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一
　
は
じ
め
に

㈠
　
選
挙
法
の
司
法
審
査
理
論

　
選
挙
法
学
（Election Law

）
は
、
選
挙
法
（election law

）
を
対
象
と
す
る
法
学
の
一
領
域
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
の
米
国
で
、
そ

れ
は
誕
生
し
た
。
こ
こ
に
い
う
選
挙
法
と
は
、
公
選
職
選
定
過
程
を
規
律
す
る
諸
法
制
度
を
総
称
す
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
選

挙
区
割
法
、
選
挙
運
動
資
金
規
制
法
、
予
備
選
挙
法
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
選
挙
法
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
一
定
の
纏
ま
り
を
持
つ
も

の
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
選
挙
法
学
の
誕
生
が
語
ら
れ
る
に
至
っ（
1
）た。

　
選
挙
法
学
は
現
在
、
選
挙
法
に
関
わ
る
学
問
的
検
討
を
包
括
す
る
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
立
法
の
提
言

や
外
国
と
の
制
度
比
較
な
ど
も
含
め
て
、
広
範
か
つ
多
種
多
様
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
質
・
量
と
も
に
大
き
な

位
置
を
占
め
る
の
は
、
司
法
審
査
を
通
じ
た
選
挙
法
の
憲
法
的
統
制
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
意
味
で
の
選
挙
法
の
司
法
審

0

0

0

査
論

0

0

こ
そ
が
、
選
挙
法
学
の
中
心
に
位
置
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ（
2
）い。

こ
こ
で
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
各
種
選
挙
法
を
対
象
と
し
て
下
さ

れ
た
憲
法
判
例
の
整
理
や
明
確
化
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
に
対
す
る
コ
メ
ン
タ
リ
ー
が
展
開
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
選
挙
法
学
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
司
法
審
査
論
が
、
前
記
の
よ
う
な
判
例
に
密
着
し
た

―
判

例
を
直
接
の
素
材
と
し
た

―
も
の
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
主
要
な
選
挙
法
学
者
は
こ
れ
ま
で
、
優
れ
て
理
論
的
な

見
地
か
ら
こ
の
主
題
に
接
近
し
て
き
た
。
単
な
る
判
例
の
整
理
や
評
釈
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
民
主
制
国
家
に
お
い
て
選
挙
が
担
う
べ
き
機

能
や
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
司
法
審
査
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
論
じ
、
一
定
の
司
法
審
査
理
論

0

0

を
自
覚
的
に
提
示
し
た
上
で
、
そ
こ

か
ら
、
裁
判
実
務
が
採
用
す
る
既
存
の
司
法
審
査
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
の
刷
新
を
図
る
。
こ
う
し
た
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の

際
に
提
示
さ
れ
る
理
論
の
内
容
は
論
者
に
よ
り
一
様
で
は
な
い
が
、
あ
る
一
つ
の
有
力
な
潮
流
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
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そ
れ
は
、
選
挙
法
の
司
法
審
査
を
、
政
治
的
競
争
（political com

petition

）
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
行
う
べ
き
こ
と
を
説
く
理
論
潮

流
で
あ
る
。
こ
の
理
論
潮
流
は
、
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
と
総
称
さ
れ
る
も
の（
3
）で、

一
九
九
〇
年
代
後
半
に
、
イ
サ
カ
ロ
フ
（Sam

uel 

Issacharoff

）
と
ピ
ル
デ
ィ
ス
（Richard H

. Pildes

）
の
二
人
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
す（
4
）る。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
選
挙
法
の

司
法
審
査
は
、
既
存
の
権
力
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
反
競
争
的
選
挙
法
を
排
除
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
り
適
正
な

政
治
的
競
争
環
境
を
維
持
す
る
こ
と
に
こ
そ
、
選
挙
法
の
文
脈
に
お
け
る
司
法
審
査
の
核
心
的
な
役
割
が
あ
る
。
彼
ら
は
こ
れ
を
、
選
挙

法
の
司
法
審
査
全
般
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
包
括
的
理
論
枠
組
み
と
し
て
提
示
す
る
と
と
も
に
、
多
く
の
ロ
ー
レ
ヴ
ュ
ー
を
通
じ
て
展
開
し

て
き
た
。
そ
し
て
、
学
界
に
お
け
る
そ
の
影
響
力
は
、
極
め
て
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
有
力
な
選
挙
法
学
者
で
あ
る
ヘ
イ
ゼ

ン
（Richard H

asen

）
は
、
二
〇
〇
三
年
の
時
点
で
、
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
が
選
挙
法
学
に
お
け
る
「
正
説
（orthodoxy

）
に
な
り

つ
つ
あ（
5
）る」

言
い
、
他
の
論
者
も
こ
れ
を
「
主
流
派
（m

ainstre

（
6
）

am

）」
や
「
支
配
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
（dom

inant paradi

（
7
）

gm

）」
な
ど
と
評
し

て
い
る
。
ま
た
、
現
在
で
も
、
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
以
外
の
選
挙
法
学
者
も
含
め
て
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
継
承

―
無
論
、
批

判
的
継
承
も
含
む

―
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
米
国
で
は
、
選
挙
法
の
司
法
審
査
理
論

0

0

を
め
ぐ
る
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
右
の
評
価
が
示

す
よ
う
に
、
選
挙
法
の
司
法
審
査
論
の
中
で
も
、
有
力
な
議
論
の
モ
ー
ド
の
一
つ
で
あ
っ
て
き
た
と
言
い
う
る
。
こ
う
し
た
、
司
法
審
査

理
論
の
展
開
と
い
う
議
論
状
況
に
、
米
国
選
挙
法
学
が
持
つ
顕
著
な
特
徴
の
一
つ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

㈡
　
本
論
文
の
目
的

　
さ
て
、
以
上
に
一
瞥
し
た
米
国
選
挙
法
学
の
議
論
状
況
は
、
日
本
国
憲
法
学
か
ら
見
て
、
興
味
を
惹
く
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
言
う
の
は
、
日
本
国
憲
法
学
で
、
こ
う
し
た
包
括
的
理
論
を
提
示
す
る
試
み
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
。
選
挙
法
の
憲
法
適
合
性
が
論
じ
ら

れ
る
場
合
で
も
、
違
憲
性
が
問
題
と
な
る
個
別
の
法
律
ご
と
の
検
討
が
中
心
だ
と
言
え
よ（
8
）う。
そ
の
背
景
に
は
、
多
種
多
様
な
選
挙
法
の
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憲
法
的
統
制
を
単
一
の
視
座
か
ら
整
序
す
る
こ
と
の
困
難
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
他
方
で
、
米
国
選
挙
法
学
で
有
力
化
し
た

政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
あ
る
程
度
、
我
々
の
直
観
に
適
う
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
選
挙
法
の
あ
り
方
が
選
挙
結
果
に
多

大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
既
存
の
権
力
が
こ
れ
を
恣
意
的
に
操
作
し
、
競
争
環
境
を
歪
め
る
危
険
性
は
大
き
い
。
こ
の
よ

う
な
選
挙
法
の
特
性

0

0

0

0

0

0

を
踏
ま
え
た
と
き
、
反
競
争
的
選
挙
法
の
排
除
＝
政
治
的
競
争
の
確
保
に
司
法
審
査
の
役
割
を
見
出
す
立
場
は
、
一

定
の
説
得
力
を
持（
9
）つ。

と
は
言
え
、
政
治
的
競
争
の
確
保
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
未
だ
抽
象
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
の
よ
り
具
体
的
な
内
容
が
問
題
と
な
る
。
特
に
、
そ
こ
に
い
う
「
競
争
」
と
は
如
何
な
る
像
の
下
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、

具
体
的
な
裁
判
法
理
の
次
元
で
如
何
な
る
要
請
が
引
き
出
さ
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、

そ
の
際
に
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
批
判
的
検
討
を
併
せ
て
行
う
べ
き
こ
と
も
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
本
稿
は
、
以
上
の
問
題
意
識
の
も
と
、
米
国
選
挙
法
学
に
お
い
て
有
力
に
展
開
さ
れ
た
、
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
を
検
討
す
る
。
以

下
で
は
、
提
唱
者
で
あ
る
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
主
要
な
論
考
を
素
材
に
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
内
容
を
紹
介
・
整
理
し
た
上
で

（
二
）、
こ
れ
に
批
判
的
検
討
を
加
え
（
三
）、
最
後
に
、
本
稿
の
検
討
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
に
つ
き
若
干
言
及
す
る
（
四
）。

二
　
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ

㈠
　
概
　
要

　
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
の
嚆
矢
と
な
っ
た
の
は
、「
市
場
と
し
て
の
政
治
：
民
主
政
過
程
の
党
派
的
ロ
ッ
ク
ア
ッ
）
10
（
プ
」
と
題
さ
れ
る

共
著
論
文
で
あ
る
。
こ
こ
で
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、「
既
存
の
党
派
的
勢
力
が
背
景
的
ル
ー
ル
﹇
選
挙
法
の
こ
と
：
引
用
者
﹈
を

操
作
し
て
き
た
こ
と
を
裁
判
所
が
発
見
で
き
た
場
合
、
適
切
に
競
争
的
な
党
派
的
環
境
を
確
保
す
る
た
め
、
か
か
る
操
作
を
違
憲
と
す
る



選挙法と政治的競争

205

べ
き
」
と
の
定
式
を
示
し
、
理
論
の
骨
子
を
明
ら
か
に
し
た
（at 648

）。
そ
の
趣
旨
は
、
先
に
触
れ
た
通
り
、
司
法
審
査
を
通
じ
て
、
既

存
の
権
力
が
構
築
す
る
反
競
争
的
選
挙
法
を
排
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
一
面
で
は
、
現
実
に
生
じ
て
き
た
民
主
政
の
欠
陥
に
対
す
る
処
方
箋
と
も
言
う
べ
き
性
格
を
持
つ
。
彼
ら
は
、

（
同
論
文
が
執
筆
さ
れ
た
）
一
九
九
〇
年
代
後
半
当
時
、
米
国
政
治
で
政
治
的
競
争
が
低
調
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
民
主
政
の
質
の
減
退

を
招
い
て
い
る
原
因
と
診
断
し
た
。
競
争
低
調
化
の
背
景
に
は
、
共
和
党
と
民
主
党
と
い
う
二
つ
の
支
配
政
党
が
、
二
〇
世
紀
を
通
じ
て
、

「﹇
自
ら
に
と
っ
て
の
﹈
深
刻
な
脅
威
と
な
る
挑
戦
者
を
締
め
出
す
よ
う
、
政
治
的
競
争
の
グ
ラ
ン
ド
・
ル
ー
ル
を
操
作
し
支
配
下
に
置
い
て

き
た
」
こ
と
が
あ
る
と
い
う
（at 644

）。
そ
こ
で
、
そ
う
し
た
反
競
争
的
実
践
を
排
除
す
る
役
割
を
担
う
理
論
的
枠
組
み
と
し
て
、
先
の

定
式
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
他
面
で
彼
ら
は
、
よ
り
一
般
的
・
原
理
的
な
観
点
か
ら
の
説
明
も
行
っ
て
い
）
11
（

る
。
そ
れ
は
、
政
治
的
競
争
環
境
が
存
在
し

て
初
め
て
、
代
表
者
は
市
民
の
選
好
を
充
足
す
る
誘
因
を
持
ち
、
ま
た
選
挙
を
通
じ
た
責
任
追
及
が
可
能
と
な
る
、
と
の
説
明
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
前
者
は
民
主
的
応
答
性
、
後
者
は
民
主
的
答
責
性
を
指
す
も
の
で
あ
る
が
、
政
治
的
競
争
の
確
保
と
い
う
視
点
は
、
こ
う
し
た

極
め
て
重
要
な
民
主
的
価
値
に
仕
え
る
が
故
に
、
正
当
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
既
存
の
権
力
が
、
反
競
争
的
な
選
挙
法
を
制

定
す
る
強
い
誘
因
を
持
つ
こ
と
も
、
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

㈡
　
適
　
用

　
そ
れ
で
は
、
政
治
的
競
争
の
確
保
と
い
う
視
座
か
ら
、
司
法
審
査
の
具
体
的
な
推
論
の
場
面
に
お
い
て
如
何
な
る
法
的
要
請
が
引
き
出

さ
れ
る
の
か
。
残
念
な
が
ら
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、
そ
の
説
明
を
体
系
的
な
形
で
は
行
っ
て
い
な
い
。
彼
ら
は
む
し
ろ
、
ロ
ー

レ
ヴ
ュ
ー
上
で
、
か
つ
て
生
じ
た
選
挙
法
事
件
等
に
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
を
適
用
す
る
（
い
わ
ば
実
演
す
る
）
こ
と
を
通
じ
て
、
こ

の
点
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
名
の
下
に
如
何
な
る
議
論
が
展
開
さ
れ
た
の
か
を

―
必
ず
し
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も
網
羅
的
で
は
な
い
が

―
挙
げ
て
い
く
。
な
お
、
そ
の
際
に
は
、
彼
ら
が
批
判
の
対
象
と
す
る
最
高
裁
判
決
等
も
併
せ
て
紹
介
す
る
が
、

紙
幅
の
都
合
上
、
最
低
限
の
言
及
に
留
め
る
。

1
　Burdick

事
件
へ
の
適
用

　
ま
ず
、
前
述
の
「
市
場
と
し
て
の
政
治
」
論
文
で
展
開
さ
れ
た
、Burdick v. Takushi

事
）
12
（

件
へ
の
適
用
で
あ
る
。

　
⑴
　
事
実
と
判
旨

　Burdick

事
件
は
、
州
議
会
の
本
選
挙
・
予
備
選
挙
で
の
書
き
込
み
投
票
（w

rite-in ballot

）
を
禁
止
す
る
ハ
ワ
イ
州
法
の
合
憲
性
が
争

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
米
国
で
は
、
投
票
用
紙
に
記
載
さ
れ
て
い
る
候
補
者
を
選
択
し
て
投
票
す
る
が
、
通
常
、
そ
の
候
補
者
欄
の
末
尾

に
は
余
白
が
あ
り
、
候
補
者
と
し
て
登
載
さ
れ
て
い
な
い
者
に
も
投
票
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
書
き
込
み
投
票
で
あ
る
。
ハ
ワ

イ
州
で
は
こ
れ
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
る
が
、
本
件
で
は
、
書
き
込
み
投
票
を
希
望
す
る
同
州
の
有
権
者
が
、
当
該
州
法
の
違

憲
性
を
主
張
し
訴
訟
を
提
起
し
た
。

　
最
高
裁
法
廷
意
見
は
、
ま
ず
、
本
件
の
よ
う
な
投
票
規
制
の
事
例
に
お
い
て
は
、
違
憲
審
査
基
準
と
し
て
、
原
告
の
権
利
へ
の
制
限
の

程
度
を
考
慮
に
入
れ
た
利
益
衡
量
基
準
が
妥
当
す
る
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
、
原
告
の
権
利
が
厳
し
い
（severe

