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
国
公
立
大
学
に
つ
い
て
は
、
教
育
公
務
員
特
例
法
三
条
四
項
が
、「
教
員
の
採
用
及
び
昇
任
の
た
め
の
選
考
は
、
…
…
教

授
会
の
議
に
基
づ
き
学
長
が
行
う
」
と
定
め
、
実
質
的
な
教
員
人
事
権
が
教
授
会
に
帰
属
す
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
た
。
ま
た
、
私
立
大

学
を
含
め
た
大
学
一
般
に
つ
い
て
は
、
学
校
教
育
法
九
三
条
一
項
が
、「
大
学
に
は
、
重
要
な
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
教
授
会
を
置
か



「教授会自治」と「教授の独立」

37

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
た
（
こ
こ
で
い
う
「
重
要
な
事
項
」
に
教
員
人
事
が
含
ま
れ
、
そ
の
「
審
議
」
が
実
質
的
な
決
定
を
意
味
す
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
教
授
会
自
治
を
認
め
た
規
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
）。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
法
律
が
教
授
会
自
治
を
保
障
し
て
い
る
限
り
、

そ
の
保
障
が
憲
法
レ
ベ
ル
の
も
の
で
も
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
必
要
性
は
乏
し
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
近
年
に
お
け
る
一
連
の
大
学
改
革
は
、
こ
の
よ
う
な
大
学
法
制
を
一
変
さ
せ
た
。
今
日
の
大
学
法
制
は
、
教
授
会
自
治
を

保
障
し
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
の
国
公
立
大
学
法
人
化
に
よ
り
、
教
育

公
務
員
特
例
法
は
原
則
と
し
て
大
学
に
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
（
法
人
化
し
て
い
な
い
公
立
大
学
に
の
み
適
用
が
あ
る
）。
そ
し
て
、

二
〇
一
四
年
六
月
に
成
立
し
た
学
校
教
育
法
改
正
は
、
教
授
会
自
治
を
正
面
か
ら
否
定
し
た
。
改
正
後
の
学
校
教
育
法
九
三
条
で
は
、

「
重
要
な
事
項
を
審
議
す
る
た
め
」
と
い
う
文
言
が
削
除
さ
れ
、
そ
の
代
わ
り
に
、「
教
授
会
は
、
学
長
が
次
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
決

定
を
行
う
に
当
た
り
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
学
長
が
大
学
の
意
思
決
定
権
者
で
あ
り
、
教
授
会
は
い
わ
ば

諮
問
機
関
（
決
定
す
る
の
で
は
な
く
「
意
見
を
述
べ
る
」
機
関
）
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
教
授
会
が
当
然
に

意
見
を
述
べ
ら
れ
る
事
項
の
中
に
、
教
員
人
事
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
教
授
会
が
教
員
人
事
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ

を
「
教
授
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
必
要
な
も
の
と
し
て
学
長
が
定
め
た
」
場
合
（
同
条
二
項
三（
5
）号）
か
、「
学
長
等
の
求
め
」
が
あ
っ
た

場
合
（
同
条
三
項
）
に
限
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
大
学
改
革
に
対
し
て
は
、
大
学
人
を
中
心
と
し
て
、
強
力
な
批
判
が
展
開
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
当
該
改

革
に
よ
っ
て
教
授
会
自
治
が
侵
さ
れ
る
危
険
性
に
つ
い
て
鋭
く
分
析
す
る
反
面
、
教
授
会
自
治
論
の
論
拠
に
つ
い
て
は
、
ポ
ポ
ロ
事
件
判

決
（
最
大
判
昭
和
三
八
年
五
月
二
二
日
刑
集
一
七
巻
四
号
三
七
〇
頁
）
を
始
め
と
し
た
最
高
裁
判
例
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
憲
法
規
範
で
あ
る

等
と
主
張
す
る
に
と
ど
ま
り
、
必
ず
し
も
そ
れ
以
上
の
検
討
を
進
め
な
か
っ（
6
）た。

　
だ
が
、
厳
密
に
い
え
ば
、
最
高
裁
が
憲
法
解
釈
と
し
て
教
授
会
自
治
論
を
採
用
し
た
こ
と
は
な
い
。
ポ
ポ
ロ
事
件
判
決
は
、「
大
学
に

お
け
る
学
問
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
、
伝
統
的
に

0

0

0

0

大
学
の
自
治
が
認
め
ら
れ
て
」
お
り
、「
こ
の
自
治
は
、
と
く
に
大
学
教
授
そ
の
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他
の
研
究
者
の
人
事
に
関
し
て
認
め
ら
れ
、
大
学
の
学
長
、
教
授
そ
の
他
の
研
究
者
が
大
学
の

0

0

0

自
主
的
判
断
に
基
づ
い
て
選
任
さ
れ
る
」

と
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
（
傍
点
堀
口
）。
教
員
人
事
権
が
教
授
会
に
保
障
さ
れ
る
と
は
述
べ
て
い
な
い
し
、
そ
も
そ
も
、
大
学
の
自
治
が

憲
法
上
保
障
さ
れ
る
と
も
述
べ
て
い
な
い
。
同
判
決
の
担
当
調
査
官
も
、「
大
学
の
自
治
は
、
憲
法
二
三
条
に
よ
っ
て
直
接
保
障
さ
れ
て

い
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
大
学
に
お
け
る
学
問
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
伝
統
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
」
だ
と
解
説
し
て
い（
7
）る。

そ
し
て
、
そ
の
後
の
最
高
裁
判
例
で
も
、
教
授
会
自
治
論
が
明
示
的
に
採
用
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
教
授
会
自
治
論
は
、
法
律
上
の
根
拠
も
、
判
例
上
の
根
拠
も
有
し
て
い
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
憲
法
二
三
条

（
学
問
の
自
由
）
か
ら
論
理
的
に
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
、
法
規
範
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
論
理

的
導
出
は
可
能
な
の（
8
）か。

　
こ
れ
ま
で
学
問
の
自
由
を
担
保
す
る
確
固
た
る
憲
法
理
論
と
目
さ
れ
て
き
た
教
授
会
自
治
論
が
、
論
理
的
根
拠
を
欠
き
、
法
規
範
性
を

失
っ
た
と
す
れ
ば
、
教
員
人
事
の
「
素
人
支
配
」
を
可
能
と
す
る
制
度
改
革
の
濁
流
は
、
容
赦
な
く
大
学
を
襲
い
、
や
が
て
学
問
の
自
由

を
溺
死
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
が
教
授
会
自
治
論
の
論
理
を
あ
え
て
批
判
的
に
検
討
す
る
の
は
、
そ
れ
が
こ
の
濁
流
を
堰
き
止
め
る
に
十

分
な
強
度
を
有
す
る
の
か
を
検
証
す
る
た
め
で
あ
る
。

　
以
下
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
を
歴
史
の
流
れ
に
沿
っ
て
考
察
し
（
二
―
四
）、
そ
れ
を
基
に
教
授
会
自
治
論
の
論
理
を
再
検

討
す
る
（
五
）。二

　
フ
ラ
ン
ス
大
学
史
に
お
け
る
教
員
集
団
へ
の
危
険
視

　
フ
ラ
ン
ス
で
初
め
て
大
学
（université

）
が
誕
生
し
た
の
は
、
一
二
〇
〇
年
を
過
ぎ
た
頃
で
あ
っ（
9
）た。

当
時
の
大
学
は
、
大
学
の
語
源

で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
ウ
ニ
ヴ
ェ
ル
シ
タ
ス
（universitas

）」
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
教
師
た
ち
の
「
同
業
組
合
」
で
あ
っ
た
。
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そ
う
し
た
同
業
組
合
が
結
成
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
は
、
教
師
数
の
増
加
に
伴
っ
て
、
教
師
間
の
競
争
が
激
化
し
、
ま
た
、「
各
教
師
が
、

原
典
に
ざ
っ
と
目
を
通
す
だ
け
で
好
き
勝
手
に
授
業
を
行
い
、（
哲
学
と
神
学
、
民
法
と
教
会
法
と
い
う
よ
う
に
）
科
目
を
ひ
ど
く
混
ぜ
合
わ

せ
て
し
ま
う
」
と
い
っ
た
事
態
が
生
じ
た
た
め
で
あ
）
10
（
る
。
教
師
た
ち
は
、
同
業
組
合
を
結
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
校
の
乱
立
を
抑
え
、

研
究
に
際
し
て
各
人
が
従
う
べ
き
規
定
を
明
確
に
し
、
科
目
間
の
序
列
に
基
づ
い
て
読
む
べ
き
典
拠
を
系
統
的
に
確
立
し
、
危
険
な
書
物

を
禁
書
に
し
、
試
験
と
免
状
と
い
う
一
貫
し
た
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
事
態
を
打
開
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
）
11
（

る
。

　
か
か
る
同
業
組
合
と
し
て
の
大
学
は
、
教
育
の
専
門
性
を
高
め
る
う
え
で
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
多
数
派
と
異
な
る

考
え
を
抱
く
教
師
に
と
っ
て
は
、
自
由
な
学
問
に
対
す
る
重
大
な
桎
梏
と
な
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
時
代
の
大
学
は
、
あ
ら
ゆ
る

学
問
領
域
に
つ
い
て
古
代
か
ら
の
分
類
法
を
尊
重
し
て
お
り
、
新
し
い
学
問
に
開
か
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
限
ら
れ
た
こ
と

で
は
な
い
が
、
当
時
の
大
学
で
は
、
歴
史
学
、
文
芸
、
古
典
研
究
は
無
視
さ
れ
た
。
ま
た
、
精
密
科
学
も
、
周
辺
的
科
目
、
時
に
は
任
意

選
択
科
目
と
い
う
扱
い
を
受
け
た
。
大
学
は
数
量
を
扱
う
学
問
に
不
慣
れ
で
あ
り
、
実
験
と
い
う
研
究
方
法
を
活
用
す
る
こ
と
も
な
か
っ

た
た
め
、
精
密
科
学
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
以
来
の
古
代
的
枠
組
み
を
超
え
て
発
展
す
る
可
能
性
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
、
技
術
教
育
は
、
工
芸
と
同
一
視
さ
れ
、
研
究
に
値
し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
建
築
家
や
技
師
は
、
大
学
の
外

で
修
養
を
積
む
こ
と
と
な
っ
）
12
（

た
。

　「
パ
リ
の
教
師
と
学
生
の
ウ
ニ
ヴ
ェ
ル
シ
タ
ス
」（
パ
リ
大
学
）
は
、
一
二
一
五
年
に
教
皇
特
使
か
ら
の
規
約
付
与
に
よ
っ
て
大
学
の
自

治
を
保
障
さ
れ
、
そ
の
自
由
と
特
権
は
、
一
二
三
一
年
に
発
布
さ
れ
た
教
皇
勅
書
『
諸
学
の
父
（parens scientiarum

）』
に
よ
っ
て
厳
正

に
承
認
さ
れ
）
13
（

た
。
そ
れ
ま
で
は
、
中
世
初
期
か
ら
学
校
教
育
を
独
占
し
て
き
た
司
教
団
が
、
リ
ケ
ン
テ
ィ
ア
・
ド
ケ
ン
デ
ィ
（licentia 

docendi

）
と
い
う
教
授
資
格
制
度
に
よ
っ
て
大
学
の
人
事
権
を
掌
握
し
て
い
た
）
14
（
が
、
こ
れ
以
降
、
司
教
区
尚
書
担
当
司
祭
（chancelier

）

に
は
、
教
師
た
ち
が
推
す
リ
ケ
ン
テ
ィ
ア
志
願
者
に
対
し
て
教
授
免
許
を
無
償
で
授
与
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
）
15
（

た
。

　
こ
う
し
て
自
治
を
手
に
し
た
大
学
は
、「
次
第
に
絶
対
王
政
へ
と
発
展
す
る
王
権
と
教
会
権
威
と
の
対
峙
の
中
で
、
学
位
授
与
権
を
武
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器
に
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
財
政
的
支
援
を
受
け
つ
つ
も
ど
ち
ら
か
一
方
に
屈
服
・
隷
従
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
自
律
性
を
保
持
し
つ
つ
生
き

延
び
て
い
っ
）
16
（

た
」。

　
し
か
し
な
が
ら
、
大
学
は
、
そ
の
後
、
衰
退
の
一
途
を
辿
り
、
機
能
不
全
に
陥
っ
た
。
特
に
一
五
世
紀
以
降
、
大
学
は
、「
科
学
革
新

の
機
運
に
際
し
、
指
導
は
お
ろ
か
追
随
さ
え
で
き
な
か
っ
）
17
（
た
」。
教
員
集
団
が
、
古
代
の
学
問
分
類
に
固
執
し
、
生
け
る
文
化
・
学
問
を

排
斥
し
続
け
た
結
果
、
大
学
は
腐
敗
し
、
も
は
や
「
時
代
遅
れ
の
教
義
や
論
題
を
温
存
す
る
と
こ
）
18
（

ろ
」
で
し
か
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
う
し
て
、「
知
的
生
活
は
、
と
く
に
大
学
外
の
諸
機
関
で
発
展
を
と
げ
」
る
こ
と
と
な
っ
）
19
（
た
。
当
時
の
大
学
は
、「
言
語
や
芸
術
や

思
想
を
洗
練
し
完
成
す
る
と
い
う
仕
事
を
ま
っ
た
く
欠
い
て
い
た
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
「
大
学
の
外
で
、
ま
た
し
ば
し
ば
大
学
に
対

抗
し
て
進
め
ら
れ
）
20
（
た
」。
た
と
え
ば
、
一
五
三
〇
年
に
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
が
パ
リ
大
学
の
反
対
を
よ
そ
に
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
鼻
先
に
創
設
し

た
王
立
教
授
団
（Collège des Lecteurs royaux

）
で
は
、
国
家
の
直
接
的
管
理
の
下
、
大
学
か
ら
軽
視
・
無
視
さ
れ
た
新
し
い
学
問
を
も

含
ん
だ
、
高
水
準
で
自
由
で
純
粋
な
教
育
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
）
21
（
た
（
こ
の
王
立
教
授
団
は
、
後
に
、
フ
ラ
ン
ス
最
高
峰
の
学
術
機
関
で
あ
る

コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
と
な
る
）。
皮
肉
に
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
・
学
問
が
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
、「
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
見
な

ら
う
べ
き
模
）
22
（
範
」
と
な
っ
た
時
代
、
そ
の
発
展
を
牽
引
し
た
の
は
、
教
員
集
団
の
自
治
を
認
め
ら
れ
た
大
学
で
は
な
く
、
国
家
が
直
接
管