）
制
限
に
服
す
る
場
合

に
は
厳
格
審
査
が
妥
当
す
る
一
方
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
緩
や
か
な
審
査
が
妥
当
す
る
と
さ
れ
）
13
（

る
。
こ
う
し
た
枠
組
み
を
前
提
に
、

法
廷
意
見
は
、
当
該
法
に
よ
っ
て
、
修
正
一
条
に
根
拠
を
持
つ
「
選
択
お
よ
び
結
社
の
自
由
」（at 436-437

）
が
制
限
さ
れ
て
い
る
と
の

構
成
を
と
る
。
投
票
を
、
自
己
の
好
む
候
補
者
を
選
択
し
、
こ
れ
と
結
社
す
る
自
由
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
件
で
は
、

原
告
の
上
記
権
利
に
対
す
る
厳
し
い

0

0

0

制
限
は
生
じ
て
い
な
い
と
い
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
ハ
ワ
イ
州
の
投
票
用
紙
へ
の
ア
ク
セ
ス

（
候
補
者
と
し
て
投
票
用
紙
に
登
載
さ
れ
る
こ
と
）
要
件
が
厳
格
で
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
厳
格
で
な
け
れ
ば
、
書
き
込
み

投
票
が
禁
止
さ
れ
て
い
て
も
、
有
権
者
の
候
補
者
選
択
の
実
質
的
な
範
囲
は
さ
ほ
ど
限
定
さ
れ
な
い
。
こ
う
し
て
、
本
件
で
は
、
緩
や
か



選挙法と政治的競争

207

な
基
準
が
妥
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
他
方
で
、
法
廷
意
見
は
、
書
き
込
み
投
票
の
禁
止
が
、
①
過
度
な
党
派
主
義
の
防
止
、
②
「
他
党

襲
撃
」（
支
持
政
党
以
外
の
予
備
選
挙
に
参
加
し
、
そ
の
結
果
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
）
の
防
止
、
と
い
う
「
正
統
な
利
益
」
に
資
す
る
と
い
う
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
利
益
は
、
原
告
の
修
正
一
条
上
の
権
利
へ
の
制
限
よ
り
も
大
き
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
当
該
法
を
合
憲
と
し
た
。

　
⑵
　
適
用

―
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス

　
こ
れ
に
対
し
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、
本
事
案
を
、
政
治
的
競
争
の
確
保
と
い
う
視
点
か
ら
分
析
す
る
。
そ
の
行
論
は
や
や
複

雑
な
の
で
、
整
理
を
施
し
つ
つ
紹
介
し
よ
う
。

　
第
一
に
彼
ら
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
当
該
法
の
反
競
争
的
効
果
を
指
摘
す
）
14
（

る
：
①
ハ
ワ
イ
州
で
は
州
上
院
、
下
院
、
知
事
等
、
複

数
の
予
備
選
挙
を
同
時
に
行
う
が
、
州
法
の
規
定
に
よ
り
、
有
権
者
は
、
全
て
の
公
職
に
つ
き
同
一
政
党
の
予
備
選
挙
に
し
か
参
加
で
き

な
い
、
②
同
州
は
民
主
党
の
一
党
支
配
が
な
さ
れ
、
同
党
の
予
備
選
挙
が
実
質
的
に
本
選
挙
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
た
め
、
有
権
者
は
、

た
と
え
特
定
の
公
職
の
候
補
者
と
し
て
他
党
な
い
し
無
党
派
の
候
補
者
を
支
持
し
て
い
て
も
、
民
主
党
の
予
備
選
挙
に
参
加
す
る
強
い
誘

因
を
持
つ
、
③
と
こ
ろ
で
、
同
州
で
無
党
派
候
補
者
が
本
選
挙
の
投
票
用
紙
に
登
載
さ
れ
る
た
め
に
は
、
無
党
派
の
予
備
選
挙
に
出
馬
し

た
上
で
、
予
備
選
挙
全
体
の
一
〇
％
以
上
も
し
く
は
政
党
予
備
選
挙
の
当
選
者
の
最
低
得
票
以
上
を
獲
得
す
る
必
要
が
あ
る
、
④
だ
が
、

前
記
①
‐
③
ゆ
え
に
、
無
党
派
候
補
者
の
予
備
選
挙
で
の
十
分
な
得
票
は
困
難
で
あ
り
、
本
選
挙
の
投
票
用
紙
に
登
載
さ
れ
る
こ
と
は

難
し
い
、
⑤
こ
の
点
、
も
し
予
備
選
挙
で
の
書
き
込
み
投
票
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
基
本
的
に
民
主
党
の
予
備
選
挙
に
参
加
し
つ
つ
、
公
職

の
種
類
に
よ
っ
て
は
書
き
込
み
投
票
を
通
じ
て
無
党
派
候
補
者
に
投
票
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
本
法
の
禁
止
対
象

で
あ
る
、
⑥
故
に
「
ハ
ワ
イ
法
の
累
積
的
構
造
は
、
民
主
党
の
一
党
支
配
に
対
し
て
生
じ
つ
つ
あ
る
抵
抗
を
骨
抜
き
に
す
る
」（at 671

）。

　
第
二
に
彼
ら
は
、
州
利
益
の
正
当
性
を
判
断
す
る
際
に
競
争
確
保
の
観
点
を
導
入
す
る
。
こ
の
議
論
は
、
裁
判
所
に
よ
る
正
当
な
州
利

益
の
認
定
を
批
判
す
る
文
脈
で
展
開
さ
れ
て
い
）
15
（

る
：
①
法
廷
意
見
は
、
当
該
州
法
に
よ
り
達
成
さ
れ
る
利
益
を
、「
他
党
襲
撃
」
の
防
止
、

「
際
限
な
い
派
閥
主
義
」
の
防
止
な
ど
、「
高
度
に
抽
象
的
な
形
で
」（at 673

）
表
現
し
、
こ
れ
を
正
統
な
も
の
と
し
た
、
②
し
か
し
、
こ
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こ
で
の
「
州
」
と
は
、
実
際
に
は
、「
民
主
党
の
現
職
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
」
も
の
に
他
な
ら
な
い
（Id.

）、
③
そ
の
上
で
、
政
治
過

程
の
現
実
を
見
る
と
、「
他
党
襲
撃
」
の
防
止
と
は
、
予
備
選
挙
に
お
け
る
民
主
党
内
の
反
体
制
派
と
党
外
勢
力

―
民
主
党
以
外
の
政

党
等

―
と
の
連
携
を
妨
害
し
、
政
治
状
況
の
固
定
化
を
招
く
も
の
で
あ
る
、
④
「
そ
の
よ
う
な
利
益
は
州
の
行
為
を
正
当
化
す
る
も
の

と
は
程
遠
く
、
逆
に
裁
判
所
が
か
か
る
行
為
を
無
効
と
す
る
理
由
と
な
る
べ
き
で
あ
る
」（at 674

）。

　
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、
以
上
の
よ
う
な
理
由
づ
け
を
展
開
し
て
、
書
き
込
み
投
票
を
禁
止
す
る
本
件
ハ
ワ
イ
州
法
は
、
違
憲

と
な
る
べ
き
だ
っ
た
と
結
論
し
た
。

2
　T

im
m
ons

事
件
へ
の
適
用

　
次
に
、Tim

m
ons v. Tw

in Cities Area N
ew
 Party

事
）
16
（

件
へ
の
適
用
を
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
も
、「
市
場
と
し
て
の
政
治
」
論
文
で

展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
⑴
　
事
実
と
判
旨

　Tim
m
ons

事
件
で
は
、
選
挙
で
のfusion
を
禁
止
す
る
ミ
ネ
ソ
タ
州
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
。fusion

と
は
、
二
つ
以
上
の
政
党

が
、
同
一
人
物
を
自
党
の
候
補
者
と
す
る
こ
と
を
指
す
。
二
大
政
党
（
共
和
党
も
し
く
は
民
主
党
）
の
ど
ち
ら
か
の
候
補
者
に
、
第
三
政
党

等
が
「
相
乗
り
」
す
る
の
が
典
型
で
あ
る
。

　
一
九
九
四
年
の
州
議
会
上
院
選
挙
に
お
い
て
、
新
興
政
党
で
あ
る
新
党
（The N

ew
 Party

）
は
、
あ
る
選
挙
区
で
、
既
に
民
主
労
農
党

（D
em
ocratic-Farm

er-Labor Party. 

民
主
党
と
労
農
党
が
合
併
し
て
で
き
た
政
党
で
実
質
的
に
は
民
主
党

0

0

0

0

0

0

0

0

）
の
候
補
者
だ
っ
た
ド
ー
キ
ン
ス
を
自

党
の
候
補
者
と
し
て
選
定
し
た
。
そ
の
際
、
同
氏
お
よ
び
同
党
の
反
対
は
無
か
っ
た
。
し
か
し
、
ド
ー
キ
ン
ス
を
候
補
者
と
す
る
新
党
の

候
補
者
指
名
届
は
、fusion

を
禁
止
す
る
州
法
と
抵
触
す
る
た
め
、
選
挙
管
理
当
局
は
受
領
を
拒
否
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
新
党
が
同
法

の
違
憲
性
を
主
張
し
た
の
が
、
本
件
で
あ
る
。
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最
高
裁
法
廷
意
見
は
、
本
件
を
、
主
と
し
て
、
自
党
の
候
補
者
を
選
ぶ
政
党
の
権
利

―
修
正
一
条
に
根
拠
を
持
つ
結
社
権
の
一
内

容

―
の
制
限
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
と
見
た
上
で
、Burdick

判
決
で
用
い
ら
れ
た
、
権
利
へ
の
制
限
の
程
度
を
考
慮
に
入
れ
た
利
益

衡
量
基
準
を
採
用
す
る
。
こ
の
点
、
法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
、「
特
定
の
個
人
が
特
定
の
政
党
の
候
補
と
し
て
投
票
用
紙
に
登
場
で
き
な
い

こ
と
は
、
政
党
の
結
社
権
に
厳
し
く
（severely

）
負
担
を
課
す
も
の
で
な
い
」（at 359

）。
即
ち
、
同
法
が
禁
止
す
る
の
は
、
既
に
他
の

政
党
の
候
補
者
で
あ
る
者
を
候
補
者
と
す
る
こ
と
だ
け
な
の
で
、
政
党
の
候
補
者
選
定
の
範
囲
は
、
僅
か
な
程
度
し
か
制
限
さ
れ
な
い
、

故
に
そ
れ
は
政
党
の
結
社
権
へ
の
厳
し
い
制
限
で
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
本
件
で
は
、
緩
や
か
な
審
査
基
準
が
適
用
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
上
で
、
法
廷
意
見
は
、
本
件
州
法
に
よ
っ
て
、
①
投
票
用
紙
が
選
挙
広
告
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
防
）
17
（

止
、

②
州
の
投
票
用
紙
ア
ク
セ
ス
制
度
の
維
持
、
③
二
大
政
党
制
の
促
進
な
い
し
政
治
制
度
の
安
定
性
の
確
保
、
と
い
っ
た
利
益
が
達
成
さ
れ

る
と
し
、
こ
う
し
た
「『
相
応
に
重
い
』
有
効
な
州
利
益
」（at 370

）
に
よ
っ
て
、
新
党
の
結
社
権
へ
の
負
担
は
正
当
化
さ
れ
る
、
と
結

論
づ
け
た
。

　
⑵
　
適
用

―
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス

　
本
法
廷
意
見
に
対
す
る
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
批
判
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
第
一
に
彼
ら
は
、fusion

の
禁
止
が
新
興
政
党
・
第
三
政
党
を
害
す
る
反
競
争
的
効
果
を
持
つ
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
二
大
政
党
に

よ
っ
て
意
図
的
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
よ
り
詳
細
に
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
）
18
（
る
：
①
一
九
世
紀
の
米
国
で
は
第
三
諸
政
党
の

活
動
が
活
発
だ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
はfusion

を
活
用
し
て
い
た
、
②
第
三
諸
政
党
は
、fusion

の
相
手
方
で
あ
る
二
大
政
党
（
共
和
党
も

し
く
は
民
主
党
）
の
意
思
決
定

―
特
に
、
候
補
者
と
し
て
誰
を
選
ぶ
か
の
決
定

―
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
こ
と
が
第

三
諸
政
党
の
存
在
感
を
高
め
た
、
③
米
国
の
多
く
の
州
で
は
、
本
選
挙
に
お
い
て
一
定
数
以
上
の
得
票
を
し
た
政
党
の
み
に
次
の
選
挙
サ

イ
ク
ル
で
の
無
条
件
の
投
票
用
紙
ア
ク
セ
ス
そ
の
他
の
特
権
が
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
第
三
政
党
はfusion

に
よ
り
、
二
大
政
党
に
票

が
集
中
す
る
傾
向
の
あ
る
小
選
挙
区
制
の
下
で
も
、
こ
の
要
件
の
充
足
で
き
た
、
④
し
か
し
そ
の
後
、「fusion

候
補
者
を
禁
止
す
る
動
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き
が
、
二
大
政
党
構
造
を
固
定
化
す
る
こ
と
に
よ
り
第
三
政
党
の
競
争
を
排
除
す
る
意
図
的
な
戦
術
（deliberate tactic

）
と
し
て
登
場

し
、
…
…
現
代
政
治
に
お
い
て
第
三
政
党
の
存
在
感
は
劇
的
に
減
少
し
た
」。
そ
し
て
、
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、
以
上
の
諸
点

を
踏
ま
え
る
と
、
本
件
で
は
「
厳
し
い
（exacting

）
司
法
審
査
」（at 685

）
が
行
わ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
と
言
う
。

　
第
二
に
、
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、Burdick

判
決
へ
の
適
用
と
同
様
、
州
利
益
の
正
当
性
を
判
断
す
る
文
脈
で
競
争
確
保
の

観
点
を
導
入
す
る
。
こ
こ
で
特
に
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
法
廷
意
見
が
、
二
大
政
党
制
の
促
進
な
い
し
政
治
制
度
の
安
定
性
の
確
保
を
、

正
当
な
州
利
益
と
し
て
承
認
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
彼
ら
は
、「『
安
定
性
を
強
め
る
』
規
制
な
る
も
の
は
、
…
…
（
民
主
党
員
と

共
和
党
員
に
よ
っ
て
の
み
構
成
さ
れ
る
）
州
議
会
に
、
実
際
上
挑
戦
不
可
能
な
二
政
党
寡
占
の
創
出
を
許
す
こ
と
の
別
名
に
容
易
く
な
り
得

る
」（at 686

）
と
述
べ
て
、
当
該
州
利
益
の
正
当
性
を
否
定
す
る
。

　
な
お
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
適
用
さ
れ
た
場
合
の
当
該
法
の
合
憲
性
判
断
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
違
憲
性
が
強
く
示
唆
さ
れ
て
い

る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

3
　Jones

事
件
へ
の
適
用

　
次
に
、California D
em
ocratic Party v. Jones
判
）
19
（
決
で
あ
る
。

　
⑴
　
事
実
と
判
旨

　Jones

判
決
で
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
の
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
包
括
的
予
備
選
挙
（blanket prim

ary

）
で
あ
る
。
包
括
的

予
備
選
挙
と
は
、
予
備
選
挙
制
度
の
一
つ
で
、
有
権
者
が
、
選
挙
さ
れ
る
公
職
ご
と
）
20
（

に
、
全
て
の
政
党
の
候
補
者
に
投
票
可
能
で
あ
る
こ

と
を
特
徴
と
す
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
元
来
、
閉
鎖
型
予
備
選
挙
（
投
票
に
際
し
て
政
党
登
録
を
要
し
、
投
票
対
象
が
自
党
の
候
補
者
に

限
定
さ
れ
る
）
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
閉
鎖
型
予
備
選
挙
の
下
で
は
、
政
党
内
の
最
も
極
端
な
意
見
を
持
つ
人
々
の
選
好
に
適

う
候
補
者
が
選
出
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
結
果
と
し
て
、
本
選
挙
が
、
各
政
党
の
極
端
な
意
見
を
持
つ
候
補
者
同
士
の
争
い
と
な
っ
て
、
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有
権
者
の
多
く
の
割
合
を
占
め
る
中
位
有
権
者
（m

edian voter

）
が
選
択
に
困
る
と
い
う
状
況
が
生
じ
て
い
た
。
こ
れ
を
嫌
っ
た
州
民

が
一
九
九
六
年
に
州
民
発
案
を
通
じ
て
包
括
的
予
備
選
挙
を
導
入
し
た
の
に
対
し
、
二
大
政
党
を
中
心
と
す
る
州
内
の
諸
政
党
が
本
法
の

違
憲
性
を
争
っ
た
の
が
、
本
件
で
あ
る
。

　
最
高
裁
法
廷
意
見
は
、
本
法
が
、
政
党
に
対
し
て
、
当
該
政
党
へ
の
所
属
を
拒
否
し
た
者
や
敵
対
政
党
員
と
結
合
す
る
こ
と
を
強
制
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
当
該
政
党
が
選
定
す
る
候
補
者
や
そ
の
候
補
者
が
採
る
政
治
的
立
場
を
変
え
て
し
ま
う
危
険
性
が
極
め
て

高
い
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
修
正
一
条
で
保
障
さ
れ
る
政
党
の
結
社
し
な
い
権
利
を
、「
こ
れ
以
上
の
重
い
負
担
を
思
い
つ
く
こ
と
が
で

き
な
い
」
程
の
厳
し
さ
で
制
限
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
（at 582

）。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
軽
微
な
権
利
制
限
し
か
生
じ
て
い
な
か
っ
た

Burdick

事
件
等
と
は
異
な
り
、
本
法
に
は
、
厳
格
審
査
が
適
用
さ
れ
る
と
し
た
。
本
法
を
正
当
化
す
る
州
利
益
と
し
て
は
、
①
公
選
職

の
代
表
性
の
向
上
、
②
党
派
的
関
心
を
超
え
る
候
補
者
討
論
の
促
進
、
③
無
所
属
・
小
政
党
の
構
成
員
へ
の
効
果
的
な
投
票
の
保
障
、
が

提
示
さ
れ
た
が
、
最
高
裁
は
、
こ
れ
ら
諸
利
益
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
政
党
の
結
社
権
を
否
定
す
る
も
の
だ
と
し
て
、
そ
の
正
統
性
を
認

め
な
か
っ
た
。
ま
た
、「
公
正
の
促
進
、
投
票
者
に
よ
り
多
く
の
選
択
の
付
与
、
投
票
者
の
参
加
の
増
進
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
」（at 

584

）
と
い
っ
た
利
益
も
提
示
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
も
し
前
記
諸
利
益
が

や
む
に
や
ま
れ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
利
益
は
、
結
社
の
自
由
に
対
す
る
制
限
が
よ
り
少
な
い
他
の
予
備
選
挙
制
度
（
非
党

派
的
包
括
的
予
備
選
挙
制
度
）
に
よ
っ
て
も
実
現
が
可
能
だ
と
さ
れ
、
結
局
、
本
法
は
違
憲
と
さ
れ
た
。

　
⑵
　
適
用

―
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス

　
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、「
市
場
と
し
て
の
政
治
」
論
文

―
こ
れ
はJones

事
件
最
高
裁
判
決
以
前
の
論
文
で
あ
る

―
に

お
い
て
、
本
法
は
、
①
第
三
政
党
等
に
不
利
益
を
与
え
る
効
果
を
生
じ
さ
せ
な
い
、
②
州
民
発
案
を
通
じ
て
導
入
さ
れ
た
た
め
、
支
配
政

党
の
反
競
争
的
意
図
が
存
在
し
な
い
、
と
い
う
二
点
か
ら
、
そ
の
合
憲
性
を
支
持
し
た
（at 668 -669 n100

）。
但
し
こ
れ
は
脚
注
で
の
簡

潔
な
記
述
に
留
ま
る
。
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⑶
　
適
用

―
イ
サ
カ
ロ
フ

　
そ
こ
で
以
下
で
は
、
判
決
後
に
、
よ
り
詳
細
な
議
論
を
展
開
し
た
イ
サ
カ
ロ
フ
の
二
〇
〇
一
年
の
論
文
「
公
的
目
的
を
担
う
私
的
な
政

党
：
政
党
、
結
社
的
自
由
、
党
派
的
競
）
21
（
争
」
を
見
て
み
よ
）
22
（
う
。

　
イ
サ
カ
ロ
フ
は
、
ま
ず
、
法
廷
意
見
が
政
党
の
結
社
権
を
過
度
に
実
体
化
し
た
も
の
と
批
判
し
、
こ
れ
を
退
け
た
上
で
、「
政
治
市
場

に
お
い
て
適
切
な
レ
ベ
ル
の
競
争
性
を
維
持
す
る
た
め
の
必
要
条
件
と
し
て
」
政
党
の
自
律
を
認
め
る
べ
き
だ
と
言
う
（at 299

）。
即
ち
、

政
治
的
競
争
が
政
党
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
こ
と

―
政
党
間
競
争

―
を
前
提
に
、
有
効
な
政
党
間
競
争
の
維
持
に
必
要
な
限
り
で
、
政

党
の
自
律
性
に
憲
法
的
保
護
を
認
め
る
、
と
い
う
視
座
を
定
め
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
前
提
に
彼
は
、
近
年
の
政
治
学
の
成
果
に
も
依
拠
し
な
が
ら
、
有
効
な
政
党
間
競
争
の
成
立
条
件
と
し
て
、
各
政
党
が
一
定
の

党
派
的
性
格
を
持
つ
こ
と
を
挙
げ
る
。「
も
し
政
党
が
、
単
に
中
位
有
権
者
の
た
め
の
制
度
と
な
れ
ば
、
政
党
は
そ
の
組
織
的
同
一
性
を

保
持
で
き
な
い
」（Id.

）。
そ
こ
で
次
の
問
題
は
、
政
党
の
党
派
性
が
維
持
さ
れ
る
条
件
は
何
か
で
あ
る
が
、
彼
は
、
政
党
内
の
活
動
家

（activist

）

―
政
党
ア
ジ
ェ
ン
ダ
推
進
の
た
め
に
時
間
と
資
源
を
捧
げ
る
中
核
的
な
政
党
員

―
の
存
在
が
不
可
欠
だ
と
い
う
。
活
動

家
は
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
極
端
さ
ゆ
え
に
、
政
党
の
党
派
的
輪
郭
を
維
持
す
る
役
割
を
果
た
す
と
い
う
の
が
、
そ
の
理
由
で
あ
る
。

ま
た
活
動
家
は
、
一
般
有
権
者
を
選
挙
運
動
・
投
票
へ
と
動
員
す
る
こ
と
で
、
政
治
的
競
争
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
。
こ
う
し
て
彼
は
、

発
案
一
九
八
の
合
憲
性
の
問
題
を
、
そ
れ
に
よ
っ
て
政
党
の
機
能
が
喪
失
さ
れ
る
ま
で
政
党
活
動
家
の
力
を
弱
め
る
か

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

、
と
い
う
形
で
再

定
式
化
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
イ
サ
カ
ロ
フ
は
、
ア
ラ
ス
カ
州
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
と
い
っ
た
、

既
に
包
括
的
予
備
選
挙
を
用
い
て
い
る
州
の
実
情
、
即
ち
「
経
験
的
証
拠
（em

pirical evidence

）」
に
目
を
向
け
る
（at 300

）。
す
る
と
、

そ
う
し
た
州
で
は
、
前
述
の
よ
う
な
状
況
は
発
生
し
て
い
な
い

0

0

0

こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
か
ら
彼
は
、
提
案
一
九
八
は
有
効
な
政
党
間
競
争

を
損
な
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
故
、
合
憲
と
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
と
結
論
し
た
。
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4
　
中
間
期
再
区
割
り
を
め
ぐ
っ
て

　
次
に
、
い
わ
ゆ
る
中
間
期
再
区
割
り
（M

id-D
ecade Redistricting

）
に
対
す
る
、
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
の
批
判
を
見
て
み
よ

う
。
米
国
で
は
、
一
票
の
価
値
の
平
等
を
達
成
す
る
た
め
、
一
〇
年
に
一
回
の
国
勢
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
て
議
席
再
区
画
を
行
う
こ
と

が
、
判
例
を
通
じ
て
憲
法
上
の
要
請
と
し
て
確
立
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
各
州
の
選
挙
区
割
り
主
体
（
多
く
の
場
合
州
議
会
）
は
、
一
〇

年
に
一
回
、
連
邦
下
院
選
挙
お
よ
び
州
議
会
選
挙
の
再
区
割
り
を
行
う
。
と
こ
ろ
が
近
年
、
主
に
共
和
党
が
多
数
を
占
め
る
州
議
会
で
、

そ
れ
以
外
の

0

0

0

タ
イ
ミ
ン
グ
で
区
割
り
を
行
う
動
き
が
出
て
き
た
。
こ
れ
が
中
間
期
再
区
割
り
で
あ
る
。
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、
二
〇
〇
六
年
の

論
文
「
憲
法
と
政
治
的
競
）
23
（

争
」
で
、
連
邦
下
院
選
挙
の
中
間
期
再
区
割
り
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
を
展
開
す
る
。

　
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
ま
ず
、
議
論
の
前
提
と
し
て
、
連
邦
下
院
選
挙
区
の
区
割
り
権
限
に
関
す
る
合
衆
国
憲
法
の
構
造
を
確
認
す
る
。
現
行

憲
法
上
、
連
邦
下
院
の
区
割
り
は
第
一
次
的
に
州
が
担
う
。
し
か
し
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
各
州
固
有
の
権
限
で
は
な
く
、
合
衆
国
憲
法

第
一
条
四
節
の
選
挙
条
項
（Elections Cla
）
24
（use

）
を
通
じ
て
付
与
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
授
権
の
趣

旨
か
ら
来
る
内
在
的
限
界

―
権
限
行
使
の
範
囲
（scope

）
と
目
的
（aim

, purpose

）
に
つ
い
て
の
限
界

―
が
あ
る
と
い
う
。
そ
し

て
彼
は
、
こ
の
内
在
的
限
界
を
論
じ
る
文
脈
で
、
政
治
的
競
争
の
観
点
を
導
入
す
る
。
即
ち
「
競
争
的
な
連
邦
下
院
選
挙
を
骨
抜
き
に
し
、

選
挙
を
通
じ
た
答
責
性
を
損
な
わ
せ
る
資
格
を
、
選
挙
条
項
は
州
議
会
に
与
え
て
い
な
い
」
と
の
選
挙
条
項
解
釈
を
示
す
の
で
あ
る
（at 

2

）
25
（62

）。
以
上
を
踏
ま
え
て
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、
中
間
期
再
区
割
り
に
つ
い
て
議
論
を
進
め
、
次
の
よ
う
な
立
場
を
示
す
：「
裁
判
所
は
、
次

の
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
、
選
挙
条
項
は
、
司
法
決
定
に
よ
る
要
請
や
異
常
事
態
（
ハ
リ
ケ
ー
ン
・
カ
ト
リ
ー
ナ
や
そ
れ
に
伴
う

大
き
な
人
口
増
減
等
）
が
な
い
場
合
に
、
中
間
期
区
割
り
に
従
事
す
る
権
限
を
州
に
認
め
て
い
な
い
」（at 272

）。
即
ち
、
再
区
割
り
を
命

じ
る
裁
判
所
の
決
定
や
災
害
の
発
生
と
い
っ
た
例
外
的
場
合
を
除
い
て
、
一
〇
年
に
一
回
の
サ
イ
ク
ル
以
外
で
州
が
区
割
り
を
行
う
こ
と

を
禁
止
す
る
法
準
則
を
、
裁
判
所
は
定
立
す
べ
き
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
無
論
、
先
の
選
挙
条
項
解
釈
と
、
中
間
期
区
割
り
の
原
則
禁
止
と
い
う
準
則
と
の
間
に
、
説
明
を
要
す
る
一
定
の
距
離
が
あ
る
こ
と
を
、
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ピ
ル
デ
ィ
ス
は
理
解
し
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
こ
の
距
離
を
、「
明
白
な
ル
ー
ル
（bright-line rule

）」
が
「
選
挙
を
通
じ
た
答
責
性
お

よ
び
競
争
的
選
挙
と
い
う
憲
法
的
保
護
を
強
化
す
る
だ
ろ
う
」
と
の
見
通
し
に
よ
っ
て
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
（Id.