理
し
た
機
関
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
腐
敗
・
衰
退
し
た
大
学
は
、「
個
人
と
国
家
の
あ
い
だ
に
介
在
す
る
一
切
の
『
中
間
団
体
』
を
、
徹
底
的
に
敵
視
し
）
23
（
た
」
フ

ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
廃
止
さ
れ
た
（
一
七
九
三
年
九
月
一
五
日
の
国
民
公
）
24
（

会
）。
大
学
の
文
字
通
り
の
消
滅
で
あ
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
大
学
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
革
命
議
会
に
お
い
て
様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
共
通
し
て
い
た
の
は
、

教
員
集
団
へ
の
危
険
視
で
あ
っ
た
。
我
が
国
の
「
教
育
権
論
争
」
に
お
い
て
国
民
教
育
権
説
が
好
ん
で
引
用
し
た
コ
ン
ド
ル
セ

（Condorcet

）
も
、
実
は
、「『
教
師
は
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
の
言
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
教
師
の
集
団

の
形
成
に
は
否
定
的
で
あ
っ
）
25
（
た
」。
彼
は
、
教
員
の
人
事
権
に
関
し
て
、「
識
見
が
あ
る
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
る
団
体
の
一
員
で
あ
る
だ
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け
で
選
択
権
の
行
使
に
十
分
だ
と
す
れ
ば
、
ひ
ど
い
無
知
や
も
っ
と
も
不
条
理
な
教
理
さ
え
も
許
容
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
明
ら
か
」
で

あ
り
、「
こ
の
よ
う
な
や
り
方
を
す
れ
ば
、
本
物
の
同
業
組
合
や
い
わ
ゆ
る
専
制
組
合
に
権
威
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ

て
い
）
26
（
た
。
そ
の
コ
ン
ド
ル
セ
が
提
示
し
た
国
立
学
士
院
を
頂
点
と
す
る
公
教
育
機
関
案
で
さ
え
、
教
員
集
団
の
特
権
化
を
惹
起
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
し
て
斥
け
ら
れ
た
の
だ
か
）
27
（
ら
、
革
命
議
会
の
議
員
た
ち
が
ど
れ
ほ
ど
教
員
集
団
を
危
険
視
し
て
い
た
か
は
、
詳
述
せ
ず
と
も

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
、
大
学
は
、
フ
ァ
キ
ュ
ル
テ
（faculté

、
日
本
で
い
う
「
学
部
」
に
近
い
）
と
な
り
、
他
の
教
育
機
関
と
同
じ
く
、
ユ
ニ

ヴ
ェ
ル
シ
テ
・
ア
ン
ペ
リ
ア
ル
（U

niversité im
périale

）
に
組
み
込
ま
れ
た
。
ユ
ニ
ヴ
ェ
ル
シ
テ
・
ア
ン
ペ
リ
ア
ル
と
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン

が
創
設
し
た
国
家
的
教
育
独
占
体
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
教
育
を
行
う
に
は
、
私
立
か
公
立
か
を
問
わ
ず
、
ま
た
教
育
段
階
も
問

わ
ず
、
必
ず
そ
れ
に
組
み
込
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
）
28
（

た
。
そ
う
し
て
、
国
家
の
直
接
的
管
理
の
下
に
、
単
一
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
設

け
ら
れ
、
教
員
人
事
権
及
び
学
位
授
与
権
の
国
家
独
占
が
始
ま
っ
）
29
（
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
第
二
帝
政
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
）
30
（
た
。「
大

学
（université

）」
と
い
う
名
称
の
機
関
は
、
大
学
が
廃
止
さ
れ
て
か
ら
百
年
余
り
が
経
過
し
た
一
八
九
六
年
七
月
一
〇
日
の
大
学
設
置

法
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
復
活
し
た
の
で
あ
）
31
（
り
、
そ
れ
が
法
的
自
治
を
回
復
す
る
に
は
、
一
九
六
八
年
一
一
月
の
高
等
教
育
基
本
法
（
通
称

「
フ
ォ
ー
ル
法
」）
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
）
32
（
た
。

　
以
上
の
と
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
、
大
学
に
自
治
を
認
め
た
結
果
、
教
員
集
団
が
新
た
な
学
問
に
対
し
て
大
学
の
扉
を
閉
ざ
し
、
そ
の

た
め
に
大
学
は
腐
敗
し
、
衰
退
し
、
遂
に
は
消
滅
さ
せ
ら
れ
た
、
と
い
う
歴
史
が
あ
る
。
教
員
集
団
に
よ
る
自
治
が
、
か
え
っ
て
学
問
の

発
展
を
阻
害
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
大
学
を
め
ぐ
る
憲
法
理
論
に
、
今
で
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
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三
　「
教
授
の
独
立
」
原
則

㈠
　
憲
法
院
一
九
八
四
年
判
決

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
上
述
の
歴
史
が
存
在
し
た
た
め
に
、
教
員
集
団
に
対
す
る
危
険
視
が
根
強
く
残
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、

学
問
の
専
門
家
と
し
て
の
大
学
教
授
職
へ
の
信
頼
ま
で
は
、
打
ち
棄
て
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
そ
の
一
つ
の
証
左
と
し
て
、
通
常
の
公
務
員
に
は
議
員
と
の
兼
職
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
授
は
、
国
家
公
務
員
で

あ
り
な
が
ら
、
議
員
職
を
兼
ね
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。「
一
般
の
公
務
員
は
上
司
た
る
大
臣
に
従
順
で
そ
の
圧
力
に
屈
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
大
学
の
正
教
授
は
、
政
府
か
ら
の
圧
力
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
抵
抗
で
き
る
だ
け
十
分
に
政
府
か
ら
独
立
し
て
い

る
も
の
と
考
え
ら
れ
）
33
（
た
」
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
背
景
の
下
で
生
成
さ
れ
た
の
が
、「
教
授
の
独
立
」（indépendance des professeurs

）
原
則
と
い
う
法
規
範
で
あ
る
。

　
同
原
則
を
初
め
て
憲
法
レ
ベ
ル
の
規
範
と
し
て
認
め
た
の
は
、
憲
法
院
一
九
八
四
年
判
決
（D

écision nº 83 -165 D
C du 20 janvier 

1984

）
で
あ
）
34
（

る
。
当
該
判
決
で
は
、
一
九
八
四
年
の
高
等
教
育
法
（
通
称
「
サ
ヴ
ァ
リ
法
」）
案
の
憲
法
適
合
性
が
問
題
と
な
っ
た
。

　
サ
ヴ
ァ
リ
法
案
は
、
大
学
の
各
評
議
会
へ
の
代
表
選
出
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
区
別
さ
れ
て
き
た
教
授
（professeur

）
の
選
挙
母
体
と

専
任
講
師
（m
aître de confére

）
35
（

nces

）
の
選
挙
母
体
と
を
合
併
し
、
単
一
の
選
挙
母
体
と
す
る
旨
を
定
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
制
度
改

革
の
背
景
に
は
、「
学
生
の
急
増
に
対
応
し
た
教
授
以
外
の
教
員
の
増
加
、
そ
し
て
教
授
へ
の
昇
進
の
難
化
と
い
う
状
況
の
変
化
」
が
、

「
そ
れ
に
よ
っ
て
昇
進
が
思
う
に
ま
か
せ
な
い
教
授
以
外
の
教
員
た
ち
の
不
満
を
、
そ
し
て
、
全
体
的
に
は
自
分
た
ち
よ
り
数
的
に
少
な

い
者
が
、
自
分
た
ち
よ
り
多
く
の
、
そ
し
て
強
い
権
限
を
も
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
不
満
を
呼
び
お
こ
し
た
」
と
い
う
事
情
が
あ
）
36
（

る
。
そ
う
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し
た
不
満
が
、「
五
月
革
命
」
に
よ
っ
て
押
し
進
め
ら
れ
た
、
教
授
以
外
の
者
の
大
学
へ
の
「
参
加
」
を
、
更
に
拡
大
せ
よ
と
の
要
求
に

結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
教
授
と
専
任
講
師
は
、
同
じ
教
員
研
究
者
（enseignant-chercheur

）
と
は
い
っ
て
も
、
伝
統
的
に
地

位
の
差
が
大
き
く
、
し
か
も
、
人
数
は
教
授
の
方
が
圧
倒
的
に
少
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
当
該
規
定
に
対
し
て
は
、
議
会
内
外
か
ら
、

「
教
授
の
卓
越
し
た
役
割
と
高
度
の
責
任
を
否
定
し
、『
質
』
を
備
え
た
者
か
ら
権
限
を
奪
う
こ
と
を
追
求
し
て
、『
質
』
を
十
分
に
備
え

て
い
な
い
者
に
よ
る
『
質
』
を
備
え
た
者
へ
の
支
配
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
」
等
の
批
判
の
声
が
上
が
っ
）
37
（
た
。
本
法
案
は
、
最
終
的
に
は

辛
く
も
議
会
で
可
決
さ
れ
た
）
38
（

が
、
国
民
議
会
議
員
及
び
元
老
院
議
員
に
よ
っ
て
、
憲
法
院
へ
付
託
さ
れ
た
。

　
付
託
を
受
け
た
憲
法
院
は
、
サ
ヴ
ァ
リ
法
案
の
単
一
選
挙
母
体
規
定
等
を
、
教
授
の
独
立
原
則
に
反
し
違
憲
で
あ
る
と
断
じ
た
。

　
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、「
教
授
（
当
該
法
案
は
そ
れ
に
固
有
の
責
任
を
託
し
て
い
る
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
独
立
を
保
障
す
る
こ
と
が
、
共
和

国
の
諸
法
律
（
と
り
わ
け
議
員
職
と
公
務
員
職
と
の
兼
職
禁
止
に
関
す
る
諸
規
定
）
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
基
本
原
理
か
ら
導
か
れ
る
」
と
述
べ
、

教
授
の
独
立
原
則
を
憲
法
規
範
と
し
て
認
め
た
。
そ
し
て
、「
教
授
集
団
と
他
の
教
員
研
究
者
集
団
と
の
間
に
は
、
人
数
上
の
不
均
衡
が

存
在
す
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
制
度
に
よ
っ
て
、
教
授
の
独
立
が
様
々
な
観
点
で
脅
か
さ
れ
る
こ
と
は
、
確
実
」
で
あ
る
こ
と
、
特
に
、

「
単
一
選
挙
母
体
の
存
在
に
よ
っ
て
」、「
授
業
計
画
の
準
備
、
学
生
の
指
導
、
教
育
チ
ー
ム
の
調
整
、
他
の
教
員
研
究
者
の
人
事
に
関
す

る
個
別
的
決
定
」
に
関
し
て
、「
教
授
固
有
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
阻
害
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
こ
と
等
を
考
慮
し
て
、
当
該
規
定
は
同

原
則
に
反
す
る
と
判
断
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
当
該
判
決
は
、
教
授
が
、
専
門
性
の
劣
る
他
の
教
員
研
究
者
の
参
加
に
よ
っ
て
、
そ
の
専
門
的
職
務
の
遂
行
を
妨
げ
ら

れ
な
い
こ
と
を
、
教
授
の
独
立
と
し
て
保
障
し
た
。

　
で
は
、
こ
の
判
決
の
理
論
は
、
教
授
会
自
治
論
の
そ
れ
と
、
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
両
者
は
同
一
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
を
理
解
す
る
に
は
、
当
該
判
決
の
実
質
的
起
草
者
の
論
考
を
読
み
解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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㈡
　
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ヴ
デ
ル
の
「
大
学
の
自
由
」
論

　
憲
法
院
一
九
八
四
年
判
決
の
憲
法
理
論
は
、
同
判
決
当
時
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
界
の
第
一
人
者
で
あ
り
、
憲
法
院
の
メ
ン
バ
ー
で
も

あ
っ
た
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ヴ
デ
ル
（G

eorges Vedel

）
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
ヴ
デ
ル
は
、
一
九
六
〇
年
に
発
表
し
た
論
文
（
以
下
「
一
九
六
〇
年
論
文
」
と
い
う
）
に
お
い
て
、「
大
学
の
自
由
」
の
根
拠
を
、
次

の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
七
五
年
以
降
、
公
務
員
職
と
議
員
職
と
の
兼
任
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
大
学
教
授
は
、
そ

し
て
大
学
教
授
だ
け
が
、
例
外
的
に
議
員
職
と
の
兼
任
を
許
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
憲
法
的
伝
統
に
よ
っ
て
、
大
学
の
自
由
が
確
立

し
て
い
）
39
（

る
、
と
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
憲
法
院
一
九
八
四
年
判
決
が
教
授
の
独
立
原
則
を
導
き
出
す
た
め
に
援
用
し
た
論
証
で
あ
り
、
こ
の

点
か
ら
も
ヴ
デ
ル
の
同
判
決
へ
の
影
響
の
大
き
さ
が
見
て
取
れ
る
。

　
で
は
、
当
該
論
文
で
い
う
「
大
学
の
自
由
」
と
は
、
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
そ
れ
は
、
ま
ず
、
教
授
の
個
人
的
自
由
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
教
授
は
、
講
座
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
柔
軟
な
枠
の
中
で
、
自
ら
の
研
究
・
教
育
を
、
自
由
に
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
）
40
（

る
。
ま
た
、

教
授
は
、
そ
の
キ
ャ
リ
ア
の
い
か
な
る
時
点
に
お
い
て
も
、
外
部
か
ら
の
負
担
・
圧
力
・
影
響
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
。
教
授
の
人
事
や

講
座
等
に
つ
い
て
決
定
を
下
す
の
は
、
政
府
で
は
な
く
、
学
部
評
議
会
（Conseil de la faculté

）
あ
る
い
は
大
学
諮
問
委
員
会
（Com

ité 

consultatif des universités

）、
す
な
わ
ち
大
学
コ
オ
ル
（corps universitaire

）
だ
か
ら
で
あ
）
41
（
る
。

　
た
し
か
に
、
法
律
上
は
、
国
民
教
育
大
臣
が
教
授
や
学
部
長
（doyen

）
の
任
命
を
自
由
に
行
え
る
権
限
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
任
命

に
つ
い
て
学
部
や
大
学
諮
問
委
員
会
の
提
案
に
従
う
義
務
は
な
い
。
し
か
し
、
実
際
上
は
、
大
臣
が
当
該
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
は
な
く
、

必
ず
学
部
及
び
大
学
諮
問
委
員
会
の
意
見
に
従
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
大
学
コ
オ
ル
が
教
授
の
人
事
を
決
定
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い