）。
こ
こ
で
は
、
中

間
期
再
区
割
り
が
反
競
争
的
意
図
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
こ
と
（at 274

）、
そ
の
準
則
が
「
運
用
可
能

（m
anageable

）
な
司
法
的
基
準
」（at 263

）
で
あ
る
こ
と
、
が
強
調
さ
れ
る
。
以
上
の
推
論
を
通
じ
て
、
競
争
確
保
の
観
点
か
ら
中
間
期

再
区
割
り
の
原
則
禁
止
と
い
う
要
請
が
導
か
れ
た
。

5
　Guffney

事
件
へ
の
適
用

　
さ
ら
に
、
前
項
ま
で
の
議
論
に
は
収
ま
ら
な
い
試
み
が
、
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
経

済
法
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
通
じ
た
司
法
審
査
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
イ
サ
カ
ロ
フ
の
二
〇
〇
二
年
の
論
文
「
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
と
政
治
的

カ
ル
テ
）
26
（
ル
」
で
鮮
明
に
展
開
さ
れ
た
。

　
⑴
　
事
実
と
判
旨

　
こ
の
論
文
で
イ
サ
カ
ロ
フ
は
、G

affney v. Cum
ings

事
）
27
（
件
を
取
り
上
げ
る
。G

uffney

事
件
は
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
議
会
の
選

挙
区
割
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
で
、
そ
の
重
要
争
点
の
一
つ
は
、
当
該
区
割
り
が
、
公
正
原
則
に
基
づ
き
策
定
さ
れ
た
こ
と
を

平
等
保
護
条
項
上
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
で
あ
っ
た
。
公
平
原
則
と
は
、
選
挙
で
議
席
を
獲
得
す
る
見
込
み
の
あ
る
政
党

―
共
和
党

と
民
主
党

―
に
、
州
全
体
に
お
け
る
各
政
党
の
政
治
力
（political strength

）
に
概
ね
比
例
し
た
議
席
を
確
保
す
る
と
い
う
原
則
で
あ

る
（「
政
治
力
」
は
過
去
三
度
の
州
全
体
選
挙
に
お
け
る
各
政
党
候
補
者
の
得
票
率
に
基
づ
き
測
定
さ
れ
、
結
果
的
に
、
民
主
党
に
七
〇
、
共
和
党
に
五
五

か
ら
六
〇
の
安
全
議
席
が
割
り
当
て
ら
れ
た
）。
最
高
裁
法
廷
意
見
は
、
公
平
原
則
に
基
づ
い
て
区
割
り
を
行
う
こ
と
は
「
憲
法
上
許
容
さ
れ

る
だ
け
で
な
く
、
望
ま
し
い
」
と
い
う
州
側
の
主
張
を
認
め
る
形
で
、
当
該
原
則
の
正
統
性
を
認
め
た
（at 752

）。

　
⑵
　
適
用

―
イ
サ
カ
ロ
フ
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イ
サ
カ
ロ
フ
は
、
こ
の
判
断
を
批
判
し
、
当
該
選
挙
区
割
は
違
憲
無
効
と
な
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
が
、
そ
の
際
、
次
の
よ
う
な
反
ト

ラ
ス
ト
法
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
依
拠
し
）
28
（

た
。

　
ま
ず
、
イ
サ
カ
ロ
フ
は
、
本
件
選
挙
区
割
が
、
競
争
者
間

―
民
主
党
と
共
和
党

―
の
合
意
に
基
づ
い
て
（
政
治
的
）
競
争
を
制
限

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
い
う
水
平
的
競
争
制
限
協
定
と
し
て
理
解
可
能
だ
と
い
う
。
こ
の
点
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
の

判
例
法
理
は
、
水
平
的
競
争
制
限
協
定
の
違
法
性
判
断
枠
組
み
と
し
て
、
①
当
然
違
法
の
原
則
（per se illegal

）、
②
合
理
の
原
則
（rule 

of reason

）
の
二
種
類
を
用
意
し
て
い
る
。
当
然
違
法
の
原
則
は
、
市
場
分
割
協
定
（
競
争
が
行
わ
れ
る
地
理
的
範
囲
を
限
定
し
、
本
来
の
供
給

量
を
制
限
す
る
こ
と
）、
ボ
イ
コ
ッ
ト
、
価
格
協
定
に
適
用
さ
れ
、
こ
れ
に
該
当
す
る
と
直
ち
に
、
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
上
違
法
と
評
価
さ

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
合
理
の
原
則
は
、
よ
り
軽
微
な
反
競
争
類
型
に
適
用
さ
れ
、
事
案
ご
と
に
、
そ
の
内
容
、
参
加
者
の
力
、
目
的
・

意
図
、（
競
争
に
及
ぼ
す
）
効
果
を
総
合
的
に
衡
量
し
て
違
法
性
が
判
断
さ
れ
る
。

　
こ
れ
を
前
提
に
彼
は
、
本
件
選
挙
区
割
は
、
政
党
間
競
争
が
行
わ
れ
る
地
理
的
範
囲
を
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、「
市
場
分
割
」

協
定
に
該
当
す
る
と
い
う
。
そ
し
て
市
場
分
割
協
定
が
判
例
法
理
上
「
当
然
違
法
」
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
競
争
制
限
類
型
で
あ
る
こ
と

を
捉
え
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
：
そ
の
よ
う
な
選
挙
区
割
り
は
、
そ
れ
が
促
進
す
る
政
府
利
益
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
れ
、

「
当
然
に
違
法
（per se illegal

）
と
な
る
で
あ
ろ
う
」（at 618

）。

　
ま
た
、
イ
サ
カ
ロ
フ
は
、
仮
に
「
合
理
の
原
則
」
が
適
用
さ
れ
た
と
し
て
も
、
本
件
選
挙
区
割
は
違
法
（
＝
違
憲
）
と
な
る
と
言
う
。

「
合
理
の
原
則
」
の
下
で
は
、
裁
判
所
は
、
事
案
を
総
合
的
に
衡
量
し
て
当
該
協
定
が
不
合
理
な
競
争
制
限
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
。

し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
問
題
と
な
る
競
争
制
限
協
定
が
、「
カ
ル
テ
ル
の
確
立
や
競
争
の
抑
圧
に
と
っ
て
好
都
合
な
特
定
の
市
場
環

境
（m
arket conditions

）」
に
お
い
て
結
ば
れ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
当
該
協
定
に
対
し
て
「
特
別
な
懸
念
」
を
払
っ
て
き
た
（at 

619

）。
具
体
的
に
は
、
第
一
に
、
当
該
協
定
に
関
わ
っ
た
当
事
者
た
ち
の
市
場
占
有
率
が
高
い
場
合
、
第
二
に
、
当
該
協
定
の
部
外
者
が

競
争
に
参
加
す
る
機
会
が
排
除
さ
れ
て
い
る
度
合
い
が
高
い
場
合
、
第
三
に
、
当
該
協
定
が
履
行
さ
れ
る
確
実
性
が
高
い
場
合
、
が
あ
る
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と
い
う
。
こ
の
点
、
本
件
選
挙
区
割
は
、
❶
共
和
党
と
民
主
党
と
い
う
市
場
占
有
率
の
高
い
当
事
者
間
の
協
定
で
あ
り
、
❷
小
選
挙
区
制

の
下
で
は
第
三
政
党
の
参
入
障
壁
は
著
し
く
高
く
、
❸
選
挙
区
割
は
「
州
法
」
で
あ
る
か
ら
そ
の
履
行
が
確
実
で
あ
る
、
と
い
う
特
徴
を

持
つ
。
以
上
か
ら
イ
サ
カ
ロ
フ
は
当
該
選
挙
区
割
が
「
容
易
に
違
憲
無
効
」（Id.

）
と
な
る
べ
き
だ
っ
た
と
結
論
す
る
の
で
あ
）
29
（
る
。

㈢
　
整
　
理

　
以
上
、
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
の
名
の
下
に
展
開
さ
れ
て
き
た
議
論
を
紹
介
し
て
き
た
。
こ
こ
で
一
旦
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
整
理

し
て
お
こ
う
。

1
　
政
治
的
競
争
の
主
体

　
初
め
に
、
彼
ら
が
前
提
と
す
る
政
治
的
競
争
の
イ
メ
ー
ジ
を
確
定
す
る
た
め
に
、
政
治
的
競
争
の
主
体

0

0

の
問
題
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
が
政
治
的
競
争
と
い
う
時
、
競
争
を
繰
り
広
げ
る
主
体
と
し
て
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は

―
有
権
者
・

候
補
者
個
人
と
い
う
よ
り
も

―
政
治
組
織
、
就
中
、
政
党
で
あ
る
。
政
党
と
い
う
レ
ン
ズ
を
通
じ
て
政
治
的
競
争
を
捉
え
る
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
選
挙
法
が
生
じ
さ
せ
る
効
果
を
査
定
す
る
文
脈
で
は
、
有
権
者
や
候
補
者
個
人
で
は
な
く
、
諸
政
党
の
活
動
や
活
力
に
与
え

る
影
響
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（Burdick

事
件
へ
の
適
用
、Tim

m
ons

事
件
へ
の
適
用
、Jones

事
件
へ
の
適
用
）。

　
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、
一
九
九
九
年
の
論
文
「
政
治
的
競
争
の
理
）
30
（
論
」
で
、
こ
の
点
を
敷
衍
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
諸
個
人
が
選
挙
政

治
の
主
体
で
あ
る
と
の
考
え
は
、
現
実
性
を
欠
く
。「
普
通
選
挙
権
と
広
大
な
領
域
を
備
え
た
現
代
社
会
に
お
け
る
、
民
主
政
治
の
重
要

な
事
実
は
、
組
織
と
い
う
形
態
…
…
を
通
じ
て
媒
介
さ
れ
て
初
め
て
、
個
人
の
参
加
が
意
味
の
あ
る
も
の
に
な
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
」（at 1608

）。
そ
れ
故
、
選
挙
法
を
評
価
す
る
際
に
は
、
そ
れ
が
諸
組
織
の
活
動
に
与
え
る
影
響
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
中
で
も
政
党
は
、
諸
個
人
の
見
解
を
集
約
し
て
効
果
的
に
表
明
す
る
「
中
心
的
道
具
」（Id.

）
で
あ
る
が
故
に
、
法
的
議
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論
で
も
特
別
な
位
置
を
占
め
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
。

2
　
反
競
争
的
選
挙
法
の
類
型

　
こ
の
よ
う
に
、
彼
ら
の
政
治
的
競
争
と
は
政
党
間
競
争
（inter-party com

petition

）
を
意
味
す
る
。
但
し
、
彼
ら
の
議
論
に
お
い
て
は
、

一
口
に
政
党
間
競
争
と
言
っ
て
も
、
反
競
争
的
選
挙
法
が
問
題
と
な
る
場
面
に
、
い
く
つ
か
の
類
型
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
第
一
に
、
既
存
政
党
が
新
興
政
党
に
競
争
上
の
不
利
益
を
課
す
類
型
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
一
党
支
配
州
に
お
け
る
支
配
政
党
の
行
為

が
問
題
と
な
る
場
合
（Burdick

事
件
）
と
、
二
大
政
党
制
が
確
立
し
て
い
る
州
に
お
け
る
二
大
政
党
間
の
共
謀
が
問
題
と
な
る
場
合

（Tim
m
ons

事
件
、Jones

事
件
（
共
著
論
文
）、G

affney

事
件
）
と
が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
政
治
市
場
へ
の
新
規
参
入
を
防
ぐ
こ

と
が
反
競
争
性
の
核
心
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
殆
ど
の
州
で
二
大
政
党
制
が
確
立
し
て
い
る
現
在
、
特
に
重
要
な
の
は
後
者
で
あ
り
、

イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
関
心
も
後
者
に
集
中
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
便
宜
上
、
後
者
に
こ
の
類

型
を
代
表
さ
せ
て
議
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、
現
職
に
二
大
政
党
所
属
の
議
員
が
集
中
し
て
い
る
米
国
に
お
い
て
は
、

多
く
の
場
合
こ
の
類
型
は
、
現
職
保
護
の
類
型
と
も
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
の
類
型
は
、
既
に
確
固
た
る
地
歩
を
占
め
て
い

る
政
党
が
、
敵
対
す
る
同
様
の
政
党
に
競
走
上
の
不
利
益
を
課
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
米
国
に
お
い
て
は
、
二
大
政
党
間
の
競
争
を

減
殺
す
る
と
い
う
形
で
現
れ
る
。
中
間
期
選
挙
区
割
り
の
原
則
禁
止
が
提
唱
さ
れ
る
背
景
に
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
類
型
へ
の
懸
念
と

言
え
よ
う
。
第
三
に
、
政
党
間
競
争
の
前
提
と
な
る
政
党
機
能
の
喪
失
を
捉
え
て
、
反
競
争
的
と
言
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
例
は
、
イ
サ

カ
ロ
フ
に
よ
るJones

事
件
へ
の
適
用
で
あ
る
。
し
か
し
、
管
見
の
限
り
、
こ
の
反
競
争
性
類
型
が
登
場
す
る
の
は
、
こ
の
一
例
だ
け
で

あ
る
。
極
め
て
例
外
的
な
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
以
下
で
は
、
こ
の
類
型
を
考
察
か
ら
除
外
し
て
お
く
。

　
以
上
要
す
る
に
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
主
と
し
て

0

0

0

0

懸
念
す
る
反
競
争
的
選
挙
法
に
は
、
①
二
大
政
党
が
共
謀
し
て
第
三
諸
政
党
に
競
争

上
の
不
利
益
を
課
す
類
型
と
、
②
二
大
政
党
中
の
一
方
が
他
方
に
競
争
上
の
不
利
益
を
課
す
類
型
、
の
二
つ
が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
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る
。
以
下
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
①
を
「
新
規
政
党
参
入
障
壁
型
」、
②
を
「
敵
対
政
党
侵
襲
型
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

3
　
裁
判
法
理

　
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
視
座
の
司
法
的
実
行
の
た
め
に
提
示
さ
れ
て
い
る
、
よ
り
具
体
的
な
考
慮
事
項

―
裁
判
法
理

―
に
は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　
⑴
　
反
競
争
的
効
果
と
反
競
争
的
意
図

　
ま
ず
、
選
挙
法
が
反
競
争
的
効
果

0

0

―
社
会
的
・
政
治
的
効
果

―
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
そ
こ
か
ら
一
定
の
帰
結
を
導

く
議
論
が
あ
る
（Burdick
事
件
﹇
反
競
争
的
効
果
の
発
生
を
違
憲
の
論
拠
の
一
つ
と
す
る
﹈、Jones

事
件
（
単
著
論
文
）﹇
反
競
争
的
効
果
の
未
発
生

を
合
憲
の
論
拠
と
す
る
﹈）。
ま
た
、
州
が
示
す
立
法
目
的
の
正
当
性
を
、
そ
の
目
的
の
推
進
が
帰
結
し
う
る
反
競
争
的
効
果
ゆ
え
に
否
定
す

る
論
法
（Burdick

事
件
﹇「
他
党
襲
撃
」
防
止
の
反
競
争
的
効
果
を
指
摘
﹈、Tim

m
ons

事
件
﹇
二
大
政
党
制
促
進
の
反
競
争
的
効
果
を
指
摘
﹈）
も
、

こ
の
文
脈
で
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
加
え
て
重
要
な
の
は
、
選
挙
法
の
背
景
に
あ
る
反
競
争
的
意
図

0

0

に
着
目
す
る
議
論
で
あ
る
（Tim

m
ons

事
件
﹇
反
競
争
的
意
図
の
存
在
に

よ
り
審
査
基
準
を
厳
格
化
﹈、
共
著
論
文
に
お
け
るJones
事
件
﹇
反
競
争
的
意
図
の
不
存
在
を
合
憲
性
認
定
の
一
要
素
と
し
て
提
示
﹈）。
但
し
、
こ
れ

ら
の
適
用
例
で
は
、
反
競
争
的
効
果
の
指
摘
と
併
せ
て
反
競
争
的
意
図
の
指
摘
が
登
場
し
て
お
り
、
各
要
素
が
単
独
で
ど
れ
程
の
重
み
を

持
つ
の
か
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
、
反
競
争
的
意
図
（
お
よ
び
効
果
）
の
存
在
が
、
直
接
的
に
違
憲
事
由
と
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
審
査

基
準
の
厳
格
度
を
決
す
る
要
素
と
な
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
一
貫
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
彼
ら
の
議
論
は
、
主
と
し
て
、
効
果
と
意
図
の
テ
ス
ト
を
通
じ
て
反
競
争
性
を
判
定
す
る
と
い
う
枠
組
み
を
採
用
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
各
要
素
に
如
何
な
る
規
範
的
重
み
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
が
如
何
な
る
法
的
帰
結
を
導
く
の
か
な
ど
、
不
明

確
な
点
が
少
な
く
な
い
。
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⑵
　
そ
の
他
の
道
具
立
て
と
そ
の
関
係

　
こ
れ
ら
以
外
の
道
具
立
て
も
確
認
し
て
お
く
と
、
ま
ず
、
中
間
期
区
割
り
の
原
則
禁
止
を
主
張
す
る
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
議
論
は
、
反
競
争

的
選
挙
法
を
排
除
す
る
た
め
の
予
防
的
な
法
理
（prophylactic rule

）
を
提
案
す
る
も
の
と
理
解
で
き
）
31
（
る
。
ま
た
注
目
す
べ
き
は
、
経
済

法
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
通
じ
た
推
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
選
挙
プ
ロ
セ
ス
を
あ
る
種
の
市
場
と
見
立
て
た
上
で
、
か
か
る
政
治
的
市
場
で
生
じ

る
諸
問
題
を
、
経
済
的
市
場
を
規
律
す
る
法
領
域
の
概
念
を
通
じ
て
把
握
す
る
試
み
と
言
い
う
る
。
そ
こ
か
ら
選
挙
法
の
憲
法
的
統
制
に

際
し
て
の
「
法
理
上
の
教
）
32
（
訓
」
を
得
る
の
で
あ
る
。

　
但
し
、
こ
の
二
つ
の
道
具
立
て
は
、
効
果
と
意
図
に
着
目
す
る
議
論
に
比
べ
て
、
汎
用
性
を
欠
く
憾
み
が
あ
る
（
こ
う
し
た
道
具
立
て
の

正
当
性
自
体
が
極
め
て
論
争
的
で
あ
る
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
有
用
な
経
済
法
上
の
規
範
の
発
見
が
容
易
で
は
な
い
）。
実
際
こ
れ
ら
は
、
彼
ら
の

議
論
の
中
で
も
、
さ
ほ
ど
大
き
な
位
置
を
占
め
て
は
い
な
い
。
即
ち
、
原
則
と
し
て
、
反
競
争
的
効
果
お
よ
び
意
図
へ
の
着
目
が
あ
り
、

例
外
的
に
、
予
防
的
ル
ー
ル
を
設
定
し
、
あ
る
い
は
経
済
法
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
通
じ
た
推
論
が

―
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
場
合
に

は

―
展
開
さ
れ
る
、
と
い
う
塩
梅
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

4
　
構
造
的
価
値
の
執
行

　
と
こ
ろ
で
、
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
が
司
法
的
介
入
の
増
大
を
目
指
す
も
の
で
な
い
こ
と
に
、
注
意
し
て
お
き
た
い
。
彼
ら
は
、
既

存
の
裁
判
法
理
に
よ
っ
て
（
反
競
争
的
選
挙
法
が
温
存
さ
れ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
）
適
切
な
選
挙
改
革
立
法
が
違
憲
と
断
じ
ら
れ
る
こ
と
に
も

批
判
的
で
あ
る
（Jones

事
件
（
単
著
論
文
））。
例
え
ば
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、
こ
う
し
た
「
悪
し
き
」
積
極
主
義
を
、
契
約
の
自
由
の
観
点
か

ら
経
済
改
革
立
法
を
違
憲
と
し
た
悪
名
高
いLochner v. N

ew
 York

判
）
33
（
決
に
準
え
、
選
挙
法
の
「
ロ
ッ
ク
ナ
ー
化
（Lochneriz

）
34
（ing

）」

と
呼
ん
で
警
戒
す
る
。
要
す
る
に
こ
こ
で
は
、
従
来
的
な
司
法
審
査
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
の
、
機
能
的
観
点
か
ら
観
た
過
小
介
入
と
過
剰
介
入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
双
方

0

0

0

が
問
題
と
さ
れ
、
こ
れ
を
回
避
し
う
る
代
替
的
な
司
法
審
査
の
観
点
と
し
て
、
政
治
的
競
争
と
い
う
民
主
的
価
値

0

0

0

0

0

が
措
定
さ
れ
る
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の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
価
値
は
「
構
造
的
価
値
（structural val

）
35
（ues

）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
徴
を
整
理
し
た
。
次
章
で
は
こ
れ
に
批
判
的
検
討
を
加
え
る
。

三
　
批
判
的
検
討

　
本
章
で
の
検
討
は
、
本
稿
冒
頭
で
示
し
た
問
題
意
識
に
基
づ
き
次
の
二
点
か
ら
行
う
。
第
一
に
、
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
政
治

的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
司
法
審
査
理
論
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

十
分
に
練
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
（
㈠
）
で
あ
り
、
第
二
は
、
理
論
が
適
用

さ
れ
る
範
囲
の
限
定
や
一
定
の
留
保
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
（
㈡
）
で
あ
る
。
以
下
、
各
節
で
問
題
意
識
を
敷
衍
し
つ
、
順

に
検
討
し
て
い
く
。

㈠
　
司
法
審
査
理
論
と
し
て
の
完
成
度

　
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
司
法
審
査
理
論
と
し
て
十
分
に
練
ら
れ
た
も
の
か
。
こ
の
問
い
へ
の
解

答
は
、
我
々
が
司
法
審
査
理
論
な
る
も
の
に
何
を
期
待
す
る
か
に
依
存
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
点
に
関
す
る
確
固
た
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
、

我
々
の
中
に
必
ず
し
も
存
在
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。
即
ち
、
司
法
審
査

理
論
と
は
、
司
法
審
査
に
お
け
る
裁
判
所
の
推
論
を
、
通
常
の
法
解
釈
よ
り
も
抽
象
度
の
一
段
高
い
次
元
か
ら
嚮
導
し
、
方
向
付
け
る
も

の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
、
適
用
者
の
恣
意
を
許
容
す
る
不
確
定
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
（
一
定
の
確
定
性
の
要
請
）。
ま
た
、

そ
れ
が
司
法
審
査
理
論
で
あ
る
以
上
、
裁
判
所
に
よ
り
運
用
可
能
な
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
（
司
法
的
運
用
可
能
性
の
要
請
）。
以
上
を

踏
ま
え
つ
つ
、
彼
ら
の
議
論
を
検
討
し
て
い
こ
う
。
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1
　
確
定
性

　
先
に
見
た
通
り
、
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
議
論
で
は
効
果
テ
ス
ト
と
意
図
テ
ス
ト
と
の
関
係
が
判
然
と
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、

確
定
性
の
観
点
か
ら
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
点
、
例
え
ば
コ
ッ
ク
ス
（Adam

 B. Cox

）
も
、
彼
ら
の
議
論
に
つ
き
、
次
の
三
通

り
の
解
釈
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
即
ち
、
①
反
競
争
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
選
挙
法
を
、
反
競
争
的
意
図
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
違
憲

と
す
る
（
但
し
、
反
競
争
的
意
図
が
反
競
争
的
効
果
発
生
の
証
拠
と
な
る
場
合
も
あ
る
）
と
い
う
解
釈
、
②
反
競
争
的
意
図
を
持
つ
選
挙
法
を
、

そ
の
効
果
に
か
か
わ
ら
ず
違
憲
と
す
る
と
い
う
解
釈
、
③
反
競
争
的
意
図
と
効
果
の
両
方
を
持
つ
選
挙
法
の
み
を
違
憲
と
す
る
と
い
う
解

釈
、
で
あ
）
36
（

る
。
し
か
し
、
こ
れ
程
ま
で
に
著
し
い
解
釈
の
幅
を
見
る
と
、
そ
も
そ
も
彼
ら
自
身
、
こ
の
点
を
明
確
に
す
る
必
要
性
を
感
じ

て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
念
が
沸
い
て
く
る
。
こ
こ
か
ら
垣
間
見
え
る
の
は
、
選
挙
法
の
効
果
と
意
図
の
要
素
を
総
合
的
に
考

0

0

0

0

0

慮0

し
て
反
競
争
的
選
挙
法
を
同
定
す
る
、
と
い
う
思
考
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
、
あ
ま
り
に
確
定
性
に
欠
け
て
お
り
、
適
用
者
の
恣

意
を
招
く
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
少
な
く
と
も
、（
主
た
る
道
具
立
て
で
あ
る
）
意
図
の
テ
ス
ト
と
効
果
の
テ
ス
ト
の
関
係
、
そ
の
重
み

づ
け
に
つ
い
て
は
、
予
め
確
定
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
前
章
二
節
で
紹
介
し
た
先
の
適
用
例
に
徴
し
て
一
応
明
ら
か
な
の
は
、
①
反
競
争
的
効
果
と
反
競
争
的
意
図
の
両
方
が
認
定
さ
れ
た
場

合
、
当
該
選
挙
法
は
違
憲
と
判
断
さ
れ
る
か
、
少
な
く
と
も
非
敬
譲
的
な
審
査
が
妥
当
す
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
逆
に
、
②

両
方
と
も
認
定
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
当
該
選
挙
法
の
合
憲
性
が
承
認
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
だ
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
、

反
競
争
的
効
果
の
み
認
定
さ
れ
た
場
合
、
あ
る
い
は
反
競
争
的
意
図
の
み
認
定
さ
れ
た
場
合
に
、
如
何
な
る
法
的
帰
結
が
導
か
れ
る
の
か

明
ら
か
で
は
な
く
、
具
体
的
な
定
式
化
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

2
　
司
法
的
運
用
可
能
性

　
で
は
、
ど
の
よ
う
な
方
針
の
下
に
、
こ
の
定
式
化
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
冒
頭
に
述
べ
た
点
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
こ
で
は
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司
法
的
運
用
可
能
性
の
観
点
、
即
ち
、
裁
判
所
の
制
度
的
能
力
の
観
点
が
踏
ま
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
と
は
言
え
、
現
時
点
で
、
か

か
る
観
点
を
踏
ま
え
た
具
体
的
定
式
を
提
示
す
る
用
意
は
な
い
。
以
下
で
は
、
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
へ
の
最
も
厳
し
い
批
判
者
の

一
人
で
あ
り
、
制
度
的
観
点
か
ら
各
テ
ス
ト
を
吟
味
す
る
ヘ
イ
ゼ
ン
の
所
論
を
紹
介
し
つ
つ
、
こ
れ
と
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
所

説
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
具
体
的
な
定
式
化
を
行
う
際
の
方
向
性
に
つ
き
、
若
干
の
検
討
を
行
う
に
留
め
ざ
る
を
得
な
い
。

　
⑴
　
効
果
テ
ス
ト

　
ま
ず
、
効
果
テ
ス
ト
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
よ
り
子
細
に
見
る
な
ら
ば
、
①
反
競
争
的
効
果
の
程
度
の
基
準
線
を
設
定
す
る
局
面
と
、
②

選
挙
法
の
反
競
争
的
効
果
を
査
定
す
る
局
面
の
、
二
つ
の
局
面
に
分
け
ら
）
37
（

れ
、
前
者
は
価
値
判
断
、
後
者
は
事
実
判
断
を
必
要
と
す
る
。

こ
の
点
、
ヘ
イ
ゼ
ン
は
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
「
争
い
の
あ
る
価
値
判
断
」
や
「
社
会
科
学
的
証
拠
の
査
定
」
を
適
切
に
行
う
能
力
を
裁

判
所
は
持
た
な
い
、
と
手
厳
し
）
38
（

い
。
勿
論
、
こ
の
ヘ
イ
ゼ
ン
の
包
括
的
な
批
判
を
直
ち
に
受
け
入
れ
る
必
要
は
な
い
が
、
か
よ
う
な
審
査

が
裁
判
所
に
と
っ
て
新
奇
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
行
う
能
力
を
持
つ
こ

と
を
十
分
説
得
的
に
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
ピ
ル
デ
ィ
ス
に
よ
る
次
の
言
明
は
、
こ
れ
へ
の
応
答
と
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
。

　
我
々
の
理
論
は
、
積
極
的
に
で
は
な
く
、
消
極
的
に
形
作
ら
れ
て
い
る
。
我
々
は
…
…
政
治
的
競
争
に
関
す
る
な
ん
ら
か
の
理
想
的
な
レ
ベ
ル
を
奉

じ
て
い
な
い
。
…
…
理
論
や
法
理
に
お
い
て
は
、
何
が
最
適
に
公
正
で
、
平
等
で
、
あ
る
い
は
正
し
い
か
に
つ
い
て
の
厳
密
な
基
準
な
し
に
、
何
が
酷

く
不
公
正
で
、
不
平
等
で
、
誤
っ
た
も
の
か
を
同
定
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
可
能
で
あ
）
39
（

る
。

　
こ
の
論
法

―
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
ア
プ
ロ
ー
チ

―
は
、
法
的
議
論
に
お
い
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
論
と
し
て
は

相
応
の
説
得
力
を
持
つ
。
し
か
し
問
題
は
、
こ
の
応
答
に
よ
っ
て
効
果
テ
ス
ト
一
般
の
正
当
性
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
か
で
あ
る
。
確
か
に
、
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著
し
い
反
競
争
的
効
果
の
発
生
を
合
理
的
に
疑
い
得
な
い
よ
う
な
選
挙
法
は
、
理
論
上
存
在
す
る
し
、
歴
史
上
も
存
在
し
て
き
た
（
一
九

六
〇
年
代
以
前
の
米
国
諸
州
に
お
け
る
選
挙
区
割
法
等
）。
こ
こ
で
反
競
争
的
効
果
を
認
定
す
る
裁
判
所
の
能
力
を
疑
問
と
す
る
余
地
は
少
な
い
。

し
か
し
例
え
ばTim

m
ons

事
件
で
問
題
と
な
っ
た
ミ
ネ
ソ
タ
州
法
は
、
そ
の
水
準
の
反
競
争
的
効
果
を
発
生
さ
せ
る
と
（
合
理
的
な
判
断

者
の
中
で
）
異
論
な
く
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
疑
わ
し
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
面
で
裁
判
所
の
能
力
を
疑
う
こ
と
に
は
理
由
が

あ
る
。
そ
れ
で
は
、
以
上
を
踏
ま
え
た
時
、
効
果
テ
ス
ト
は
、
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
参
考
に
な
る
の
が
、
ソ
ウ
（Yen-Tu Su

）
の
所
説
で
あ
る
。
ソ
ウ
は
、
選
挙
法
が
生
じ
さ
せ
る
反
競
争
的
効
果
を
、「
第
一
級

（the first degree

）」
の
も
の
と
「
第
二
級
（the second degree

）」
の
も
の
に
分
け
る
。
前
者
は
明
白
か
つ
著
し
い
反
競
争
的
効
果
を
指

し
、
後
者
は
そ
れ
に
至
ら
な
い
も
の
を
指
す
（
前
者
は
先
の
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
論
法
に
よ
っ
て
審
査
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
対
象
と
一
致
し
よ
う）40
（

）。
そ

の
上
で
彼
は
、
第
一
級
の
反
競
争
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
選
挙
法
は
そ
れ
自
体
と
し
て
違
憲
と
す
る
べ
き
だ
が
、
第
二
級
の
反
競
争
的
効