て
、
大
学
の
自
由
は
、
大
学
コ
オ
ル
の
自
由
で
も
あ
）
42
（

る
。

　
こ
う
し
て
、
大
学
の
自
由
が
大
学
コ
オ
ル
の
自
由
で
も
あ
り
、
そ
の
主
た
る
内
容
が
教
員
人
事
の
実
質
的
決
定
権
に
あ
る
と
す
る
と
、



「教授会自治」と「教授の独立」

45

仮
に
こ
こ
で
い
う
「
大
学
コ
オ
ル
」
が
日
本
で
い
う
「
教
授
会
」
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
一
九
六
〇
年
論
文
の
理
論
は
、
教

授
会
自
治
論
と
ほ
ぼ
同
義
と
な
る
。

　
し
か
し
、
上
述
の
と
お
り
、
大
学
コ
オ
ル
に
は
、
学
部
評
議
会
だ
け
で
な
く
、
大
学
諮
問
委
員
会
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
大
学
諮
問

委
員
会
と
は
、
大
学
評
議
会
（Conseil national des U

niversités

、
略
称
「
Ｃ
Ｎ
Ｕ
」）
の
前
身
で
あ
り
、
大
学
教
員
の
採
用
等
の
管
理
を
中

央
集
権
的
に
行
う
た
め
に
設
置
さ
れ
た
、
国
民
教
育
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
。
当
該
機
関
に
は
、
各
学
問
領
域
に
対
応
し
た
分
科
会
が

設
置
さ
れ
て
お
り
、
当
該
学
問
領
域
を
専
門
と
す
る
大
学
教
員
が
そ
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
法
学
等
の
一
定
の
学
問
領

域
に
お
い
て
教
員
研
究
者
の
職
に
就
く
た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
、
当
該
機
関
に
よ
る
審
査
に
合
格
し
て
、
ア
グ
レ
ガ
シ
オ
ン

（agrégation

）
と
い
う
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
）
43
（
る
。
ア
グ
レ
ガ
シ
オ
ン
を
取
得
し
た
者
は
、「
自
己
の
学
問
領
域
の
教

授
職
に
空
き
が
出
た
場
合
、
試
験
の
成
績
結
果
の
順
に
当
該
職
に
着
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、「
採
用
に
あ
た
っ

て
大
学
に
は
選
択
権
が
な
）
44
（
い
」。
教
授
会
自
治
論
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
中
央
集
権
的
人
事
制
度
は
、
違
憲
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ

ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
、
一
九
六
〇
年
論
文
は
、
か
か
る
制
度
を
む
し
ろ
肯
定
的
に
評
価
す
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
学
位
・
試
験
に

関
す
る
中
央
集
権
と
は
異
な
り
、
大
学
教
員
人
事
に
関
す
る
そ
れ
は
有
益
で
あ
る
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
大
学
諮
問
委
員
会
は
、
大
多

数
の
専
門
家
の
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
う
え
に
、
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
（
自
校
出
身
者
優
先
主
義
）
の
心
配
か
ら
は
よ
り
遠
く
、
学
問

的
関
心
に
よ
り
近
い
機
関
だ
か
ら
で
あ
）
45
（

る
。

　
同
論
文
が
教
員
人
事
に
お
け
る
中
央
集
権
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
背
景
に
は
、
大
学
の
自
由
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
見
地
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
学
の
自
由
（
特
に
教
員
人
事
の
自
由
）
は
、
無
条
件
に
保
障
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。「
い
か
な
る
特
権

（privilège

）
も
、
責
務
と
い
う
偉
大
な
る
別
名
を
伴
わ
ず
し
て
は
、
維
持
し
え
な
い
」
の
で
あ
り
、
大
学
コ
オ
ル
が
大
学
人
の
人
事
を
決

定
す
る
自
由
を
有
す
る
の
は
、「
閥
族
主
義
や
カ
ー
ス
ト
精
神
を
排
し
う
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
）
46
（
る
」。
そ
し
て
、「
時
に
危
険
な
の
は
、



法学政治学論究　第103号（2014.12）

46

伝
統
と
事
な
か
れ
主
義
と
を
、
慎
重
さ
と
新
た
な
る
も
の
へ
の
恐
怖
と
を
、
ま
た
質
へ
の
関
心
と
知
的
マ
ル
サ
ス
主
義
と
を
混
同
し
よ
う

と
す
る
欲
望
で
あ
）
47
（

る
」。
当
該
自
由
（franchises

）
の
起
源
に
遡
っ
て
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
「
個
人
的
便
宜
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
も
の

で
は
な
い
」
し
、
ま
し
て
や
、「
同
業
組
合
の
便
宜
や
、
専
門
家
の
し
き
た
り
（habitudes

）
や
、
学
問
的
な
偏
執
（tics

）
を
保
障
す
る

も
の
で
は
な
）
48
（
い
」。

　
こ
の
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
論
文
の
理
論
は
、
教
授
会
自
治
論
と
は
異
な
る
。
教
授
会
自
治
論
は
、
教
授
会
の
決
定
に
外
部
機
関
が
介

入
し
な
い
こ
と
を
求
め
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
同
論
文
が
示
し
た
理
論
は
、
大
学
諮
問
委
員
会
の
よ
う
な
外
部
の
中
央
集
権
的
機
関
に
人

事
権
を
認
め
て
で
も
、
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
や
閥
族
主
義
等
の
脅
威
か
ら
、
学
問
を
守
る
。

　
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
同
論
文
の
執
筆
者
で
あ
る
ヴ
デ
ル
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
、
憲
法
院
一
九
八
四
年
判
決
に
お
け
る
教
授
の
独
立
原

則
も
、
そ
れ
と
同
様
の
理
論
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
一
九
六
〇
年
論
文
と
、
憲
法
院
一
九
八
四
年
判
決
と
は
、
直
接
接
続
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
同
論
文
は
、

教
授
個
人
及
び
大
学
コ
オ
ル
の
国
家
か
ら
の
独
立
を
説
い
た
の
に
対
し
、
同
判
決
は
、
大
学
内
部
に
お
け
る
教
授
の
他
の
教
員
研
究
者
か

ら
の
独
立
を
論
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
で
は
、
な
ぜ
両
者
は
接
続
さ
れ
え
た
の
か
。
そ
も
そ
も
、
そ
れ
ら
は
本
当
に
接
続
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
疑
問
を
解
く
鍵
は
、
ヴ
デ
ル

が
同
判
決
の
翌
年
に
発
表
し
た
論
文
（
以
下
「
一
九
八
五
年
論
文
」
と
い
う
）
の
中
に
あ
る
。

　
一
九
八
五
年
論
文
は
、
し
ば
し
ば
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
的
大
学
」
と
（
侮
蔑
的
に
）
呼
ば
れ
る
一
九
六
八
年
（
五
月
革
命
）
以
前
の
大
学
を
、

あ
え
て
擁
護
す
る
論
文
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
五
月
革
命
の
際
、「
ナ
ポ
レ
オ
ン
的
大
学
」
は
、
学
生
や
若
手
教
員
ら
か
ら
、
権
威

主
義
的
で
中
央
集
権
的
な
体
制
だ
と
批
判
さ
れ
た
。
ヴ
デ
ル
は
、
そ
れ
を
、
ど
の
よ
う
に
、
そ
し
て
な
ぜ
、
擁
護
し
た
の
か
。

　
第
一
に
、
ヴ
デ
ル
は
、「
ナ
ポ
レ
オ
ン
的
大
学
」
に
お
い
て
国
民
教
育
大
臣
が
大
学
教
員
の
人
事
等
を
支
配
し
て
い
た
と
い
う
の
は
誤

解
だ
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「『
ナ
ポ
レ
オ
ン
的
』
大
学
に
関
す
る
法
規
定
は
、
イ
ギ
リ
ス
憲
法
と
同
じ
よ
う
に
読
ま
な
け
れ
ば
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な
ら
な
）
49
（
い
」。
イ
ギ
リ
ス
憲
法
で
は
、
文
言
）
50
（
上
、
君
主
に
広
範
で
強
大
な
権
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
君
主
は
内
閣
・
与

党
の
意
見
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
慣
習
が
明
文
に
優
位
し
て
い
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、「
ナ
ポ
レ
オ
ン
的
大
学
」

に
お
い
て
も
、
規
定
上
は
国
民
教
育
大
臣
に
強
大
な
人
事
権
等
が
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
、
大
学
人
が
実
質
的
な
決
定
権
を
有

す
る
と
い
う
慣
習
が
成
立
し
て
い
た
。

　
第
二
に
、
ア
グ
レ
ガ
シ
オ
ン
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
的
大
学
」
時
代
に
お
け
る
法
学
の
そ
れ
は
、
公
正
か
つ
公
平
で

あ
っ
た
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
グ
レ
ガ
シ
オ
ン
は
、
年
齢
等
に
か
か
わ
ら
ず
す
べ
て
の
才
能
に
開
か
れ
て
い
た
し
、
ペ
ー
パ
ー
試

験
も
講
義
試
験
も
公
開
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
五
名
の
審
査
員
の
う
ち
、
一
名
は
外
部
（
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
、
破
毀
院
、
学
士
院
）
の

者
で
あ
っ
た
。
審
査
員
長
及
び
審
査
員
は
大
臣
が
任
命
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
、
審
査
員
長
が
審
査
員
を
選
ん
で
お
り
、

そ
の
審
査
員
長
の
選
択
は
、
パ
リ
大
学
法
学
部
長
の
裁
定
の
下
に
、
慣
習
的
な
規
則
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
）
51
（

た
。

　
以
上
の
二
点
で
強
調
さ
れ
た
の
は
、
大
学
に
関
す
る
実
質
的
決
定
が
学
問
の
専
門
家
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
と
、
ア
グ

レ
ガ
シ
オ
ン
の
よ
う
な
中
央
集
権
的
な
教
員
人
事
制
度
は
、
専
門
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
う
え
に
、
中
央
集
権
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
か

え
っ
て
公
平
・
公
正
が
担
保
さ
れ
て
い
た
（
外
部
者
の
参
加
も
そ
れ
に
資
す
る
も
の
で
あ
っ
た
）
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　
ヴ
デ
ル
が
こ
れ
ら
の
事
実
を
強
調
し
て
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
的
大
学
」
を
擁
護
し
た
理
由
は
、
次
の
主
張
に
表
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ヴ

デ
ル
は
、「
古
き
大
学
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
大
学
人
の
政
治
化
・
組
合
化
は
、
新
た
な
大
学
を
脅
か
す
、
命
に
関
わ
る
危
険
で
あ

る
」
と
主
張
す
）
52
（
る
。
こ
こ
に
い
う
「
大
学
人
の
政
治
化
・
組
合
化
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
五
月
革
命
に
お
け
る
若
手
教
員
の
運
動
を

念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
。
五
月
革
命
に
お
い
て
、
若
手
教
員
ら
は
、
政
治
・
組
合
の
論
理
の
基
づ
き
、
学
術
的
専
門
性
で
は
な
く
、

数
の
力
に
よ
っ
て
、
大
学
を
動
か
そ
う
と
し
）
53
（
た
。
こ
の
よ
う
な
大
学
の
政
治
化
・
組
合
化
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
こ
と
こ
そ
が
、
一
九
八
五
年

論
文
が
あ
え
て
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
的
大
学
」
を
擁
護
し
た
理
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ヴ
デ
ル
は
、「
政
治
的
・
組
合
的
指
示
に
基
づ
く
大
学
人
の
選
考
」
や
「
教
員
人
事
に
関
す
る
提
案
に
お
い
て
非
学
術
的
要
素
が
考
慮



法学政治学論究　第103号（2014.12）

48

さ
れ
る
こ
と
」
を
問
題
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
教
員
の
独
立
は
、
政
治
的
・
行
政
的
権
力
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
性

質
・
起
源
・
外
見
が
ど
う
で
あ
れ
、『
地
上
の
』
す
べ
て
の
権
力
を
排
斥
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
54
（

い
」。

　
か
か
る
一
九
八
五
年
論
文
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
、
一
九
六
〇
年
論
文
と
憲
法
院
一
九
八
四
年
判
決
と
が
、
五
月
革
命
と
い
う
媒

介
を
通
し
て
接
続
し
て
い
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　
一
九
六
〇
年
論
文
執
筆
時
の
ヴ
デ
ル
は
、
五
月
革
命
を
経
験
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
大
学
の
自
由
を
侵
す
主
体
と
し
て
、
大
学
外
部

の
権
力
（
特
に
国
家
権
力
）
を
念
頭
に
置
い
た
。
し
か
し
、
五
月
革
命
に
お
い
て
大
学
の
自
由
を
侵
し
た
の
は
、
大
学
人
自
身
、
す
な
わ

ち
政
治
化
・
組
合
化
し
た
若
手
教
員
ら
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
憲
法
院
一
九
八
四
年
判
決
で
問
題
と
な
っ
た
サ
ヴ
ァ
リ
法
案
は
、
か
か

る
五
月
革
命
を
契
機
と
し
て
起
草
さ
れ
た
。
そ
の
法
案
を
前
に
し
た
ヴ
デ
ル
の
目
に
は
、
政
治
化
・
組
合
化
し
た
大
学
人
は
、
大
学
の
自

由
を
侵
す
危
険
性
を
内
包
し
て
い
る
点
に
お
い
て
は
、
国
家
権
力
と
変
わ
り
が
な
か
っ
た
。
政
治
的
・
行
政
的
権
力
だ
け
で
は
な
く
、

「
地
上
の
」
す
べ
て
の
権
力
を
排
斥
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
一
九
八
五
年
論
文
は
、
そ
の
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
）
55
（
る
。

　
だ
か
ら
こ
そ
、
憲
法
院
一
九
八
四
年
判
決
は
、
外
部
権
力
と
の
関
係
で
大
学
の
自
由
を
説
い
た
一
九
六
〇
年
論
文
の
論
証
を
援
用
し
て
、

内
部
権
力
と
の
関
係
に
お
け
る
教
授
の
独
立
を
論
じ
た
。
つ
ま
り
、
同
判
決
の
提
示
し
た
教
授
の
独
立
原
則
に
お
い
て
は
、
内
部
権
力
も
、

非
学
問
的
理
由
に
よ
っ
て
大
学
を
動
か
そ
う
と
す
る
限
り
、
外
部
権
力
と
同
様
に
排
斥
す
べ
き
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
）
56
（

る
。

　
以
上
の
と
お
り
、
ヴ
デ
ル
の
大
学
の
自
由
論
、
そ
し
て
そ
れ
を
基
礎
に
し
た
憲
法
院
一
九
八
四
年
判
決
の
教
授
の
独
立
原
則
は
、
教
授