果
が
生
じ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
意
図
テ
ス
ト
を
踏
ま
え
て
の
判
断
が
求
め
ら
れ
る
と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
、
発
生
す

る
反
競
争
的
効
果
の
認
定
を
多
段
階
化
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
法
的
帰
結
を
差
配
す
る
方
向
性
は
、
制
度
的
観
点
か
ら
も
適
切
だ
と
思
わ
れ

る
。

　
⑵
　
意
図
テ
ス
ト

　
そ
れ
で
は
、
意
図
テ
ス
ト
は
ど
う
か
。
ま
ず
、
こ
の
テ
ス
ト
の
内
実
を
確
認
し
て
お
く
と
、
そ
れ
は
当
該
選
挙
法
の
制
定
過
程
（
議
会

で
の
立
法
記
録
や
、
議
会
の
党
派
構
成
、
当
該
法
が
導
入
さ
れ
た
経
緯
）
を
参
照
し
て
、
直
接
に
反
競
争
的
意
図
の
存
否
を
問
う
も
の
と
解
さ
れ

る
）
41
（

。
イ
サ
カ
ロ
フ
は
、
こ
の
意
図
に
照
準
し
た
審
査
を
、
裁
判
所
に
お
い
て
「
普
段
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
司
法
介
入
の
形
）
42
（
式
」
と
位
置
づ

け
て
、
裁
判
所
に
と
っ
て
な
じ
み
深
い
審
査
で
あ
り
、
故
に
司
法
的
に
運
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
確
か
に
、
米
国
で
は
、
立

法
過
程
の
記
録
等
か
ら
立
法
者
の
意
図
あ
る
い
は
動
機
を
審
査
し
、
そ
の
違
憲
的
性
格
を
認
定
す
る
こ
と
は
、
裁
判
実
務
上
、（
か
つ
て

は
否
定
さ
れ
た
も
の
の
、
現
在
で
は
、）
平
等
保
護
条
項
、
国
教
樹
立
条
項
、
表
現
の
自
由
等
の
領
域
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
）
43
（

る
。
学
説
上
も
、
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い
わ
ゆ
る
動
機
審
査
（m

otive review

）
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
動
機
審
査
が
、
こ
こ

に
言
う
意
図
テ
ス
ト
と
基
本
的
に
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
を
運
用
す
る
裁
判
所
の
能
力
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
否
定
す

る
こ
と
は
、
説
得
力
に
欠
け
る
。

　
し
か
も
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、
意
図
テ
ス
ト
を
穏
当
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
客
観
的
な
抑
制
を
課
し
て
い
る
。

ま
ず
、
当
該
選
挙
法
が
、
州
民
発
案
な
ど
の
直
接
立
法
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
場
合
に
は
、「
新
規
政
党
参
入
障
壁
型
」
の
反
競
争
的
意

図
は
存
在
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（Jones

事
件
（
共
著
論
文
））。
ま
た
、
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
二
〇
〇
四
年
の
論
稿
で
は
、
こ
れ
に
加
え

て
、
立
法
過
程
に
お
い
て
専
門
家
（academ

ic experts

）
の
参
与
や
公
衆
の
一
貫
し
た
関
心
（sustained public com

m
entary or new

s 

coverage

）
が
存
す
る
場
合
に
は
、
反
競
争
的
意
図
を
主
張
す
る
側
の
「
立
証
責
任
が
実
質
的
に
上
が
る
」
べ
き
と
さ
れ
）
44
（

る
。
こ
こ
で
は
、

意
図
テ
ス
ト
を
通
じ
た
裁
判
所
の
過
剰
介
入
の
危
険
性
が
、
あ
る
程
度
払
拭
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
点
、
二
〇
〇
六
年
の
論
文
「
悪
し
き
立
法
意
）
45
（

図
」
に
お
い
て
選
挙
法
の
司
法
審
査
に
お
け
る
立
法
者
の
意
図
の
問
題
を
詳
細
に
論

じ
た
ヘ
イ
ゼ
ン
も
、

―
効
果
テ
ス
ト
の
場
合
と
は
異
な
り

―
そ
の
司
法
的
運
用
可
能
性
を
全
面
的
に
は
否
定
し
て
い
な
い
。
但
し
、

ヘ
イ
ゼ
ン
は
、
意
図
テ
ス
ト
に
決
定
的
な
重
み
を
付
与
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
り
、
そ
の
役
割
や
範
囲
を
限
局
し
よ
う
と
す
る
。
彼
は

ま
ず
、
悪
し
き
意
図
（
こ
れ
は
「
現
職
、
一
つ
の
政
党
、
又
は
二
つ
の
主
要
政
党
を
政
治
的
競
争
か
ら
保
護
す
る
立
法
意
図
」
と
定
義
さ
れ
る
（at 

846

））
の
存
在
を
、
選
挙
法
を
違
憲
と
す
る
た
め
の
必
要
条
件
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
。
悪
し
き
意
図
が
な
く
と
も
、
違
憲
と
す

べ
き
選
挙
法
は
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
立
場
か
ら
し
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
よ
う
。
次
に
彼
は
、

悪
し
き
意
図
の
存
在
を
、
選
挙
法
を
違
憲
と
す
る
十
分
条
件
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
言
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
二
つ
の
も
の
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
、
裁
判
所
の
能
力
の
問
題
と
密
接
に
関
わ
る
の
は
、
彼
が
「
程
度
問
題
（degree problem

）」
と
呼
ぶ
問
題
で

あ
る
（at 875

）。
こ
れ
は
、
如
何
な
る
程
度
の
反
競
争
的
意
図
が
あ
れ
ば
、
憲
法
上
悪
性
の
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
こ
れ
が
不
明
確
で
あ
る
以
上
、
意
図
テ
ス
ト
に
選
挙
法
の
違
憲
合
憲
を
決
す
役
割
を
与
え
る
の
は
危
険
で
あ
り
、
裁
判
官
が
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「
剝
き
出
し
の
政
策
的
な
い
し
党
派
的
決
定
」
を
行
う
こ
と
へ
の
道
を
開
き
か
ね
な
い
（at 877

）。
そ
こ
で
結
局
ヘ
イ
ゼ
ン
は
、
反
競
争

的
意
図
に
基
づ
き
当
該
選
挙
法
が
制
定
さ
れ
た
「
極
め
て
強
い
証
拠
」
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
れ
が
審
査
の
密
度
を
高
め
る
と
い
う
形
で
、

つ
ま
り
審
査
基
準
を
決
す
る
要
素
と
し
て
こ
の
テ
ス
ト
を
位
置
づ
け
る
（at 888

）。
し
か
も
、
そ
の
場
合
で
も
、
厳
格
審
査
（strict 

scrutiny
）
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
厳
格
度
の
緩
和
さ
れ
た
基
準

―
「
ハ
ー
ド
ル
ッ
ク
（hard look

）」
審
査

―
が
妥
当
す
べ
き
と

し
て
お
り
、
こ
こ
で
も
慎
重
な
構
え
を
崩
さ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
ヘ
イ
ゼ
ン
の
立
論
は
、
意
図
テ
ス
ト
が
持
ち
う
る
危
険
性
に
注
意
を
促
す
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
他
方

の
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
議
論
の
中
に
も
、
反
競
争
的
意
図
の
有
無
を
審
査
基
準
の
寛
厳
を
決
す
る
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
て
い

る
と
読
め
る
も
の
も
あ
り
（Tim

m
ons

事
件
へ
の
適
用
）、
こ
こ
で
の
両
者
の
違
い
は
、
反
競
争
的
意
図
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
帰
結
さ
れ

る
審
査
の
厳
格
度
の
差
の
み
に
存
す
る
、
と
言
い
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
ど
ち
ら
に
軍
配
を
上
げ
る
か
は
、
イ
サ
カ
ロ

フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
が
提
示
す
る
客
観
的
抑
制
に
よ
っ
て
、（
ヘ
イ
ゼ
ン
が
懸
念
す
る
）
裁
判
官
の
党
派
性
へ
の
懸
念
が
ど
の
程
度
緩
和
さ
れ

て
い
る
か
の
判
断
に
依
存
し
よ
う
。

　
⑶
　
ソ
ウ
に
よ
る
定
式

　
こ
こ
で
、
参
考
ま
で
に
、
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
議
論
を
、
裁
判
所
の
機
関
特
性
に
配
慮
し
つ
つ
精
緻
化
す
る
も
の
と
し
て
、

先
に
も
若
干
触
れ
た
ソ
ウ
の
議
論
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
彼
は
、
二
〇
一
〇
年
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
提
出
さ
れ
た
法
学
博
士
論
）
46
（
文
で
、

こ
の
定
式
化
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
先
述
の
よ
う
に
ソ
ウ
は
、
第
一
級
の
反
競
争
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
選
挙
法
は
そ
れ
自
体
と
し
て
違
憲
と
す
べ
き
と
い
う
。
ま
た
彼
に

よ
れ
ば
、
第
二
級
の
反
競
争
的
効
果
が
発
生
し
た
選
挙
法
も
、
反
競
争
的
意
図
が
認
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
違
憲
と
し
て
差
し
支
え
な

い
。
問
題
は
、
①
第
二
級
の
反
競
争
的
効
果
が
発
生
す
る
が
、
反
競
争
的
意
図
が
存
在
し
な
い
（
明
確
で
は
な
い
）
場
合
、
ま
た
、
②
反

競
争
的
効
果
が
生
じ
て
い
な
い
も
の
の
、
反
競
争
的
意
図
が
認
定
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
ソ
ウ
は
、
こ
れ
ら
をhard case

と
位
置
づ
け
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た
上
で
、
制
度
的
観
点
を
重
視
し
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
な
シ
ナ
リ
オ
を
描
く
。

　
ま
ず
、
①
に
つ
い
て
は
、「
敬
譲
を
払
う
こ
と
が
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
に
な
る
べ
き
」
で
あ
る
と
す
る
（at 224

）。
つ
ま
り
、
違
憲

判
断
を
差
し
控
え
る
べ
き
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
ソ
ウ
の
議
論
の
前
提
に
は
、
①
の
場
合
、「
過
小
執
行
の
側
に
誤
る
べ
き
」

（Id.

）
だ
と
の
判
断
が
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
もhard case

に
対
す
る
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
の
適
用
は
、
過
剰
執
行
・
過

小
執
行
の
危
険
性
を
常
に
抱
え
て
お
り
、
こ
の
内
の
ど
ち
ら
に
誤
る
方
が
民
主
政
へ
の
全
体
的
リ
ス
ク
が
少
な
い
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
点
、
ソ
ウ
は
、
⒜
反
競
争
的
意
図
に
基
づ
か
な
い
が
、
結
果
的
に
（
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て
）
反
競
争
的
効
果
を
生
じ
さ

せ
て
し
ま
っ
た
選
挙
法
は
、
憲
法
上
の
非
難
に
値
し
な
い
と
考
え
る
余
地
が
あ
る
こ
と
、
⒝
そ
の
よ
う
な
選
挙
法
を
違
憲
無
効
と
す
る
こ

と
は
、「
民
主
的
な
試
行
錯
誤
」
を
阻
害
す
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
、
を
指
摘
し
て
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
過
剰
執
行
に
警
戒
す
る
の
で

あ
る
。
次
に
、
②
に
つ
い
て
は
、
ソ
ウ
に
よ
れ
ば
、
問
題
と
な
る
ケ
ー
ス
が
「
極
め
て
多
様
」
で
あ
り
、
典
型
的
な
ケ
ー
ス
を
想
定
し
に

く
い
。
そ
の
た
め
、
事
例
ご
と
の
慎
重
な
衡
量
に
基
づ
く
解
決
が
必
要
だ
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
ソ
ウ
は
、「
賢
明
な
戦
略
」
と
し
て
、
サ

ン
ス
テ
ィ
ン
（Cass Sunstein

）
の
司
法
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
を
援
用
す
る
。
ソ
ウ
は
、
司
法
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
が
推
奨
す
る
「
狭
い

（narrow

）」
決
定
に
着
目
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
事
例
に
特
化
し
狭
く
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
決
定
」
は
、
反
競
争
的
意
図
を
ピ
ン
ポ
イ

ン
ト
で
掣
肘
し
、
立
法
者
に
「
よ
り
公
共
志
向
の
選
挙
法
形
成
」
を
促
す
一
方
、
選
挙
法
の
「
憲
法
化
」
を
最
小
限
に
留
め
、
も
っ
て
民

主
政
プ
ロ
セ
ス
自
身
に
よ
る
改
良
の
余
地
を
損
な
わ
せ
な
い
と
い
う
利
点
が
あ
る
（at 229

）
こ
う
し
て
、
②
の
場
合
、
事
例
ご
と
の
衡

量
に
よ
る
解
決
が
望
ま
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
決
定
は
可
能
な
限
り
「
狭
い
」
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
の
処
方
箋
が
示
さ
れ
る
。
こ
の

議
論
の
詳
細
な
検
討
は
他
日
を
期
す
ほ
か
な
い
が
、
一
つ
の
あ
り
得
る
定
式
を
示
し
た
も
の
と
言
い
う
る
。

㈡
　
理
論
の
包
括
性

　
続
い
て
本
節
で
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
適
用
範
囲
の
限
定
や
一
定
の
留
保
の
必
要
性
を
検
討
す
る
。
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1
　
射
程
の
限
定
の
必
要
性

　
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
選
挙
法
の
司
法
審
査
全
般

0

0

に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
理
論
上
前
提
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
仮
に
そ
の
包

括
的
な
（
無
差
別
的
な
）
適
用
が
、
極
め
て
非
常
識
的
な
帰
結
を
導
く
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
論
と
し
て
の
魅
力
は
大
幅
に
損
な
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
点
を
検
証
す
る
た
め
、
政
治
学
者
・
ケ
イ
ン
（Bruce E. Cain

）
の
指
摘
を
取
り
上
げ
た
い
。
彼
は
、
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。　

も
し
も
﹇
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
の
：
引
用
者
﹈
目
標
が
、
第
三
政
党
の
参
入
障
壁
を
可
能
な
限
り
低
く
す
る
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
解
体
さ
れ
る

べ
き
そ
の
第
一
の
制
度
的
障
壁
は
、
反fusion

規
定
…
…
の
よ
う
な
周
辺
的
な
重
要
性
し
か
持
た
な
い
制
度
で
は
な
い
。
む
し
ろ
窮
極
的
に
は
、
少

数
政
党
に
対
す
る
唯
一
の
真
に
重
要
な
差
別
は
、
小
選
挙
区
の
単
純
多
数
代
表
ル
ー
ル
そ
れ
自
体
で
あ
）
47
（
る
。

　
小
選
挙
区
制
が
二
大
政
党
制
へ
の
強
力
な
誘
因
と
な
り
、
第
三
政
党
以
下
の
議
席
獲
得
を
極
め
て
困
難
と
す
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
（
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
の
法
則
）。
だ
と
す
れ
ば
、
小
選
挙
区
制
そ
れ
自
体
を
違
憲
と
し
な
い
こ
と
に
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
一
貫
し