会
自
治
論
と
は
異
な
る
理
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
教
員
人
事
等
が
専
門
家
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
が
、
教
授
会
自
治
論
の

よ
う
に
学
内
の
教
員
集
団
が
そ
の
決
定
権
を
独
占
す
る
こ
と
は
求
め
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
学
内
者
に
よ
る
教
員
人
事
権
の
独
占

は
、
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
や
閥
族
主
義
等
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
、
忌
避
さ
れ
る
。

　
も
っ
と
も
、
同
判
決
が
直
接
問
題
に
し
た
の
は
、
大
学
の
諸
評
議
会
の
構
成
で
あ
り
、
教
員
人
事
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し

て
、
教
員
人
事
に
お
け
る
教
授
（
教
員
研
究
者
）
の
独
立
が
正
面
か
ら
争
わ
れ
た
の
が
、
教
員
人
事
プ
ロ
セ
ス
を
「
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
化
」
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す
る
法
律
の
憲
法
適
合
性
が
問
題
と
な
っ
た
、
憲
法
院
二
〇
一
〇
年
判
決
（D

écision nº 2010 -20/21 Q
PC du 6 août 2

）
57
（

010

）
で
あ
る
。

四
　
教
員
人
事
に
お
け
る
「
教
員
研
究
者
の
独
立
」
原
則

㈠
　
憲
法
院
二
〇
一
〇
年
判
決

　
二
〇
〇
七
年
の
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
、
ニ
コ
ラ
・
サ
ル
コ
ジ
（N

icolas Sarközy

）
は
、
大
学
改
革
を
公
約
に
掲
げ
て
、

勝
利
し
た
。
そ
う
し
て
発
足
し
た
サ
ル
コ
ジ
政
権
が
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ィ
ヨ
ン
（François Fillon

）
内
閣
の
下
で
、「
目
玉
政
策
」
と

し
て
成
立
さ
せ
た
の
が
、
大
学
の
自
由
と
責
任
に
関
す
る
法
律
（Loi relative aux libertés et responsabilités des universités

）、
略
し
て

「
Ｌ
Ｒ
Ｕ
法
」
で
あ
）
58
（
る
。

　
Ｌ
Ｒ
Ｕ
法
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
が
、「
学
部
等
の
様
々
な
組
織
の
『
連
邦
制
』（confédération

）
の
如
き
態
を
な
し
て
お
り
、
そ
れ

ぞ
れ
が
各
自
の
『
主
権
』（souveraineté

）
に
基
づ
い
て
意
見
を
言
い
合
う
と
い
う
悪
し
き
『
独
立
性
』（indépendance

）
を
有
し
て
い

た
た
め
、
大
学
と
し
て
の
統
一
的
見
解
を
得
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
」
こ
と
、「
い
わ
ゆ
る
大
学
の
世
界
ラ
ン
キ
ン
グ
に
お
い

て
も
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
が
上
位
に
く
い
こ
む
と
い
う
こ
と
が
な
く
な
っ
て
い
る
」
こ
と
等
の
事
情
を
背
景
と
し
て
制
定
さ
れ
た
法
律
で
あ

り
、
予
算
及
び
人
事
に
関
す
る
大
学
の
権
限
を
拡
大
す
る
こ
と
で
大
学
の
自
律
性
を
高
め
る
と
と
も
に
、
学
長
等
の
上
層
部
の
権
限
を
強

化
す
る
こ
と
で
大
学
の
意
思
決
定
を
効
率
化
し
、
も
っ
て
各
大
学
が
自
律
的
に
独
自
の
改
革
を
遂
行
し
う
る
よ
う
に
す
る
こ
と
等
を
目
的

と
す
）
59
（
る
。
こ
の
立
法
目
的
は
、
我
が
国
に
お
け
る
近
年
の
大
学
改
革
の
そ
れ
に
酷
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
従
前
、
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
に
お
け
る
教
員
研
究
者
の
人
事
は
、
専
門
家
委
員
会
（com

m
ission de spécialistes

）
が
そ
の
実
質
的
決
定

を
担
っ
て
き
た
。
専
門
家
委
員
会
は
、
学
内
の
教
員
研
究
者
の
み
に
よ
っ
て
、
学
問
領
域
ご
と
に
組
織
さ
れ
る
委
員
会
で
あ
る
。
同
委
員
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の
約
三
分
の
二
は
選
挙
で
選
ば
れ
、
残
り
は
運
営
評
議
会
（conseil d

’adm
inistration

）
の
推
薦
に
基
づ
い
て
、
学
長
に
よ
っ
て
任
命
さ

れ
る
。
運
営
評
議
会
は
、
学
長
に
次
ぐ
意
思
決
定
機
関
で
あ
り
、
教
員
代
表
、
職
員
代
表
、
学
生
代
表
及
び
学
外
有
識
者
に
よ
っ
て
組
織

さ
れ
る
が
、
上
記
推
薦
の
場
面
に
お
け
る
参
加
者
は
、
教
員
研
究
者
に
限
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
教
員
人
事
の
あ
り
方
を
、
Ｌ
Ｒ
Ｕ
法
は
、
以
下
の
よ
う
に
変
更
し
た
。

　
第
一
に
、
専
門
家
委
員
会
を
廃
止
し
、
教
員
人
事
の
公
募
ご
と
に
、
運
営
評
議
会
の
議
決
に
よ
っ
て
、
選
考
委
員
会
（com

ité de 

sélection

）
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。
選
考
委
員
会
は
、
公
募
ポ
ス
ト
と
同
等
以
上
の
職
位
に
あ
る
、
教
員
研
究
者
及
び
こ
れ
と
同
等

の
者
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
。
同
委
員
の
過
半
数
は
、
学
術
関
係
の
諮
問
機
関
で
あ
る
学
術
評
議
会
（conseil scientifique

）
の
意
見
を

聴
取
し
た
う
え
で
、
公
募
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
学
問
領
域
の
専
門
家
の
中
か
ら
、
選
出
さ
れ
る
。

　
選
考
委
員
会
と
専
門
家
委
員
会
の
差
異
は
、
主
に
次
の
点
に
あ
る
。

　
ま
ず
、
選
考
委
員
は
、
専
門
家
委
員
の
よ
う
に
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
学
長
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
、
運
営
評
議
会

（
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
参
加
者
は
教
員
研
究
者
及
び
こ
れ
と
同
等
の
者
に
限
ら
れ
る
）
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
委
員
の
人
選
を
学
長

及
び
運
営
評
議
会
に
委
ね
た
の
は
、
効
率
的
な
意
思
決
定
と
い
う
立
法
趣
旨
に
沿
っ
た
も
の
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
選
考
委
員
会
は
、
専
門
家
委
員
会
の
よ
う
に
学
内
者
の
み
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
半
数
以
上
は
学
外
委
員

と
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
出
席
委
員
の
半
数
以
上
が
学
外
委
員
で
な
け
れ
ば
開
会
し
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
委
員
の
多

数
を
学
外
者
と
し
た
の
は
、「
従
前
の
専
門
家
委
員
会
が
学
内
者
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
て
、
学
内
か
ら
の
候
補
者
が
不
当
に
優

遇
さ
れ
、
流
動
性
の
阻
害
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
た
批
判
に
応
え
た
も
）
60
（

の
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
教
員
人
事
に

お
い
て
学
内
候
補
者
も
学
外
候
補
者
も
平
等
に
扱
わ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
研
究
調
査
に
よ
れ
ば
、「
学
内
候
補

は
学
外
候
補
と
比
較
し
て
平
均
で
一
八
倍
高
い
確
率
で
採
用
さ
れ
て
お
り
」、「
学
内
候
補
者
の
選
考
に
際
し
て
は
学
術
的
要
素
以
外
の
要

素
が
多
分
に
考
慮
さ
れ
」
て
い
る
と
い
う
実
情
（
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
）
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
長
期
的
に
は
機
関
の
教
育
研
究
水
準
の
低
下
に



「教授会自治」と「教授の独立」

51

つ
な
が
」
り
う
る
と
批
判
さ
れ
て
き
）
61
（
た
。
Ｌ
Ｒ
Ｕ
法
は
、
こ
れ
を
改
善
す
る
た
め
に
、
選
考
委
員
の
多
数
を
学
外
者
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
教
員
人
事
の
最
終
的
決
定
権
は
、
少
な
く
と
も
条
文
の
文
言
上
は
、
運
営
評
議
会
に
与
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
教
員
人
事

に
お
い
て
は
、
選
考
委
員
会
が
応
募
者
の
審
査
を
行
う
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
応
募
者
の
採
用
・
不
採
用
が
最
終
的
に
決
定
す
る
の
で
は
な

く
、
運
営
評
議
会
（
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
参
加
者
は
教
員
研
究
者
及
び
こ
れ
と
同
等
の
者
に
限
ら
れ
る
）
が
、
応
募
者
に
関
す
る
選
考
委
員
会
の

意
見
を
検
討
し
た
う
え
で
、
担
当
大
臣
に
対
し
て
、
任
命
を
提
案
す
）
62
（

る
応
募
者
の
氏
名
ま
た
は
優
先
順
位
を
つ
け
た
名
簿
を
提
出
す
る
、

と
定
め
ら
れ
た
。

　
第
三
に
、
学
長
に
は
、
実
質
的
な
人
事
拒
否
権
（
以
下
、
鉤
括
弧
つ
き
で
「
拒
否
権
」
と
表
記
す
る
）
が
与
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
運
営

評
議
会
に
よ
る
担
当
大
臣
へ
の
人
事
提
案
は
、
学
長
が
理
由
を
付
し
た
反
対
意
見
を
表
明
し
た
場
合
に
は
な
し
え
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。

　
以
上
の
と
お
り
、
Ｌ
Ｒ
Ｕ
法
は
、
教
員
人
事
に
つ
い
て
、
学
長
及
び
運
営
評
議
会
と
い
う
上
層
部
に
強
大
な
権
限
を
与
え
た
。
同
法
も

ま
た
、
我
が
国
に
お
け
る
近
年
の
大
学
改
革
と
同
様
に
、
大
学
構
造
の
「
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
化
」
を
進
め
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
Ｌ
Ｒ
Ｕ
法
に
対
し
て
は
、
大
学
人
を
中
心
に
、
激
し
い
抗
議
運
動
が
巻
き
起
こ
り
、
そ
の
運
動
は
訴
訟
に
ま
で
発
展
し
た
。

Ｌ
Ｒ
Ｕ
法
の
実
施
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
大
統
領
デ
ク
レ
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
当
該
訴
訟
に
お
い
て
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
Ｌ
Ｒ
Ｕ
法
の
う
ち
、
選
考
委
員
会
の
構
成
に
関
す
る
規
定
、
学
長
の
「
拒
否
権
」
に
関
す
る
規
定
等
に
つ
い
て
、

憲
法
院
へ
の
移
送
を
認
め
た
。
こ
う
し
て
出
さ
れ
た
の
が
、
憲
法
院
二
〇
一
〇
年
判
決
で
あ
る
。

　
同
判
決
は
、「
教
員
研
究
者
の
独
立
の
保
障
が
、
共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
基
本
原
理
か
ら
導
か
れ
る
」
と
述
べ
、
憲

法
規
範
と
し
て
「
教
員
研
究
者
の
独
立
」
原
則
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
、
当
該
規
範
に
基
づ
き
、
同
法
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
、
以
下

の
よ
う
に
判
断
し
た
。

　
第
一
に
、
選
考
委
員
会
の
構
成
に
関
し
て
は
、
付
託
者
が
、
①
選
考
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
を
任
命
す
る
運
営
評
議
会
が
参
加
者
を
教
授

に
限
定
し
て
開
催
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
②
学
長
に
運
営
評
議
会
に
対
し
て
選
考
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
を



法学政治学論究　第103号（2014.12）

52

提
案
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
③
学
術
評
議
会
に
運
営
評
議
会
に
よ
る
決
定
の
前
に
学
長
の
提
案
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る

権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
を
問
題
に
し
て
い
る
と
整
理
し
た
う
え
で
、
各
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
、
教
員
研
究
者
の
独
立

原
則
に
違
反
し
な
い
と
判
断
し
た
。

　
す
な
わ
ち
、
①
「
選
考
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
を
任
命
す
る
場
面
に
お
い
て
は
、
運
営
評
議
会
の
参
加
者
は
、
教
員
研
究
者
及
び
そ
れ
と

同
等
の
者
か
ら
選
ば
れ
た
代
表
者
に
限
定
さ
れ
て
い
る
」。
ま
た
、
②
「
選
考
委
員
会
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
学
長
は
提
案
す
る
権
限
し

か
有
し
て
い
な
い
」
し
、「
そ
の
提
案
権
限
は
、
法
律
に
よ
っ
て
厳
格
に
枠
づ
け
ら
れ
て
い
る
」。
さ
ら
に
、
③
「
学
術
評
議
会
は
、
教
員

研
究
者
の
み
で
組
織
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
学
長
の
提
案
に
対
し
て
単
な
る
意
見
を
述
べ
る
に
過
ぎ
な
い
」。
そ
し
て
、「
応
募
者
の

学
術
的
能
力
を
評
価
す
る
選
考
委
員
会
は
、
公
募
ポ
ス
ト
と
同
等
以
上
の
職
位
に
あ
る
教
員
研
究
者
及
び
こ
れ
と
同
等
の
者
に
よ
っ
て
組

織
さ
れ
、
そ
の
半
数
以
上
は
学
外
者
で
あ
る
」
し
、「
当
該
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
多
数
は
、
そ
の
能
力
に
基
づ
い
て
、
当
該
学
問
領
域

の
専
門
家
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
」。

　
要
す
る
に
、
選
考
委
員
の
多
数
が
公
募
ポ
ス
ト
の
学
問
領
域
の
専
門
家
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
委
員
を
選
ぶ
運
営
評
議
会
も
参
加
者
が
教

員
研
究
者
及
び
そ
れ
と
同
等
の
者
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
選
考
委
員
会
に
は
学
術
的
専
門
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
と
い
え
、
そ
れ

ゆ
え
に
教
員
研
究
者
の
独
立
原
則
に
は
違
反
し
な
い
、
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
当
該
判
決
が
、
同
原
則
の
意
義
に
つ
い
て
、「
教
授
と

専
任
講
師
が
同
僚
選
考
に
関
与
す
る
こ
と
を
命
じ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
選
考
過
程
に
関
わ
る
す
べ
て
の
者
が
公
募
ポ
ス
ト
と
同
等

以
上
の
職
位
に
あ
る
教
員
研
究
者
で
あ
る
こ
と
ま
で
を
命
じ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
解
し
た
こ
と
も
、
こ
の
判
断
を
支
え
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　
第
二
に
、
教
員
人
事
の
決
定
権
に
関
し
て
は
、「
立
法
者
は
、
選
考
の
責
任
を
選
考
委
員
会
に
委
ね
、
運
営
評
議
会
が
選
考
委
員
会
に

よ
っ
て
選
ば
れ
な
か
っ
た
応
募
者
を
高
等
教
育
担
当
大
臣
に
提
案
す
る
こ
と
を
禁
じ
よ
う
と
し
た
」
と
述
べ
、
そ
れ
が
運
営
評
議
会
で
は

な
く
選
考
委
員
会
に
帰
属
す
る
と
の
解
釈
を
示
し
、
教
員
研
究
者
の
独
立
原
則
に
違
反
し
な
い
と
判
断
し
た
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
教
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員
研
究
者
の
独
立
原
則
に
配
慮
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
学
長
の
「
拒
否
権
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
合
憲
限
定
解
釈
（
解
釈
留
保
）
を
施
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
教
員
研
究
者

の
独
立
原
則
は
、
学
長
が
そ
の
評
価
を
大
学
運
営
以
外
の
理
由
、
と
り
わ
け
選
考
手
続
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
応
募
者
の
学
術
的
能
力
に

関
す
る
理
由
に
基
づ
い
て
下
す
こ
と
を
、
禁
ず
る
」。「
か
か
る
留
保
の
下
で
あ
れ
ば
、
学
長
の
『
拒
否
権
』
は
、
教
員
研
究
者
の
採
用
・

異
動
・
離
職
に
対
し
て
行
使
さ
れ
る
と
し
て
も
、
教
員
研
究
者
の
独
立
原
則
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
」。

　
以
上
の
と
お
り
、
憲
法
院
二
〇
一
〇
年
判
決
は
、
教
員
研
究
者
の
独
立
原
則
と
し
て
、
教
員
人
事
が
専
門
家
た
る
教
員
研
究
者
に
よ
っ

て
担
わ
れ
る
こ
と
を
求
め
た
。

　
同
判
決
が
提
示
し
た
教
員
研
究
者
の
独
立
原
則
と
、
教
授
会
自
治
論
と
の
差
異
は
、
同
判
決
の
判
決
文
よ
り
も
、
そ
こ
で
言
及
さ
れ
な

か
っ
た
事
項
の
中
に
、
表
れ
て
い
る
。
そ
の
事
項
と
は
、
教
員
人
事
を
担
う
選
考
委
員
の
半
数
以
上
が
学
外
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
る
規
定
で
あ
る
。

　
か
か
る
規
定
は
、
教
授
会
に
よ
る
教
員
人
事
権
の
独
占
を
求
め
る
教
授
会
自
治
論
に
よ
れ
ば
、
違
憲
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
同
判
決
は
、
こ
の
点
を
問
題
と
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
選
考
委
員
会
の
構
成
に
関
す
る
規
定
を
合
憲
と
判
断
す
る
際

に
は
、
学
外
者
が
当
該
委
員
の
半
数
以
上
を
占
め
る
と
い
う
事
実
を
、
積
極
的
要
素
と
し
て
摘
示
し
て
さ
え
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
同
判

決
の
提
示
し
た
教
員
研
究
者
の
独
立
原
則
が
、
学
内
教
員
集
団
に
よ
る
教
員
人
事
権
の
独
占
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を

意
味
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

㈡
　
学
説
の
反
応

　
で
は
、
学
説
は
、
憲
法
院
二
〇
一
〇
年
判
決
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
の
か
。

　
同
判
決
の
う
ち
、
教
員
人
事
の
決
定
権
が
運
営
評
議
会
で
は
な
く
選
考
委
員
会
に
帰
属
す
る
と
解
釈
し
た
点
と
、
学
長
の
「
拒
否
権
」
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規
定
に
合
憲
限
定
解
釈
を
施
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
学
説
も
一
定
の
評
価
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、
全
体
的
に
は
、
批
判
的
論
調
が
優

勢
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
上
記
の
よ
う
な
（
半
ば
強
引
な
）
解
釈
を
し
な
け
れ
ば
違
憲
と
な
る
規
定
で
あ
る
な
ら
、
解
釈
に
よ
っ
て
救
う
の
で
は
な
く
、

端
的
に
違
憲
無
効
と
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
強
い
。
た
と
え
ば
、
フ
ァ
ブ
リ
ス
・
メ
ル
レ
（Fabrice M

elleray

）
は
、

当
該
解
釈
は
、
Ｌ
Ｒ
Ｕ
法
の
条
文
に
も
起
草
者
意
思
に
も
反
し
て
お
り
、
も
は
や
そ
の
「
書
き
直
し
」（réécriture

）
と
い
う
べ
き
も
の

だ
と
批
判
し
、
大
学
人
の
不
安
を
解
消
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
規
定
は
違
憲
無
効
と
す
べ
き
だ
っ
た
と
主
張
す
）
63
（
る
。
当
該
規
定
を
残
存

さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
弊
害
と
し
て
は
、
同
判
決
の
解
釈
を
前
提
と
し
て
も
、
運
営
評
議
会
が
選
考
委
員
会
の
提
出
し
た
推
薦
リ
ス
ト
の
順

位
を
入
れ
替
え
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
て
し
ま
う
余
地
が
あ
る
）
64
（
し
、
巧
妙
な
学
長
な
ら
ば
い
か
な
る
「
拒
否
権
」
行
使
も
大
学
運
営
上
の
理

由
に
よ
っ
て
正
当
化
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
）
65
（

る
等
の
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
同
判
決
が
「
教
授
の
独
立
原
則
」
で
は
な
く
「
教
員
研
究
者
の
独
立
原
則
」
を
問
題
と
し
た
こ
と
は
、
学
説
か
ら
強
く
批
判

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
憲
法
院
一
九
八
四
年
判
決
が
提
示
し
た
の
は
、
教
授
の
専
任
講
師
か
ら
の
独
立
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で

の
教
授
の
独
立
は
、
専
任
講
師
を
含
め
た
教
員
研
究
者
の
独
立
（
こ
れ
は
広
く
非
専
門
家
か
ら
の
独
立
と
い
え
よ
う
）
と
は
別
個
の
規
範
で

あ
っ
た
。
根
拠
規
定
に
つ
い
て
も
、
教
授
の
独
立
原
則
は
共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
基
本
原
理
を
根
拠
と
す
る
の
に
対
し
、

教
員
研
究
者
の
独
立
原
則
は
人
権
宣
言
一
一
条
を
根
拠
と
す
る
も
の
と
さ
れ
、
両
者
は
区
別
さ
れ
て
い
た
（D

écision nº 93 -322 D
C 

du 28 juillet 1

）
66
（

993

）。
そ
し
て
、
Ｌ
Ｒ
Ｕ
法
に
つ
い
て
付
託
者
が
主
張
し
た
の
は
、
教
授
人
事
へ
の
専
任
講
師
の
関
与
が
教
授
の
独
立
に

反
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
院
二
〇
一
〇
年
判
決
は
、
そ
れ
を
教
員
研
究
者
の
独
立
の
問
題
と
し
て
処
理

し
た
。
ベ
ル
ト
ラ
ン
・
マ
チ
ュ
ー
（Bertrand M

athieu

）
は
、
こ
れ
を
、
教
授
の
独
立
原
則
の
「
消
滅
」
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
）
67
（
る
。

　
第
三
に
、
教
員
研
究
者
の
独
立
原
則
の
規
範
内
容
に
つ
い
て
も
、
批
判
が
強
い
。
す
な
わ
ち
、
上
記
の
と
お
り
同
判
決
は
「
教
員
研
究

者
の
独
立
原
則
は
、
教
授
と
専
任
講
師
が
同
僚
選
考
に
関
与
す
る
こ
と
を
命
じ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
選
考
過
程
に
関
わ
る
す
べ
て
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の
者
が
公
募
ポ
ス
ト
と
同
等
以
上
の
職
位
に
あ
る
教
員
研
究
者
で
あ
る
こ
と
ま
で
を
命
じ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
解
し
た
が
、
そ
れ
は
、

独
立
原
則
の
内
容
を
希
薄
に
し
た
と
批
判
さ
れ
て
い
）
68
（

る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
学
説
は
憲
法
院
二
〇
一
〇
年
判
決
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
）
69
（
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
学
説
が
同
判
決
と
異

な
っ
て
教
授
会
自
治
論
を
支
持
し
て
い
る
わ
け
で
は
、
も
ち
ろ
ん
な
い
。
学
説
に
よ
る
批
判
に
通
底
す
る
の
は
、
教
員
人
事
権
者
の
学
術

的
専
門
性
に
対
す
る
高
度
の
要
求
で
あ
り
、
い
わ
ば
独
立
原
則
の
徹
底
で
あ
る
。
教
授
会
自
治
論
に
よ
れ
ば
違
憲
と
な
る
は
ず
の
、
選
考

委
員
の
半
数
以
上
を
学
外
者
と
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
学
説
も
特
段
問
題
視
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
今
日
の
学
説
も
、
ヴ
デ

ル
と
同
様
に
、
学
内
者
に
よ
る
教
員
人
事
権
の
独
占
を
危
険
視
し
て
さ
え
い
る
。

　
た
と
え
ば
、「
大
学
を
守
る
会
」（Collectif pour la défense de l

’Université

）
の
代
表
と
し
て
Ｌ
Ｒ
Ｕ
法
に
猛
烈
に
反
対
し
、
当
該
判

決
の
付
託
者
の
一
人
と
も
な
っ
た
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
ボ
ー
（O

livier Beaud

）
は
、「
教
員
の
キ
ャ
リ
ア
展
開
の
重
要
な
部
分
を
大
学
の
排
他

的
判
断
に
委
ね
る
こ
と
は
、
必
ず
、
フ
ラ
ン
ス
大
学
制
度
に
お
け
る
『
え
こ
ひ
い
き
（favoritism

e

）』
を
再
発
さ
せ
る
」
と
主
張
し
、
教

員
人
事
の
中
央
集
権
化
原
理
を
「
学
問
の
自
由
が
存
在
す
る
た
め
の
条
件
」
と
ま
で
評
し
て
い
）
70
（

る
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
に
お
け
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
（paradigm

e

）
は
、
次
第
に
、
個
人
の
独
立
か
ら
集
団
の
独
立
へ
と
移

行
し
つ
つ
あ
り
、
大
学
人
に
は
、
個
人
的
自
由
と
引
き
換
え
に
、
大
学
運
営
に
参
加
す
る
集
団
的
自
由
が
与
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
現
状
認
識
の
下
で
、
ボ
ー
は
、「
個
人
的
自
由
と
集
団
的
自
由
と
の
交
換
、
あ
る
い
は
、
個
人
の
独
立
と
コ
オ
ル
の
独
立
と

の
交
換
を
受
諾
す
る
こ
と
は
、
確
実
に
、
詐
欺
的
取
引
の
犠
牲
と
な
る
だ
ろ
う
」
と
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
個
人
的
自
由
の
抑

圧
・
消
滅
は
、
い
わ
ゆ
る
集
団
的
自
由
の
名
の
下
で
行
わ
れ
る
」
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、「
コ
オ
ル
の
自
由
な
ど
と
い
う
も
の
は
、

も
は
や
現
実
に
存
在
し
て
は
い
な
い
」（
実
際
に
大
学
を
動
か
す
の
は
、
学
長
や
運
営
評
議
会
メ
ン
バ
ー
等
の
少
数
者
に
限
ら
れ
る
）
か
ら
で
あ
）
71
（
る
。

　
か
か
る
主
張
は
、
大
学
に
お
け
る
自
由
や
独
立
が
、
個
人
を
離
れ
て
集
団
そ
の
も
の
を
保
護
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
そ
こ
に
は
集
団
に

よ
る
個
人
の
抑
圧
が
出
現
す
る
、
と
い
う
理
を
説
く
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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五
　
教
授
会
自
治
論
・
再
考

　
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
を
基
に
、
教
授
会
自
治
論
の
論
）
72
（
理
を
再
検
討
し
よ
う
。

　
教
授
会
自
治
論
は
、
ま
ず
、
学
問
の
自
由
と
教
員
人
事
と
の
密
接
な
関
連
性
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
大
学
を
財
政
的
に
維
持
す
る
設
置
者
…
…
は
、
ど
う
し
て
も
、
大
学
の
機
能
の
危
険
な
側
面
を
押
え
、
そ
れ
を
自
己
に
役
に
立
つ
限
り

に
お
い
て
の
み
認
め
よ
う
と
し
が
ち
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
、
最
も
有
効
な
梃
子
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
が
教
員
人
事
権
で

あ
）
73
（
る
」。

　
こ
の
説
明
は
合
理
的
で
あ
る
。
大
学
の
設
置
者
等
が
、
教
員
人
事
権
を
梃
子
と
し
て
、
自
己
の
役
に
立
つ
研
究
・
教
育
を
行
う
者
ば
か

り
を
大
学
に
在
籍
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
大
学
人
は
、
設
置
者
等
の
意
に
沿
っ
た
研
究
・
教
育
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
自
由
に
学
問
を
攻
究

す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
。
そ
し
て
、
憲
法
二
三
条
が
「
大
学
が
学
術
の
中
心
と
し
て
深
く
真
理
を
探
究
す
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
こ
と

に
か
ん
が
み
て
、
特
に
大
学
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
自
由
〔
学
問
的
研
究
の
自
由
と
そ
の
研
究
結
果
の
発
表
の
自
由
〕
を
保
障
す
る
こ
と
を
趣
旨

と
し
た
も
の
で
あ
る
」（
ポ
ポ
ロ
事
件
判
決
）
と
す
る
な
ら
ば
、
同
条
が
そ
の
よ
う
な
事
態
を
許
容
し
て
い
る
と
は
解
し
難
い
。

　
も
っ
と
も
、
以
上
の
論
理
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
学
問
の
自
由
と
教
員
人
事
と
の
関
連
性
、
換
言
す
れ
ば
、
大
学
の
設
置

者
等
に
よ
る
教
員
人
事
権
の
掌
握
が
学
問
の
自
由
を
危
機
に
陥
れ
る
と
い
う
関
係
性
に
と
ど
ま
る
。
そ
こ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
教