な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
ケ
イ
ン
の
批
判
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
が
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
の
目
的
を
「
参
入
障
壁
を
可
能
な
限
り

0

0

0

0

0

低

く
す
る
こ
と
」
と
理
解
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
が
（
↓
本
章
一
節
二
項
一
目
）、
小
選
挙
区
制
が
第
三
政
党
の
競
争
力
を
減
殺
す
る
著
し

い
効
果

―
新
規
政
党
参
入
障
壁
型
の
意
味
で
の

―
を
持
つ
こ
と
は
否
定
し
難
い
。
そ
れ
で
は
、
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ケ
イ

ン
の
言
う
通
り
、
裁
判
所
が
小
選
挙
区
制
を
違
憲
と
す
る
べ
き
だ
と
い
う
非
常
識
的
な
結
論
を
内
包
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。

　
こ
の
懸
念
に
は
、
ピ
ル
デ
ィ
ス
が
応
答
し
て
い
る
。
彼
の
応
答
は
、
小
選
挙
区
制
が
著
し
い
反
競
争
的
効
果
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
を
認

識
し
た
上
で
、
別
の
正
当
化
根
拠
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
お
こ
れ
を
合
憲
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
小
選
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挙
区
制
は
、
①
そ
の
合
憲
性
を
認
め
る
原
意
の
存
在
、
②
小
選
挙
区
制
が
用
い
ら
れ
て
き
た
と
い
う
伝
統
、
③
裁
判
所
に
よ
っ
て
選
挙
制

度
に
革
命
的
変
化
が
生
じ
る
こ
と
の
回
避
、
④
導
入
時
の
反
競
争
的
意
図
の
不
存
在
、
⑤
（
選
挙
区
選
挙
が
促
進
す
る
）
立
法
者
と
有
権
者

の
強
い
絆
等
、
他
の
積
極
的
価
値
に
よ
っ
て
、
正
当
化
さ
れ
う
）
48
（
る
。

　
こ
の
応
答
は
、
し
か
し
、
必
ず
し
も
説
得
的
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
こ
の
応
答
で
は
、
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
に

お
い
て
関
連
性
を
持
た
さ
れ
て
な
か
っ
た
要
素
が
、
特
段
の
説
明
も
な
く
合
憲
性
の
論
拠
と
し
て
登
場
し
て
い
る
（
論
拠
①
・
論
拠
②
）。

第
二
に
、
論
拠
④
・
論
拠
⑤
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
、
効
果
テ
ス
ト
と
意
図
テ
ス
ト
の
法
的
関
連
性
の
設
定
次
第
で
は
適
切
な
論
拠
に
な

り
得
る
も
の
の
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
持
つ
イ
ン
パ
ク
ト
を
著
し
く
狭
め
る
憾
み
が
あ
ろ
う
。
と
言
う
の
は
、
重
度
か
つ
明
白
な
反
競
争

的
効
果
を
持
つ
選
挙
法
を
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
合
憲
と
す
る
と
な
る
と
、
反
競
争
的
意
図
が
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
違
憲
と
な
ら
な
い
と

か
、
重
度
か
つ
明
白
な
反
競
争
的
効
果
を
持
つ
選
挙
法
も
容
易
）
49
（

く
正
当
化
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
形
で
の
定
式
化
が
必
要
に
な
っ
て
し
ま
）
50
（

う
。

　
私
見
で
は
、
そ
も
そ
も
彼
ら
が
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
選
挙
法
に
等
し
く
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
提
示
し
た
点
に
、

問
題
の
発
端
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
一
口
に
選
挙
法
と
言
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
、
小
選
挙
区
制
／
比
例
代
表
制
と
い
っ
た
、

選
挙
ひ
い
て
は
民
主
政
の
あ
り
方
全
体
を
根
源
的
な
次
元
で
規
定
す
る
も
の
（
言
わ
ば
大
き
な

0

0

0

選
挙
法
）
と
、
選
挙
運
動
規
制
、
投
票
用
紙

規
制
、
具
体
的
な
選
挙
区
割
と
い
っ
た
、
そ
れ
以
外
の
選
挙
法
（
言
わ
ば
小
さ
な

0

0

0

選
挙
法
）
と
が
あ
り
、
両
者
で
は
、
裁
判
所

0

0

0

に
よ
る
正
当

な
介
入
範
囲
が
異
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
、
裁
判
所
に
よ
る
選
挙
制
度
の
根
本
的
変
化
を
否
定
す
る
論
拠
③
は
、
そ
れ
自
体

と
し
て
は
適
切
な
理
由
づ
け
と
言
い
う
る
。
と
は
言
え
、
そ
れ
は
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
応
答
の
よ
う
に
、
総
合
衡
量
の
一
要
素
と
し
て
用
い
ら

れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
適
用
段
階
で
の
恣
意
性
を
排
除
す
る
観
点
か
ら
も
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
適
用
さ
れ
る
選
挙
法
と
（
少
な
く
と
も

完
全
な
形
で
は
）
適
用
さ
れ
な
い
選
挙
法
を
、
事
前
に
峻
別
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

2
　
政
治
的
競
争
以
外
の
視
点
の
必
要
性
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ま
た
、
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
選
挙
法
の
司
法
審
査
で
の
唯
一
の

0

0

0

観
点
で
あ
る
こ
と
を
理
論
上
前
提
と
す
る
。
政
治
的
競
争
の

確
保
と
い
う
観
点
か
ら
問
題
が
無
い
選
挙
法
は
合
憲
と
な
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
眼
目
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
（
選
挙
法

の
ロ
ッ
ク
ナ
ー
化
へ
の
懸
念
）。
と
こ
ろ
で
先
に
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
下
で
は
、
政
治
的
競
争
と
い
う
構
造
的
価
値
の
執
行

0

0

0

0

0

0

0

0

が
司
法
審
査

の
目
的
と
な
る
と
述
べ
た
。
だ
と
す
る
と
、
こ
こ
で
は
、
個
人
権
・
個
人
の
利
益
（
例
え
ば
、
個
人
の
投
票
権
）
を
直
接
的
に
保
護
す
る
観

点
が
司
法
審
査
か
ら
消
失
す
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
立
場
、
あ
る
い
は
理
解
は
妥
当
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
、
フ
ィ
シ
ュ
キ
ン
（Joseph Fishkin

）
の
二
〇
一
一
年
の
論
）
51
（
文
を
取
り
上
げ
よ
う
。
こ
の
論
文
で
彼
は
、
政

治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
が
登
場
し
て
き
た
米
国
法
上
の
文
脈
に
言
及
し
つ
つ
、
個
人
権
と
し
て
の
選
挙
権
を
保
護
す
る
こ
と
の
重
要
性
を

説
く
。

　
フ
ィ
シ
ュ
キ
ン
は
、
ま
ず
、
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
が
「
学
界
を
魅
了
し
、
選
挙
法
学
に
お
け
る
『
構
造
論
的
転
回
（structural 

turn

）』
の
引
き
金
と
な
っ
た
」
こ
と
を
確
認
す
る
（at 1291

）。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
有
力
化
し
た
だ
け
で
な
く
、

選
挙
法
の
司
法
審
査
の
目
的
を
構
造
的
価
値
の
実
現
に
見
る
視
点
を
示
し
、
そ
の
後
の
学
説
に
強
い
影
響
を
与
え
た
、
と
言
う
の
で
あ
る

（
構
造
主
義
（structuralism

））。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
に
は
、「
正
当
な
理
由
が
あ
っ
た
」（Id.

）。
そ
れ
は
、
構
造
主
義
が
、
そ
の
当

時
に
問
題
と
な
っ
て
い
た
選
挙
法
に
関
す
る
憲
法
問
題
の
解
決
に
適
合
的
な
思
考
だ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
、

選
挙
法
の
司
法
審
査
に
関
し
て
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
黒
人
等
の
投
票
権
の
剝
奪
に
関
わ
る
「
投
票
権
の
『
第
一
世
代
』
の
主
張
」

で
は
な
く

0

0

、（
そ
の
保
障
を
前
提
と
す
る
）
投
票
力
の
希
釈
や
人
種
的
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
な
ど
の
「
第
二
世
代
」
の
主
張
、
あ
る
い
は
選

挙
運
動
資
金
規
制
、
政
党
規
制
に
関
わ
る
主
張
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
争
訟
に
お
い
て
、
選
挙
法
に
関
わ
る
原
告
利
益
は
、「
本
質
的
に

集
団
基
底
的
若
し
く
は
構
造
的
」
で
あ
り
、「
問
題
と
な
っ
て
い
る
利
益
を
特
定
個
人
の
権
利
へ
の
一
貫
し
た
負
担
へ
と
分
解
す
る
こ
と

が
、
少
な
く
と
も
不
自
然
で
、
恐
ら
く
は
不
可
能
だ
っ
た
」（at 1291-1292

）。
そ
し
て
「
構
造
主
義
を
奉
じ
る
学
者
た
ち
が
、
裁
判
所
が

そ
の
法
理
を
、
民
主
的
諸
価
値
の
観
点
か
ら
構
成
さ
れ
た
政
体
全
体
の
利
益
﹇
政
治
的
競
争
の
よ
う
な
構
造
的
価
値
：
引
用
者
﹈
を
促
進
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す
る
形
で
再
設
定
す
る
よ
う
主
張
し
た
」（at 1292

）。
の
は
、
正
に
こ
の
点
を
理
由
と
し
て
い
た
。

　
こ
の
フ
ィ
シ
ュ
キ
ン
の
指
摘
か
ら
は
、
次
の
事
実
が
看
取
さ
れ
る
。
即
ち
、
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
れ
が
登
場
し
て
き
た
時

代
的
文
脈
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
投
票
権
剝
奪
の
禁
止
を
前
提
と
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

。
換
言
す
れ
ば
、
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
が
政
治
的
競

争
の
保
障
と
い
う
観
点
を
司
法
審
査
に
お
け
る
唯
一
の
も
の
と
し
て
提
示
で
き
た
の
は
、
も
は
や
個
人
の
投
票
権
が
不
当
な
理
由
で
剝
奪

さ
れ
る
危
険
性
は
高
く
な
い
、
と
い
う
予
断
な
い
し
暗
黙
の
前
提
が
あ
っ
た
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
ろ

う
。
何
故
な
ら
、
も
し
構
造
主
義
（
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
）
を
選
挙
法
の
司
法
審
査
理
論
と
し
て
採
用
す
る
場
合
で
も
、
か
よ
う
な
暗

黙
の
前
提
が
も
は
や
自
明
の
も
の
で
な
く
な
っ
た
時
に
は
、
個
人
権
・
利
益
に
着
目
し
た
議
論
を
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
、
そ

れ
は
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
フ
ィ
シ
ュ
キ
ン
は
、
近
年
の
米
国
の
選
挙
も
法
問
題
に
絡
め
つ
つ
、
こ
の
点
を
敷
衍
し
て
い
る
。
近
年
、
米
国
で
は
、
選
挙
時
の
投
票

に
際
し
て
、
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書
（Voter ID

）
の
提
示
を
求
め
る
な
ど
し
て
、
有
権
者
の
本
人
確
認
を
厳
格
化
す
る
動
き
が
広

が
っ
て
い
る
。
こ
のVoter ID

法
に
よ
っ
て
、
Ｉ
Ｄ
の
取
得
が
困
難
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
や
貧
困
層
が
実
質
的
に
投
票
を
妨
げ
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
、
こ
れ
が
合
衆
国
憲
法
修
正
一
四
条
の
平
等
保
護
条
）
52
（

項
に
反
す
る
も
の
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
）
53
（

た
。
フ
ィ
シ
ュ
キ
ン
に
よ
れ
ば
、

か
よ
う
な
選
挙
法
の
合
憲
性
を
、
構
造
主
義
的
思
考
に
基
づ
い
て
考
え
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
個
人
の
投
票
権
（
票
を

投
じ
、
こ
れ
が
集
計
さ
れ
る
個
人
の
権
利
・
利
益
）
は
「
構
造
的
価
値
に
還
元
不
可
能
（not reducible to structural values

）」
な
重
要
性
を
持

つ
か
ら
で
あ
る
（at 1296

）。
こ
の
通
り
彼
は
、
構
造
主
義
一
般
を
一
応
支
持
し
つ
つ
も
、
投
票
権
の
行
使
そ
れ
自
体
に
関
わ
る
よ
う
な

事
例
で
は
、
個
人
権
と
し
て
の
投
票
権
を
保
護
す
る
視
点
が
必
要
に
な
る
と
言
）
54
（

う
。

　
以
上
の
議
論
を
、
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
に
自
覚
的
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
以
下
の
通
り
と
な
ろ

う
。
即
ち
、
選
挙
法
の
司
法
審
査
に
お
い
て
は
、
競
争
確
保
と
い
う
観
点
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
諸
個
人
の
投
票
権
行
使
そ
れ
自
体
に
関

わ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
の
観
点

―
個
人
権
と
し
て
の
投
票
権
の
重
要
性

―
か
ら
の
保
護
が
及
ぼ
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
政
治
的
競
争
の
確
保
と
い
う
視
座
を
司
法
審
査
の
唯
一
の
観
点
と
す
る
と
い
う
主
張
を
文
字
通
り
受
け
止
め
る
こ
と
は

必
ず
し
も
適
切
で
は
な
く
、
ま
た
、
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
立
場
の
理
解
と
し
て
も
、
疑
問
を
挟
む
余
地
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

司
法
審
査
の
観
点
を
増
や
す
こ
と
は
、
議
会
に
よ
る
選
挙
法
改
革
に
過
度
な
抑
制
を
課
す
危
険
性
が
あ
る
し
（
選
挙
法
の
ロ
ッ
ク
ナ
ー
化
）、

各
要
請
の
衝
突
が
生
じ
て
、
司
法
審
査
理
論
と
し
て
の
簡
明
さ
が
損
な
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
つ
つ
、
さ
ら
な
る
追
加
的

視
点
が
必
要
か
否
か
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
う
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
司
法
審
査
理
論
と
い
う
問
題
設
定
自
体
が
無

に
帰
す
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
射
程
に
留
意
し
た
り
、
例
外
を
前
提
と
し
た
り
し
つ
つ
も
、
選
挙
法
の
司
法
審
査
に
お
い
て

主
軸
に
据
え
ら
れ
る
べ
き
価
値
・
原
理
を
措
定
す
る
こ
と
と
、
違
憲
性
が
問
題
と
な
る
選
挙
法
を
ア
ド
ホ
ッ
ク
に
検
討
す
る
こ
と
と
の
間

に
は
、
な
お
大
き
な
距
離
が
あ
ろ
う
。

四
　
結
　
び

　
以
上
、
本
稿
で
は
、
米
国
選
挙
法
学
に
お
い
て
選
挙
法
の
司
法
審
査
を
行
う
た
め
の
理
論

0

0

が
展
開
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
注
目
し
た
上
で
、

そ
う
し
た
議
論
が
有
す
る
可
能
性
を
見
定
め
る
べ
く
、
そ
の
代
表
的
存
在
で
あ
る
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
り
上
げ
て
、
検
討
を
加