授
会
が
教
員
人
事
権
を
独
占
す
べ
き
だ
と
い
う
規
範
を
導
く
の
か
。
代
表
的
な
説
明
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
大
学
人
の
「
専
門
職
能
人
と
し
て
の
業
務
の
遂
行
は
、
長
期
の
か
つ
深
い
修
練
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
専
門
的
知
識
・
知
的
創
造
力
に
も

と
づ
く
独
立
的
判
断
を
必
要
と
す
る
」。
こ
の
よ
う
に
「
教
員
研
究
者
の
実
施
す
る
業
務
が
素
人
の
判
断
に
よ
っ
て
統
制
し
え
な
い
高
度

に
専
門
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
特
定
の
教
員
研
究
者
を
、
そ
の
よ
う
な
業
務
を
担
当
し
う
る
適
格
性
を
も
っ
た
も
の
と
し
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て
、
教
育
研
究
機
関
に
採
用
す
る
に
当
た
っ
て
、
誰
が
そ
の
適
格
性
の
判
断
を
下
す
か
が
問
題
に
な
る
が
、
こ
の
立
場
に
お
い
て
は
、
そ

れ
は
、
当
然
、
専
門
職
能
自
身
す
な
わ
ち
同
僚
の
教
員
研
究
者
で
あ
る
と
さ
れ
る
」。「
こ
こ
に
、
法
律
上
、
理
事
機
関
の
も
つ
権
限
が

真
っ
向
か
ら
否
定
さ
れ
る
の
を
み
）
74
（
る
」。
つ
ま
り
、「
法
形
式
的
に
は
任
命
権
者
（
私
立
大
学
の
場
合
に
は
理
事
会
等
の
外
的
管
理
機
関
）
が
も

つ
と
こ
ろ
の
教
員
人
事
権
を
形
式
化
し
、
実
質
的
に
は
、
学
問
的
専
門
能
力
と
知
的
誠
実
性
を
正
し
く
評
価
で
き
る
同
僚
た
る
教
員
研
究

者
自
身
（
教
授
会
）
が
教
員
人
事
権
を
確
保
す
る
こ
）
75
（

と
」
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
こ
の
論
理
は
、
次
の
よ
う
に
分
析
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
教
員
研
究
者
の
業
務
は
高
度
に
専
門
的
で
あ
る
、
そ
の
た
め
、
教
員
人
事
に

お
け
る
適
格
性
判
断
は
当
該
専
門
職
自
身
に
よ
っ
て
担
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
実
質
的
な
教
員
人
事
権
は
教
授
会
が

独
占
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
う
ち
、
教
育
研
究
者
が
高
度
の
専
門
職
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
否
定
し
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
か
か
る
事
実
か
ら
、

当
該
専
門
職
自
身
に
よ
る
適
格
性
判
断
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
も
、
異
論
の
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
。
教
員
研
究
者
の
専
門
的
能
力
を
測
り

う
る
者
は
、
た
し
か
に
当
該
専
門
職
を
措
い
て
ほ
か
に
な
い
。

　
し
か
し
、
な
ぜ
、
そ
こ
か
ら
教
授
会
に
よ
る
教
員
人
事
権
の
独
占
を
導
出
し
う
る
の
か
。
上
記
説
明
は
、「
専
門
職
能
自
身
」
と
「
同

僚
の
教
員
研
究
者
」（「
教
授
会
」）
と
を
、「
す
な
わ
ち
」
と
い
う
一
語
の
み
で
結
び
つ
け
る
。
だ
が
、
な
ぜ
、
教
員
研
究
者
の
適
格
性
を

判
断
し
う
る
「
専
門
職
能
」
が
、「
同
僚
の
教
員
研
究
者
」
た
る
「
教
授
会
」
に
限
ら
れ
る
の
）
76
（
か
。
な
ぜ
、
教
授
会
以
外
の
専
門
家
（
他

大
学
に
所
属
す
る
教
員
等
）
が
除
外
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
大
学
の
歴
史
と
理
論
に
鑑
み
れ
ば
、
教
授
会
が
教
員
人
事
の
最
良
の
判
断
者
で
あ
る
と
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
断
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
に
は
、
自
治
を
認
め
ら
れ
た
教
員
集
団
が
大
学
を
腐
敗
・
衰
退
さ
せ
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
歴
史
を
背
景
と
し
て
生
成
さ
れ
た
教
授
（
教
員
研
究
者
）
の
独
立
原
則
は
、
教
員
人
事
を
担
う
べ
き
専
門
家
を
学
内
の
教
員
集
団
に

限
定
し
な
い
。
そ
れ
は
、
専
門
家
に
よ
る
教
員
人
事
で
あ
る
と
評
価
し
う
る
限
り
、
ア
グ
レ
ガ
シ
オ
ン
等
の
中
央
集
権
的
な
教
員
人
事
制



法学政治学論究　第103号（2014.12）

58

度
や
、
教
員
人
事
権
者
の
半
数
以
上
を
学
外
者
と
す
る
制
度
を
も
、
肯
定
す
る
。
学
内
教
員
集
団
に
よ
る
教
員
人
事
権
の
独
占
は
、
む
し

ろ
、
コ
ネ
や
情
実
等
に
よ
る
不
公
正
な
人
事
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
に
、
忌
避
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
と
比
較
し
た
と
き
、
教
授
会
自
治
論
に
お
け
る
論
証
の
欠
落
は
、
否
定
し
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
を

見
抜
き
、
補
強
を
試
み
る
研
究
も
既
に
存
在
し
て
は
い
る
）
77
（
が
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
、
教
授
会
と
同
等
以
上
の
専
門
性
を
有
す
る
学
外
者

が
教
員
人
事
を
担
う
こ
と
が
、
い
か
な
る
意
味
で
学
問
の
自
由
を
脅
か
す
の
か
が
、
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。

　
そ
し
て
、
か
か
る
論
拠
の
「
不
足
」
は
、
そ
の
規
範
内
容
に
「
過
剰
」
を
も
た
ら
す
。

　
第
一
に
、
教
授
会
自
治
論
の
主
眼
は
、
理
事
会
等
に
よ
る
教
員
人
事
決
定
、
す
な
わ
ち
教
員
人
事
の
「
素
人
支
配
」
を
防
ぐ
点
に
あ
る

と
こ
ろ
、
そ
の
目
的
を
達
す
る
に
は
、
学
問
の
非
専
門
家
に
よ
る
教
員
人
事
権
の
掌
握
を
禁
ず
れ
ば
足
り
る
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
同
理
論
は
、
更
に
進
ん
で
、
教
員
人
事
権
者
を
教
授
会
に
限
定
す
る
。
そ
う
し
て
、
教
員
人
事
権
の
帰
属
に
つ
い
て
、「『
理
事
会

自
治
』
か
『
教
授
会
自
治
』
か
」
と
い
う
二
者
択
一
的
な
対
立
図
式
を
提
示
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
議
論
枠
組
み
は
、
重
大
な
危

険
を
内
包
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
教
授
会
に
よ
る
教
員
人
事
権
の
独
占
を
論
証
し
え
な
か
っ
た
場
合
、
反
射
的
に
、
理
事
会
等
に
よ
る
教

員
人
事
決
定
を
正
当
化
し
か
ね
な
）
78
（
い
。

　
第
二
に
、
教
授
会
自
治
論
は
、
教
授
会
こ
そ
が
教
員
人
事
の
最
良
の
判
断
者
だ
と
い
う
前
提
の
下
に
、
教
員
研
究
者
の
適
格
性
を
判
断

し
う
る
者
を
、
教
授
会
に
限
定
す
る
。
そ
の
理
論
を
貫
徹
さ
せ
る
な
ら
ば
、
教
授
会
以
外
の
者
に
よ
る
教
員
人
事
決
定
は
、
た
と
え
そ
の

者
が
当
該
学
問
領
域
の
専
門
家
集
団
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
違
憲
無
効
と
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
公
正
・
公
平
の
観
点
か
ら
教

員
人
事
に
外
部
の
専
門
家
や
中
央
の
専
門
的
機
関
を
関
与
さ
せ
て
い
る
し
、
日
本
に
お
い
て
も
、
近
年
で
は
教
員
人
事
の
際
に
外
部
評
価

委
員
会
を
設
置
す
る
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
制
度
は
す
べ
て
違
憲
無
効
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
反
面
、
教
授

会
に
よ
る
教
員
人
事
決
定
は
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
職
位
や
専
攻
領
域
等
に
関
係
な
く
、
ま
た
、
た
と
え
そ
の
決
定
が
外
部
の
専
門
家
集
団

の
評
価
と
食
い
違
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
す
べ
て
有
効
と
な
）
79
（
る
。
こ
の
よ
う
な
帰
結
は
、
し
か
し
、
学
問
の
「
素
人
支
配
」
を
防
ぐ
と
い
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う
同
理
論
の
目
的
と
、
矛
盾
し
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。

六
　
結

　
序
で
述
べ
た
と
お
り
、
教
授
会
自
治
論
は
、
法
律
上
の
根
拠
も
判
例
上
の
根
拠
も
有
し
な
い
。
ゆ
え
に
、
同
理
論
が
法
規
範
と
し
て
成

立
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
憲
法
二
三
条
か
ら
論
理
的
に
導
出
し
う
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
述
の
と
お
り
、
そ
の
教
授
会

に
よ
る
教
員
人
事
権
の
独
占
と
い
う
規
範
は
、
十
分
な
論
拠
を
具
備
し
て
は
い
な
い
。

　
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
今
後
は
、
同
理
論
に
代
わ
る
新
た
な
憲
法
理
論
の
探
究
が
、
喫
緊
の
課
題
と
な
ろ
）
80
（
う
。
そ
し
て
、
本
稿
が
考
察
し

て
き
た
教
授
（
教
員
研
究
者
）
の
独
立
原
則
は
、
そ
の
一
つ
の
候
補
と
し
て
数
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
同
原
則
に
も
克
服
す
べ
き
問
題
は
あ
る
。
た
と
え
ば
、
憲
法
院
一
九
八
四
年
判
決
が
大
学
の
諸
評
議
会
へ
の
代
表
選
出
に

つ
い
て
「
教
授
の
」
独
立
原
則
を
適
用
し
た
の
に
対
し
、
憲
法
院
二
〇
一
〇
年
判
決
は
教
員
人
事
に
つ
い
て
「
教
員
研
究
者
の
」
独
立
原

則
を
適
用
し
た
よ
う
に
、
そ
の
規
範
内
容
に
は
未
だ
不
明
確
な
点
が
少
な
く
な
い
。
し
か
も
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
同
原
則
を
事
案

ご
と
に
柔
軟
に
解
釈
・
適
用
す
る
と
い
う
対
処
を
、
安
易
に
選
択
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
裁
判
所
と
い
う
国
家
機
関
に
学
問

に
対
す
る
審
判
を
許
す
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
憲
法
二
三
条
と
鋭
い
緊
張
関
係
に
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
仮
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て

そ
の
規
範
内
容
が
確
立
し
て
い
る
と
し
て
も
、
大
学
の
歴
史
も
制
度
も
異
な
る
我
が
国
に
お
い
て
、
そ
れ
と
同
一
の
規
範
を
採
用
す
べ
き

で
あ
る
か
は
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
問
題
と
し
て
残
る
は
ず
で
あ
る
。

　
だ
が
、
以
上
の
点
を
考
慮
し
て
も
、
同
原
則
が
考
察
に
値
す
る
理
論
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、
教
授
会
自
治

論
の
論
理
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
た
め
、
同
原
則
自
体
の
意
義
に
つ
い
て
は
表
面
的
な
検
討
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
が
、
今
後
は
そ
の
詳
細
な
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。
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（
1
）  

宮
沢
俊
義
『
憲
法
Ⅱ
〔
新
版
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
七
四
年
）
三
九
六
頁
。

（
2
）  

高
柳
信
一
＝
大
浜
啓
吉
「
学
問
の
自
由
」
有
倉
遼
吉
＝
小
林
孝
輔
編
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル 

憲
法
〔
第
三
版
〕』（
日
本
評
論
社
、
一
九

八
六
年
）
一
〇
一
頁
。
た
だ
し
、「
教
授
会
」
で
は
な
く
「
大
学
」
を
自
治
の
主
体
と
す
る
見
解
も
、
少
数
な
が
ら
存
在
し
て
い
る
（
た
と
え
ば
、

松
井
茂
記
『
日
本
国
憲
法
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
四
九
九
頁
）。

（
3
）  
樋
口
陽
一
「
学
問
と
大
学
」
社
会
科
学
の
方
法
一
巻
二
号
（
一
九
六
八
年
）
一
一
頁
。

（
4
）  
樋
口
陽
一
が
か
つ
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
わ
が
国
で
は
、
大
学
自
治
の
議
論
の
と
き
に
は
ド
イ
ツ
の
歴
史
が
も
っ
ぱ
ら
リ
フ
ァ
ー
さ
れ
そ
れ

と
の
対
比
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
に
言
及
さ
れ
る
」
が
、「
大
学
自
治
を
歴
史
的
に
つ
か
ま
え
る
に
際
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
が
い
ち
ば
ん
示

唆
を
あ
た
え
て
く
れ
る
」（
樋
口
・
前
掲
注
（
3
）
一
〇
―
一
一
頁
）。

（
5
）  

両
議
院
の
附
帯
決
議
に
お
い
て
は
、「
政
府
及
び
関
係
者
」
が
「
本
法
の
施
行
に
当
た
り
…
…
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
」
事
項
と
し
て
、「
学
校

教
育
法
九
三
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
学
長
が
教
授
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
必
要
な
事
項
を
定
め
る
際
に
は
、
教
授
会
の
意
見
を
聴

い
て
参
酌
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
教
員
人
事
を
当
該
事
項
と
し
て
定
め
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
も
の
で
は

な
い
。
な
お
、
同
号
に
お
い
て
は
、「
教
育
研
究
に
関
す
る
重
要
な
事
項
」
で
あ
る
こ
と
も
要
件
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
教
員
の
教
育
研
究
業
績
の

評
価
」
が
そ
れ
に
当
た
る
こ
と
は
政
府
側
も
認
め
て
い
る
（「
学
校
教
育
法
及
び
国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
学
校
教
育
法

施
行
規
則
及
び
国
立
大
学
法
人
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
二
六
年
八
月
二
九
日
）。
た
だ
し
、
教
員
人

事
自
体
が
そ
れ
に
当
た
る
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
点
に
留
意
を
要
す
る
）。

（
6
）  

そ
の
貴
重
な
例
外
の
一
つ
と
し
て
、
蟻
川
恒
正
「
国
立
大
学
法
人
論
」
ジ
ュ
リ
一
二
二
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）
六
〇
頁
以
下
参
照
。

（
7
）  

川
添
万
夫
「
判
解
」
最
判
解
刑
事
篇
昭
和
三
八
年
度
六
一
頁
。

（
8
）  

教
授
会
自
治
論
に
対
す
る
異
論
が
ほ
と
ん
ど
提
起
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
憲
法
学
は
長
ら
く
こ
の
検
討
を
怠
っ
て
き
た
。
こ
う
し
て

今
日
ま
で
残
存
し
た
、「
精
神
的
内
面
性
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
、
個
人
権
的
な
学
問
的
営
為
の
自
由
と
、
大
学
の
自
治
の
容
認
と
の
、
論
理
的

関
連
づ
け
な
し
の
併
存
と
い
う
言
説
状
況
」
を
、
厳
し
く
批
判
し
た
の
が
、
守
矢
健
一
で
あ
る
。
守
矢
健
一
「『
学
問
の
自
由
』
の
制
度
的
考
察

を
始
め
る
た
め
に
」
Ｕ
Ｐ
三
八
九
号
（
二
〇
〇
五
年
）
二
〇
頁
以
下
、
同
「『
学
問
の
自
由
』
に
係
る
日
本
の
憲
法
解
釈
論
の
性
格
を
め
ぐ
っ

て
」
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
五
四
巻
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
三
七
六
頁
以
下
参
照
。

（
9
）  Christophe Charle et Jacques Verger, H

istoire des universités, PU
F, 2012, p. 13. 

同
書
の
前
身
の
邦
訳
と
し
て
、
ク
リ
ス
ト
フ
・

シ
ャ
ル
ル
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
（
岡
山
茂
＝
谷
口
清
彦
訳
）『
大
学
の
歴
史
』（
白
水
社
、
二
〇
〇
九
年
）
が
あ
り
、
訳
出
に
お
い
て
参
考
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に
し
た
。

（
10
）  C. Charle et J. Verger, supra note 9, p. 16.

（
11
）  C. Charle et J. Verger, supra note 9, p. 16.

（
12
）  C. Charle et J. Verger, supra note 9, p. 42.

（
13
）  C. Charle et J. Verger, supra note 9, p. 13.

（
14
）  C. Charle et J. Verger, supra note 9, p. 9.

（
15
）  C. Charle et J. Verger, supra note 9, p. 13.

（
16
）  

山
元
一
「
大
学
の
自
治
」
小
山
剛
＝
駒
村
圭
吾
編
『
論
点
探
究 

憲
法
〔
第
二
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）
一
九
八
頁
。

（
17
）  

Ｊ
・
Ｂ
・
ピ
オ
ベ
ッ
タ
（
中
山
毅
＝
諸
田
和
治
訳
）『
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
』（
白
水
社
、
一
九
六
三
年
）
一
三
頁
。

（
18
）  

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ギ
ュ
ス
ド
ル
フ
（
片
山
寿
昭
＝
郡
定
也
訳
）『
問
わ
れ
て
い
る
大
学

―
こ
の
逆
説
的
世
界
』（
法
律
文
化
社
、
一
九
七
一
年
）

四
〇
頁
。

（
19
）  

ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
レ
オ
ン
（
池
端
次
郎
訳
）『
フ
ラ
ン
ス
教
育
史
』（
白
水
社
、
一
九
六
九
年
）
四
〇
頁
。

（
20
）  

ギ
ュ
ス
ド
ル
フ
・
前
掲
注
（
18
）
四
〇
頁
。

（
21
）  C. Charle et J. Verger, supra note 9, p. 74.

（
22
）  

ギ
ュ
ス
ド
ル
フ
・
前
掲
注
（
18
）
四
〇
頁
。

（
23
）  

樋
口
陽
一
『
憲
法
〔
第
三
版
〕』（
創
文
社
、
二
〇
〇
七
年
）
三
〇
頁
。

（
24
）  C. Charle et J. Verger, supra note 9, p. 88.

（
25
）  

石
村
雅
雄
「
フ
ラ
ン
ス
近
代
大
学
確
立
期
に
お
け
る
『
教
授
の
独
立
（l

’indépendance des professeurs

）』
原
則
の
構
成
」
京
都
大
学
教
育

学
部
紀
要
三
六
号
（
一
九
九
〇
年
）
一
一
八
―
一
一
九
頁
。

（
26
）  

コ
ン
ド
ル
セ
ほ
か
（
阪
上
孝
編
訳
）『
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
公
教
育
論
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
八
九
頁
。

（
27
）  

梅
根
悟
監
修
『
世
界
教
育
史
大
系
九 

フ
ラ
ン
ス
教
育
史
Ⅰ
』（
講
談
社
、
一
九
七
五
年
）
二
一
九
―
二
二
〇
頁
〔
松
島
鈞
執
筆
〕
参
照
。

（
28
）  

詳
し
く
は
、
今
野
健
一
『
教
育
に
お
け
る
自
由
と
国
家
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
六
年
）
第
二
部
第
二
章
参
照
。

（
29
）  C. Charle et J. Verger, supra note 9, p. 89. 

た
だ
し
、
講
座
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
の
後
任
推
薦
権
に
つ
い
て
は
、
教
授
側
に
残
さ
れ
た

（
ピ
オ
ベ
ッ
タ
・
前
掲
注
（
17
）
一
五
―
一
六
頁
）。
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（
30
）  

ピ
オ
ベ
ッ
タ
・
前
掲
注
（
17
）
一
七
頁
。

（
31
）  

石
村
・
前
掲
注
（
25
）
一
一
九
―
一
二
〇
頁
。

（
32
）  

ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
・
ミ
ュ
ス
ラ
ン
（Christine M

usselin

）
は
、
革
命
議
会
に
よ
っ
て
大
学
が
廃
止
さ
れ
た
一
七
九
三
年
か
ら
フ
ォ
ー
ル
法

が
制
定
さ
れ
る
一
九
六
八
年
ま
で
を
、「
大
学
を
欠
い
た
一
七
五
年
間
」
と
表
現
し
て
い
る
。Christine M

usslin, « Brève histoire des uni-
versités », in Frédéric Forest （dir.

）, Les universités en France : fonctionnem
ent et enjeux, PU

RH
, 2012, p. 14. 

な
お
、
一
九
六
八

年
以
降
の
「
特
徴
あ
る
公
施
設
法
人
」
と
し
て
の
大
学
に
つ
い
て
は
、
石
村
雅
雄
「
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
の
設
置
形
態
の
分
析

―
特
徴
あ
る
公
施

設
法
人
（etablissem

ent public

）
の
法
制
度
的
検
討
」
京
都
大
学
教
育
学
部
紀
要
三
五
巻
（
一
九
八
九
年
）
一
六
五
頁
以
下
参
照
。

（
33
）  

中
村
睦
男
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
大
学
教
授
の
独
立

―
憲
法
院
一
九
八
四
年
一
月
二
〇
日
判
決
を
め
ぐ
っ
て
」
北
大
法
学
論
集
三
九
巻
五
―

六
号
下
（
一
九
八
九
年
）
六
〇
一
頁
。

（
34
）  

同
判
決
の
抄
訳
・
解
説
と
し
て
、
成
嶋
隆
「
大
学
の
自
由
」
フ
ラ
ン
ス
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
判
例
』（
信
山
社
、
二
〇
〇

二
年
）
一
七
七
頁
以
下
参
照
。

（
35
）  m

aître de conférences
は
、professeur

の
一
段
下
の
職
位
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
助
教
授
」
な
い
し
「
准
教
授
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
多

い
が
、
本
稿
で
は
、
南
野
森
「
大
学
法
の
合
憲
性
」
フ
ラ
ン
ス
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
判
例
Ⅱ
』（
信
山
社
、
二
〇
一
三
年
）

三
四
〇
頁
以
下
に
従
っ
て
、「
専
任
講
師
」
と
訳
し
た
。
両
者
の
地
位
の
差
は
、「
日
本
に
お
け
る
教
授
と
准
教
授
（
か
つ
て
の
助
教
授
）
の
差
と

は
か
な
り
の
開
き
が
あ
」
り
、「
日
本
の
准
教
授
は
、
実
態
と
し
て
は
フ
ラ
ン
ス
のprofesseur

に
該
当
す
る
」（
同
三
四
五
頁
）
と
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

（
36
）  

石
村
雅
雄
「
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
自
治
に
お
け
る
『
参
加
』
原
理
と
『
教
授
の
独
立
』

―
一
九
八
四
年
高
等
教
育
法
の
一
部
規
定
に
つ
い
て
の

憲
法
評
議
会
判
決
を
素
材
と
し
て
」
日
本
教
育
行
政
学
会
年
報
一
二
巻
（
一
九
八
六
年
）
二
三
八
頁
。

（
37
）  

石
村
・
前
掲
注
（
36
）
二
四
〇
頁
。

（
38
）  

可
決
に
至
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
中
村
・
前
掲
注
（
33
）
五
九
五
―
五
九
六
頁
参
照
。

（
39
）  G
eorges Vedel, « Les libertés universitaires », Rev. ens. sup., 1960, nº 3, p. 134.

（
40
）  G. Vedel, supra note 39, p. 135.

（
41
）  G. Vedel, supra note 39, p. 135.

（
42
）  G. Vedel, supra note 39, p. 138.
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（
43
）  

大
場
淳
「
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
教
授
職

―
地
位
・
身
分
、
職
務
、
資
格
、
養
成
等
を
巡
っ
て
」
羽
田
貴
史
編
『
諸
外
国
の
大
学
教
授
職
の
資
格

制
度
に
関
す
る
実
態
調
査
』（
東
北
大
学
高
等
教
育
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
一
年
）
三
―
八
頁
参
照
。

（
44
）  

大
場
・
前
掲
注
（
43
）
八
頁
。

（
45
）  G. Vedel, supra note 39, p. 137.

（
46
）  G. Vedel, supra note 39, p. 139.

（
47
）  G. Vedel, supra note 39, p. 139.

（
48
）  G. Vedel, supra note 39, p. 139.

（
49
）  G

eorges Vedel, « D
éfense et illustration de l

’université napoléonienne », M
élanges Pierre Raynaud, D

alloz, 1985, p. 788.

（
50
）  

イ
ギ
リ
ス
に
は
成
文
憲
法
典
は
存
在
し
な
い
の
で
、
こ
こ
で
い
う
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
文
言
と
は
、
憲
法
を
構
成
す
る
法
律
等
の
文
言
を
指
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

（
51
）  G. Vedel, supra note 49, pp. 792 -795.

（
52
）  G. Vedel, supra note 49, p. 801.

（
53
）  

憲
法
院
一
九
八
四
年
判
決
の
直
後
に
出
さ
れ
た
、
同
判
決
の
評
釈
で
あ
るLéo H

am
on, « Loi sur l

’enseignem
ent supérieur et décision 

du Conseil constitutionnel de 20 janvier 1984 », G
azette du palais, 20 décem

bre 1984, pp. 573 et suiv. 

は
、
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム

が
、
本
質
的
に
構
成
員
の
平
等
を
求
め
る
が
た
め
に
、
大
学
に
お
け
る
学
術
的
専
門
性
に
よ
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
対
立
す
る
、
と
い
う
点
を
強
調

し
て
い
る
。

（
54
）  G. Vedel, supra note 49, p. 802.

（
55
）  

概
ね
同
旨
、O
livier Beaud, Les libertés universitaires à l

’abandon?, D
alloz, 2010, pp. 126 -129.

（
56
）  Yves G
audem

et, « Les bases constitutionnelles du droit universitaire », RD
 publ., 2008, nº 3, pp. 688 -689

も
、
教
授
の
独
立
原

則
は
、
歴
史
的
に
は
対
国
家
関
係
に
お
い
て
成
立
し
た
が
、
今
日
に
お
い
て
は
国
家
以
外
の
勢
力
と
の
関
係
で
も
意
義
を
有
す
る
も
の
と
理
解
す

べ
き
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
示
し
た
の
が
憲
法
院
一
九
八
四
年
判
決
で
あ
る
、
と
解
し
て
い
る
。

（
57
）  

同
判
決
の
抄
訳
・
解
説
と
し
て
、
南
野
・
前
掲
注
（
35
）
参
照
。

（
58
）  

Ｌ
Ｒ
Ｕ
法
の
立
法
の
経
緯
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
石
川
多
加
子
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
大
学
改
革
と
学
問
の
自
由

―
大
学
の
自
由
と
責
任

法
に
関
す
る
考
察
を
中
心
に
」
金
沢
大
学
人
間
社
会
学
域
学
校
教
育
学
類
紀
要
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
三
一
頁
以
下
、
大
場
淳
「
フ
ラ
ン
ス
の
大
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学
改
革

―
サ
ル
コ
ジ
＝
フ
ィ
ヨ
ン
政
権
下
で
の
改
革
を
中
心
に
」
大
学
論
集
四
一
集
（
広
島
大
学
高
等
教
育
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
〇

年
）
五
九
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
同
法
は
、
右
派
（
サ
ル
コ
ジ
）
か
ら
左
派
（
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
オ
ラ
ン
ド
〔François H

ollande

〕）
へ
の
政
権

交
代
に
伴
い
、
二
〇
一
三
年
七
月
二
二
日
に
、「
高
等
教
育
及
び
研
究
に
関
す
る
法
律
」（Loi nº 2013 -660 du 22 juillet 2013 relative à  

l
’enseignem

ent supérieur et à la recherche

）
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。
新
法
の
紹
介
と
し
て
、
服
部
有
希
「
高
等
教
育
及
び
学
術
研
究
に
関

す
る
法
律
」
外
国
の
立
法
二
五
七
―
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
〇
頁
以
下
参
照
。

（
59
）  
鈴
木
尊
紘
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
大
学
自
由
責
任
法
」
外
国
の
立
法
二
四
七
号
（
二
〇
一
一
年
）
三
〇
頁
以
下
参
照
。

（
60
）  

大
場
淳
「
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
教
員
制
度
の
改
革

―
大
学
の
自
由
と
責
任
に
関
す
る
法
律
（
Ｌ
Ｒ
Ｕ
）
の
制
定
と
関
連
制
度
改
革
を
巡
っ
て
」

広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
第
三
部
六
〇
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
八
〇
頁
。

（
61
）  

大
場
・
前
掲
注
（
60
）
二
七
八
頁
。

（
62
）  

フ
ラ
ン
ス
の
大
学
の
ほ
と
ん
ど
は
国
立
で
あ
り
、
そ
の
教
員
は
国
家
公
務
員
で
あ
る
た
め
、
形
式
上
、
教
員
の
任
命
は
担
当
大
臣
が
行
う
も
の

と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
担
当
大
臣
は
大
学
側
の
提
案
に
従
う
の
が
通
例
で
あ
る
。

（
63
）  Fabrice M

elleray, « A la recherché des jurys de recrutem
ent des enseignants-chercheurs », A

JDA
, 21 m

ars 2011, p. 541.