え
て
き
た
。
こ
の
理
論
は
、
裁
判
実
務
の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
か
ら
距
離
を
と
り
、
こ
れ
を
批
判
的
に
吟
味
す
る
た
め
の
骨
太
の
観
点
を
提
供

す
る
も
の
で
あ
り
、
論
者
た
ち
が
、
こ
れ
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
判
例
と
は
異
な
る
注
目
す
べ
き
緒
帰
結
を
導
い
て
い
る
こ
と
を
確
認

で
き
た
。
も
っ
と
も
、
見
て
き
た
通
り
、
提
唱
者
自
身
の
議
論
を
前
提
と
す
る
と
、
こ
れ
が
確
定
性
や
司
法
的
運
用
可
能
性
に
お
い
て
不

十
分
で
あ
る
こ
と
は
、
否
定
し
難
い
。
加
え
て
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
理
に
適
っ
た
も
の
に
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
適
用
範
囲
を
限
定
し

た
り
、
別
の
観
点
を
自
覚
的
に
付
け
加
え
た
り
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
が
選
挙
法
の
司
法
審
査
の
「
一
般
理
論

（general the

）
55
（ory

）」
を
標
榜
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
他
方
で
、
本
稿
で
も
そ
の
一
部
を
示
し
た
よ
う
に
、
少
な
く
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な
い
論
者
が
、
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
の
改
善
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
現
象
を
突
き
放
し
て
見
た
と
き
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
選
挙
法
の
司
法
審
査
理
論
の
可
能
性

0

0

0

と
い
う
よ

り
も
、
や
は
り
そ
の
試
み
自
体
の
困
難
性

0

0

0

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
と
す
る
と
、
な
ぜ
米
国
の
選
挙
法
学
者
は
、
そ
の
困
難
性
に
も
拘
わ

ら
ず
「
理
論
」
を
論
じ
よ
う
と
し
た
の
か
、
と
い
う
一
段
高
次
の
問
い
に
、
我
々
は
突
き
当
た
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
無
論
、
選
挙
法
学
者

の
問
題
意
識
は
一
様
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
議
論
の
中
心
に
位
置
す
る
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
問
題
意
識
の
一
つ
は
、
比
較
的

明
確
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は

―
本
稿
で
も
触
れ
た
通
り
（
第
二
章
一
節
）

―
政
治
的
競
争
の
停
滞
が
、
民
主
政
の
質
の
減
退
を
齎
し
て

い
る
こ
と
に
対
す
る
危
機
感
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
司
法
審
査
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
の
刷
新
を
通
じ
て
こ
れ
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、

そ
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
が
、
実
質
的
な
民
主
的
価
値
（
構
造
的
価
値
）
を
執
行
す
る
と
い
う
形
で
の
司
法
審
査
理
論
の
提
示

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
前
提
と
な
る
彼
ら
の
規
範
的
評
価
や
社
会
認
識
に
異
論
が
提
起
さ
れ
得
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
し
か

し
、
そ
う
し
た
現
実
の
政
治
状
況
と
の
関
わ
り
で
法
理
論
を
精
錬
さ
せ
て
い
く
彼
ら
の
発
想
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。
選

挙
法
を
め
ぐ
る
憲
法
論
は
、
法
と
政
治
の
中
間
に
位
置
す
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
と
い
う
点
で
、
各
国
の
法
学
・

法
学
者
の
特
徴
が
よ
く
表
れ
る
分
野
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
米
国
の
有
力
な
潮
流
の
一
つ
は
、
極
め
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
態
度

で
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
も
の
と
理
解
で
き
る
。
筆
者
な
り
に
要
約
す
れ
ば
、
そ
の
基
底
に
あ
る
の
は
、
選
挙
法
の
改
革
と
い
う
視

点
で
あ
る
（
そ
こ
に
は
、
裁
判
所
も
ま
た
選
挙
法
秩
序
の
構
築
主
体
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
控
え
て
い
よ
う
）。
日
本
憲
法
学
は
、
少
な
く
と
も
こ

の
よ
う
な
問
題
設
定
や
作
法
と
い
っ
た
次
元
に
お
い
て
、
米
国
選
挙
法
学
か
ら
何
ら
か
の
刺
激
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
本
格
的
に
論
じ
る
こ
と
は
、
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

〔
付
記
〕
本
研
究
は
、
平
成
二
八
年
度
「
博
士
課
程
学
生
研
究
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
助
成
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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（
1
）  

吉
川
智
志
「
米
国
に
お
け
る
選
挙
法
学
の
誕
生
」
法
学
政
治
学
論
究
一
〇
八
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
二
八
頁
以
下
。

（
2
）  

そ
の
背
景
に
は
、
選
挙
法
学
が
、
憲
法
学
か
ら
独
立
す
る
形
で
誕
生
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
参
照
、
吉
川
・
前
掲
注
（
1
）
一
二
八
‐
一

二
九
、
一
四
九
‐
一
五
三
頁
。

（
3
）  
「
選
挙
法
の
競
争
理
論
」、「
政
治
的
市
場
ア
プ
ロ
ー
チ
」、「
政
治
的
反
ト
ラ
ス
ト
理
論
」
等
と
呼
ば
れ
る
場
合
も
あ
る
。Yen Tu-Su, 

Retracing Political A
ntitrust: A

 G
enealogy and its Lessons, 27 J.L. &

 PO
L. 1, 8 

（2011

）. 

が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
「
政
治
的
競
争
ア

プ
ロ
ー
チ
」
に
統
一
す
る
。

（
4
）  

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
検
討
す
る
先
行
業
績
と
し
て
、
東
川
浩
二
「
政
治
的
ゲ
リ
マ
ン
ダ
の
法
的
規
制
：
州
憲
法
の
復
権
と
競
争
理
論
」
選
挙
研

究
二
四
巻
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
〇
〇
頁
以
下
。
ま
た
、
村
山
健
太
郎
「
選
挙
資
金
の
寄
付
制
限
と
文
面
違
憲
：Randall v. Sorrell, 548 

U.S. 230 

（2006
）」
憲
法
訴
訟
研
究
会
他
編
『
続
・
ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）
二
〇
頁
以
下
、
お
よ
び
、
吉
田
仁
美

「
政
治
的
ゲ
リ
マ
ン
ダ
ー
：V

ieth v. Jubelirer, 541 U.S. 267 

（2004

）」
同
書
二
三
四
頁
以
下
は
、
判
例
と
の
関
わ
り
で
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に

言
及
す
る
。

（
5
）  R

ich
a
rd L. H

a
sen, T

h
e S

u
prem

e C
o
u
rt A

n
d E

lectio
n L

a
w: Ju

d
g
in
g E

q
u
a
lity F

ro
m B

a
ker v. C

a
rr T

o B
u
sh v. G

o
re 139 

（2004

）.

（
6
）  D

avid Schleicher, 

“Politics as M
arkets

” Reconsidered: N
atural M

onopolies, Com
petitive D

em
ocratic Philosophy and Prim

ary 
Ballot A

ccess in A
m
erican Elections, 14 S

u
p. C

t. E
co
n. R

ev. 163, 163 （2006

）.

（
7
）  Yasm

in D
aw
ood, The A

ntidom
ination M

odel and the Judicial O
versight of D

em
ocracy, 96 G

eo. L. J. 1411, 1423 （2007

）.

（
8
）  

も
っ
と
も
、
人
民
主
権
論
の
立
場
か
ら
選
挙
法
へ
の
広
範
な
憲
法
的
要
請
を
導
く
辻
村
み
よ
子
教
授
の
議
論
は
、
本
稿
に
言
う
司
法
審
査
理
論

と
し
て
再
解
釈
で
き
る
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
辻
村
み
よ
子
『「
権
利
」
と
し
て
の
選
挙
権

―
選
挙
権
の
本
質
と
日
本
の
選
挙
問
題
』

（
勁
草
書
房
、
一
九
八
九
年
）
一
‐
六
三
頁
。

（
9
）  

宍
戸
常
寿
教
授
も
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
公
職
選
挙
法
に
最
も
詳
し
い
の
は
、
選
挙
に
死
活
的
な
利
害
が
か
か
わ
っ
て
い
る
政
治
家
で
あ
っ

て
、
隙
あ
ら
ば
自
分
に
有
利
に
な
る
よ
う
に
、
い
か
よ
う
に
で
も
細
工
す
る
わ
け
で
す
。
逆
に
言
え
ば
、
裁
判
所
の
司
法
審
査
権
が
機
能
す
る
最

大
の
側
面
は
、
こ
こ
に
何
か
し
ら
エ
ン
ト
レ
ン
チ
メ
ン
ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
」
寺
田
麻
佑
・
駒
村
圭
吾
・
小
山
剛
・
宍

戸
常
寿
『
放
送
・
メ
デ
ィ
ア
・
表
現
の
自
由

―
情
報
通
信
規
制
の
現
在
を
踏
ま
え
て
―
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
全
文
』
社
会
科
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
八
一
巻

（
二
〇
一
六
年
）
一
〇
二
頁
〔
宍
戸
常
寿
発
言
〕。
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（
10
）  Sam

uel Issacharoff &
 Richard H

. Pildes, Politics as M
arkets: Partisan Lockups of the D

em
ocratic Process, 50 S

tan. L. R
ev. 

644, 717 （1998

）.
（
11
）  

吉
川
・
前
掲
注
（
1
）
一
四
五
‐
一
四
六
頁
の
記
述
と
そ
こ
で
の
引
用
文
献
を
参
照
。

（
12
）  Burdick v. Takushi, 504 U.S. 428 

（1992

）. 

こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
高
橋
和
之
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
選
挙
権
の
観
念
」
樋
口
陽
一
＝

同
編
『
現
代
立
憲
主
義
の
展
開
（
上
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
）
四
三
二
頁
以
下
、
吉
川
・
前
掲
注
（
1
）
一
三
八
頁
以
下
、
も
参
照
。

（
13
）  
よ
り
正
確
に
は
、
吉
川
・
前
掲
注
（
1
）
一
三
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
14
）  Issacharoff &

 Pildes, supra note 10, 670 -672.

（
15
）  Id. at 673 -674.

（
16
）  Tim

m
ons v. Tw

in Cities Area N
ew
 Party, 520 U.S. 351 （1997

）.

（
17
）  

具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
状
態
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
：
あ
る
政
党
（
政
党
①
）
が
、
自
党
の
党
員
を
使
っ
て
、「
増
税
反
対
」、「
環
境
を

守
ろ
う
」、「
犯
罪
を
止
め
よ
う
」
と
い
っ
た
、
選
挙
に
お
い
て
訴
求
力
の
あ
る
名
前
を
冠
し
た
政
党
（
政
党
②
）
を
立
ち
上
げ
さ
せ
、
そ
の
政
党

に
、
自
党
の
候
補
者
を
指
名
さ
せ
る
。
そ
う
す
る
と
、
政
党
①
は
、
自
党
の
候
補
者
を
、
投
票
用
紙
上
で
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
政
策
と
結
び
つ

け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
有
権
者
へ
の
ア
ピ
ー
ル
が
可
能
と
な
る
。

（
18
）  Issacharoff &

 Pildes, supra note 10, at 683 -687.

（
19
）  California D

em
ocratic Party v. Jones, 530 U.S. 567 

（2000

）. 

本
判
決
の
紹
介
お
よ
び
解
説
と
し
て
、
木
下
智
史
「
最
近
の
判
例 

California D
em
ocratic Party v. Jones

」
ア
メ
リ
カ
法
二
〇
〇
一
年
一
号
二
〇
七
頁
以
下
も
参
照
。

（
20
）  

こ
の
点
で
、
開
放
型
予
備
選
挙
（open prim

ary
）
と
異
な
る
。
各
種
予
備
選
挙
制
度
の
詳
細
な
説
明
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
高
橋
和
之
「
ア

メ
リ
カ
の
予
備
選
挙
制
度
と
政
党
の
法
的
地
位
研
究
序
説
」
法
律
論
第
七
九
巻
四
・
五
合
併
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
四
六
頁
以
下
。

（
21
）  Sam
uel Issacharoff, Private Parties w

ith Public Purposes: Political Parties, A
ssociational Freedom

s, and Partisan 
Com

petition, 101 C
o
lu
m. L. R

ev. 274 （2001

）.

（
22
）  

以
下
の
記
述
は
、Id. at 274 -285, 298 -312.

（
23
）  Richard H

. Pildes, The Constitution and Political Com
petition, 30 N

o
v
a L. R

ev. 253 （2005

）.

（
24
）  

「
上
院
議
員
お
よ
び
下
院
議
員
の
選
挙
を
行
う
時
、
所
、
お
よ
び
方
法
は
、
各
州
に
お
い
て
そ
の
議
会
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
連
邦

議
会
は
、
上
院
議
員
の
選
挙
を
行
う
所
に
関
す
る
定
め
を
除
き
、
何
時
で
も
法
律
に
よ
っ
て
こ
の
点
に
関
す
る
規
則
を
設
け
、
ま
た
は
変
更
す
る
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こ
と
が
で
き
る
」。

（
25
）  

な
お
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、
一
条
二
節
「
人
民
（the People

）」
に
よ
る
代
表
選
出
の
観
念
、
修
正
一
条
の
基
礎
に
あ
る
「
民
主
的
競
争
」
の
観

念
に
言
及
し
、
こ
の
議
論
を
補
強
し
て
い
る
。Id. at 267 -271.

（
26
）  Sam

uel Issacharoff, G
errym

andering and Political Cartels, 116 H
arv. L. R

ev. 593 

（2002

）. 

本
論
文
の
紹
介
お
よ
び
解
説
と
し
て
、

東
川
浩
二
「
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
に
対
す
る
独
禁
法
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
ア
メ
リ
カ
法
二
〇
〇
三
年
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
四
二
八
頁
以
下
。

（
27
）  G

affney v. Cum
m
ings, 412 U.S. 735 （1973

）.

（
28
）  Issacharoff, supra note 26, at 617 -.620.

（
29
）  

こ
の
後
、
イ
サ
カ
ロ
フ
は
更
に
議
論
を
進
め
て
、
議
会
に
よ
る
選
挙
区
割
り
構
築
を
推
定
的
に
違
憲
と
す
る
予
防
的
法
理
（
後
掲
注
（
31
）
を

参
照
）
の
構
築
を
提
唱
す
る
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
る
こ
と
を
控
え
る
。Id. at 641 -645.

（
30
）  Richard H

. Pildes, The Theory of Political Com
petition, 85 V

a. L. R
ev. 1605 （1999

）.

（
31
）  

予
防
的
な
法
理
と
は
、
ミ
ラ
ン
ダ
・
ル
ー
ル
の
よ
う
な
、
憲
法
違
反
の
発
生
を
予
防
す
る
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
憲
法
解
釈
に
よ
っ
て
導
か

れ
た
政
策
的
ド
ク
ト
リ
ン
」
を
指
す
。
山
本
龍
彦
「
違
憲
審
査
理
論
と
権
利
論

―
権
利
・
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