（
64
）  O. Beaud, supra note 55, p. 301.

（
65
）  Fabrice M

elleray, « Le Conseil constitutionnel au secours de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités »,  
Recueil D

alloz, 14 octobre 2010, p. 2338.

（
66
）  M

ichel Verpeaux, « Les libertés universitaires m
al protégées : Constitution, loi et décret, quand tout le m

onde s

’en m
êle », 

A
JDA
, 26 septem

bre 2011, pp. 1796 -1797.

（
67
）  Bertrand M
athieu, « D

e la disparition d

’un principe constitutionnel : l

’indépendance des professeurs d

’université ; À propos 
de la decision du Conseil constitutionnel nº 2010 -20/21 Q

PC du 6 août 2010 », JCP, éd. gén., 6 septem
bre 2010, pp. 862 et 

suiv. 

こ
の
批
判
は
多
く
の
支
持
を
集
め
て
い
る
。Par exem

ple, Fleur D
argent, « Le Conseil constitutionnel de nouveau confronté 

aux libertés universitaires », RFD
C, avril 2011, nº 86, pp. 284 -289.

（
68
）  O. Beaud, supra note 55, pp. 291 -297.

（
69
）  

前
記
の
ほ
か
、
憲
法
院
の
構
成
に
お
い
て
、
学
者
が
一
人
も
メ
ン
バ
ー
に
含
ま
れ
て
い
な
い
点
、
メ
ン
バ
ー
の
過
半
数
が
政
治
家
で
あ
る
点
、

憲
法
院
一
九
八
四
年
判
決
へ
の
敵
意
を
公
然
と
表
明
し
た
ミ
シ
ェ
ル
・
シ
ャ
ラ
ッ
ス
（M

ichel Charasse

）
が
メ
ン
バ
ー
に
含
ま
れ
て
い
る
点
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等
も
、
批
判
さ
れ
て
い
る
。Voir O. Beaud, supra note 55, pp. 305 -330. 

ま
た
、
こ
の
点
を
詳
し
く
論
じ
た
邦
語
文
献
と
し
て
、
今
関
源
成

「『
大
学
の
自
治
』
と
憲
法
院

―
『
大
学
の
自
由
と
責
任
に
関
す
る
法
律
』
判
決
を
契
機
と
し
て
」
早
稲
田
法
学
八
七
巻
二
号
（
二
〇
一
二
年
）

一
頁
以
下
参
照
。

（
70
）  O. Beaud, supra note 55, pp. 266 -267.

（
71
）  O. Beaud, supra note 55, pp. 275 -276. 

ま
た
、
同
様
の
問
題
意
識
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
、Jean M

orange, « La liberté du profes-
seur des facultés de droit », in Le droit adm

inistratif. Perm
anences et convergences. M

élanges Jean-François Lachaum
e, D
alloz, 

2007, p. 755 et suiv.

（
72
）  

石
川
健
治
が
述
べ
る
よ
う
に
、
大
学
の
自
治
・
自
律
を
基
礎
づ
け
る
理
論
と
し
て
は
、「
制
度
体
―
身
分
の
連
関
に
よ
る
自
治
の
基
礎
付
け

…
…
と
、
職
業
と
し
て
の
『
学
問
』
―
固
有
法
則
性
―
自
律
…
…
の
二
系
列
の
自
治
・
自
律
論
が
、
現
時
点
で
は
併
存
し
て
い
る
と
い
い
得
る
」

（
石
川
健
治
『
自
由
と
特
権
の
距
離

―
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
「
制
度
体
保
障
」
論
・
再
考
〔
増
補
版
〕』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
）
二

七
七
頁
）
が
、
本
稿
で
は
、
前
者
の
系
列
は
検
討
対
象
と
し
て
い
な
い
。

　
　
　
前
者
の
系
列
も
な
お
有
力
で
は
あ
る
が
、
奥
平
康
弘
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
仮
に
憲
法
二
三
条
を
「『
大
学
』
に
こ
れ
ま
で
認
め
ら
れ
て
き
た

自
治
慣
行
を
、
そ
れ
を
そ
れ
と
し
て
そ
の
ま
ま
残
存
さ
せ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
も
の
」
だ
と
理
解
す
る
に
し
て
も
、「
日
本
の
大
学
に
お
け
る
自

治
慣
行
と
し
て
確
立
し
た
も
の
に
、
い
っ
た
い
な
に
が
あ
る
か
」
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
（
奥
平
康
弘
『
憲
法
Ⅲ

―
憲
法
が
保
障
す
る
権
利
』

（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
）
二
〇
四
頁
）。

　
　
　
た
だ
し
、
そ
れ
で
も
な
お
石
川
が
、「
前
者
の
系
列
に
見
切
り
を
つ
け
、
後
者
の
系
列
に
乗
り
換
え
る
」
と
い
う
「
判
断
に
は
慎
重
で
あ
り
た

い
」
と
し
（
前
掲
『
自
由
と
特
権
の
距
離
』
二
八
二
頁
）、「
大
学
が
、
帝
国
大
学
以
来
の
特
殊
な
身
分
社
会
を
つ
く
っ
て
お
り
、
な
お
か
つ
憲
法

二
三
条
が
そ
う
し
た
『
大
学
人
』
の
身
分
の
存
続
を
認
め
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
も
制
度
体
保
障
の
一
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
し
、『
大
学
人
の
身
分
』
を
脅
か
す
よ
う
な
法
律
改
正
は
違
憲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
」（「
が
、
こ
の
点
は
留
保
せ
ざ

る
を
得
な
い
」）
と
指
摘
し
て
い
る
（
同
二
三
六
頁
）
こ
と
に
は
、
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
石
川
が
後
者
の
系
列
へ
の
乗
り
換
え
に
躊
躇
す
る
背

景
に
は
、
そ
こ
に
お
け
る
専
門
職
の
論
理
が
、
か
つ
て
兼
子
仁
が
教
師
の
「
教
育
の
自
由
」
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
構
築
し
た
も
の
と
類
似
し
て

お
り
、
そ
れ
だ
け
に
、「
遠
く
な
い
将
来
に
、
ち
ょ
う
ど
兼
子
流
の
教
育
法
論
が
経
験
し
た
の
と
同
じ
よ
う
な
批
判
を
、
当
然
に
被
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
、
と
い
う
見
透
し
」（
石
川
健
治
＝
駒
村
圭
吾
＝
亘
理
格
「M

ission : Alternative

―
連
載
二
年
を
振
り
返
っ
て
」
法
教
三
四
二
号

（
二
〇
〇
九
年
）
二
八
頁
〔
石
川
健
治
発
言
〕）
が
あ
る
。
本
稿
で
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
に
も
重
大
な
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
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関
連
し
て
、
松
田
浩
「
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
の
自
律

―
『
中
間
団
体
』
の
居
場
所
」
憲
法
問
題
二
四
号
（
二
〇
一
三
年
）
四
三
頁
以
下
参
照
。

ま
た
、「
表
現
助
成
」
を
論
題
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、「
専
門
職
の
専
制
」
と
い
う
問
題
に
鋭
く
切
り
込
む
論
考
と
し
て
、
横
大
道
聡
「
公
的

表
現
助
成
と
『
文
化
制
度
』」『
現
代
国
家
に
お
け
る
表
現
の
自
由

―
言
論
市
場
へ
の
国
家
の
積
極
的
関
与
と
そ
の
憲
法
的
統
制
』（
弘
文
堂
、

二
〇
一
三
年
）
第
八
章
も
参
照
。

（
73
）  
高
柳
＝
大
浜
・
前
掲
注
（
2
）
一
〇
一
頁
。

（
74
）  
以
上
、
高
柳
信
一
『
学
問
の
自
由
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
八
七
頁
。

（
75
）  

高
柳
＝
大
浜
・
前
掲
注
（
2
）
一
〇
一
頁
。

（
76
）  

こ
の
ほ
か
、
厳
密
に
は
、「
教
員
人
事
に
お
け
る
適
格
性
判
断
」
と
「
教
員
人
事
の
実
質
的
決
定
」
と
の
同
一
視
に
つ
い
て
も
、
論
証
を
欠
い

て
い
る
が
、
こ
の
点
は
問
題
の
指
摘
に
と
ど
め
る
。

（
77
）  

特
に
重
要
な
も
の
と
し
て
、
蟻
川
恒
正
「
国
家
と
文
化
」
岩
村
正
彦
ほ
か
編
『
岩
波
講
座 

現
代
の
法
1
現
代
国
家
と
法
』（
岩
波
書
店
、
一

九
九
七
年
）
一
九
一
頁
以
下
、
と
り
わ
け
二
〇
一
―
二
〇
二
頁
参
照
。

（
78
）  

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
理
事
会
等
と
教
員
研
究
者
と
の
対
立
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
教
授
会
自
治
論
の
功
績
で
あ
る
こ
と

は
、
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
教
授
会
自
治
論
は
、「
大
学
の
」
自
治
と
区
別
さ
れ
た
「
教
授
会
の
」
自
治
を
説
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
大
学
内
部
に
お
け
る
理
事
会
等
に
よ
る
「
素
人
支
配
」
の
危
険
性
を
鋭
く
指
摘
し
た
。
そ
の
理
論
構
築
を
主
導
し
た
の
は
、
い
う

ま
で
も
な
く
、
学
問
の
自
由
を
「
財
産
所
有
者
（
設
置
者
）、
使
用
者
の
市
民
法
上
の
恣
意
を
抑
制
す
る
こ
と
」
を
内
容
と
す
る
特
別
の
自
由

（
あ
る
い
は
「
学
問
研
究
共
同
体
に
お
け
る
真
理
探
究
の
プ
ロ
セ
ス
の
自
由
を
保
障
す
る
『
機
能
的
自
由
』」）
と
し
て
捉
え
た
、
高
柳
信
一
で
あ

る
（
高
柳
・
前
掲
注
（
74
）、
特
に
三
六
―
四
一
頁
参
照
）。
そ
し
て
、
そ
の
理
論
は
、
近
年
、
松
田
浩
ら
に
よ
っ
て
精
緻
化
さ
れ
て
き
た
（
代
表

的
な
も
の
と
し
て
、
松
田
浩
「
合
衆
国
に
お
け
る
『
二
つ
の
学
問
の
自
由
』
に
つ
い
て
」
一
橋
論
叢
一
二
〇
巻
一
号
（
一
九
九
八
年
）
八
四
頁
以

下
、
同
「『
大
学
の
自
律
』
と
『
教
授
会
の
自
治
』

―autonom
y

とself-governm
ent

の
間
」
憲
法
理
論
研
究
会
編
『
憲
法
と
自
治
』（
敬

文
堂
、
二
〇
〇
三
年
）
一
一
三
頁
以
下
参
照
）。

（
79
）  

い
わ
ゆ
る
京
大
井
上
事
件
（
大
阪
高
判
平
成
一
七
年
一
二
月
二
八
日
判
タ
一
二
二
三
号
一
四
五
頁
）
で
は
、
こ
の
点
が
潜
在
的
な
論
点
と
な
っ

た
。
同
事
件
に
お
い
て
は
、
任
期
付
で
採
用
さ
れ
た
教
授
が
、
外
部
の
専
門
家
集
団
（
外
部
評
価
委
員
会
）
に
よ
っ
て
再
任
可
と
評
価
さ
れ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
学
内
の
教
員
集
団
（
協
議
員
会
）
に
よ
っ
て
再
任
不
可
と
判
断
さ
れ
た
た
め
に
、
再
任
の
道
を
閉
ざ
さ
れ
た
（
そ
の
詳
細
に
つ

い
て
は
、
阿
部
泰
隆
編
著
『
京
都
大
学
井
上
教
授
事
件

―
任
期
制
法
悪
用
か
ら
の
正
義
の
回
復
を
目
指
し
て
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
四
年
）
参
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照
）。
こ
こ
で
は
、
教
員
の
学
問
の
自
由
を
守
る
存
在
と
し
て
観
念
さ
れ
て
き
た
教
授
会
（
協
議
員
会
）
が
、
逆
に
、
そ
れ
を
侵
し
う
る
存
在
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
同
事
件
は
、
山
元
一
が
指
摘
す
る
と
お
り
、「《
学
問
の
自
由
は
、
大
学
の
自
治
の
保
障
に
よ
っ
て
こ

そ
実
質
的
に
保
障
さ
れ
う
る
》
と
い
う
、
従
来
一
般
的
に
説
か
れ
て
き
た
、
両
者
の
目
的
手
段
関
係
的
な
理
解
を
根
底
か
ら
揺
る
が
す
も
の
」

（
山
元
・
前
掲
注
（
16
）
二
〇
六
頁
）
と
評
し
う
る
。

（
80
）  
こ
の
課
題
に
正
対
し
た
研
究
と
し
て
、
守
矢
・
前
掲
注
（
8
）「『
学
問
の
自
由
』
に
係
る
日
本
の
憲
法
解
釈
論
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
」、
山
本

隆
司
「
学
問
と
法
」
城
山
英
明
＝
西
川
洋
一
編
『
法
の
再
構
築
Ⅲ 

科
学
技
術
の
発
展
と
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）
一
四
三
頁
以

下
参
照
。

堀
口
　
悟
郎
（
ほ
り
ぐ
ち
　
ご
ろ
う
）

　
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
務
研
究
科
（
法
科
大
学
院
）
助
教

　
最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
（
法
科
大
学
院
）

　
所
属
学
会
　
　
全
国
憲
法
研
究
会
、
憲
法
理
論
研
究
会
、
日
本
教
育
法
学
会
、
児
童
福
祉
法
研
究
会

　
専
攻
領
域
　
　
憲
法

　
主
要
著
作
　
　 「
教
育
権
論
再
考

―
『
公
共
性
』
論
か
ら
『
秩
序
』
論
へ

―
」『
慶
應
法
学
』
第

二
一
号
（
二
〇
一
一
年
）

　
　
　
　
　
　
　 「
人
格
と
虚
像

―
君
が
代
起
立
斉
唱
事
件
判
決
を
読
み
直
す

―
」『
慶
應
法
学
』

第
三
〇
号
（
二
〇
一
四
年
）


