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憲
法
の
長
尾
一
紘
先
生
は
、
二
〇
一
二
年
度
を
も
っ
て
中
央
大
学
を
退
職
さ
れ
た
。
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
一
月
に
開
催
さ
れ
た

最
終
講
義
に
お
い
て
、
先
生
は
、
憲
法
解
釈
学
に
対
す
る
不
信
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。「
憲
法
学
に
お
い
て
は
、
学
者
の
主
観
が
あ
ま

り
に
強
す
ぎ
る
」、「
憲
法
学
は
、
刑
法
な
ど
に
く
ら
べ
て
か
な
り
遅
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
の
で
あ
る）（
（

。
こ
れ
は
私
の
実
感

で
も
あ
る
。
私
が
大
学
に
入
学
し
た
の
は
一
九
七
五
（
昭
和
五
〇
）
年
で
あ
る
が
、
そ
の
時
に
は
す
で
に
、
犯
罪
の
成
立
要
件
を
、
構
成

要
件
該
当
性
・
違
法
性
・
責
任
の
三
要
素
に
分
け
て
論
じ
る
こ
と
は
、
─
─
若
干
の
異
説
を
除
き）（
（

─
─
も
は
や
盤
石
の
体
系
で
あ
り
、
こ
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れ
ら
三
要
素
を
順
番
に
検
討
す
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
思
考
方
法
に
習
熟
す
る
こ
と
が
、
刑
法
学
の
学
習
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
理
論
体
系
が
確
立
す
る
ま
で
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
体
系
の
間
で
優
劣
を
め
ぐ
る
争
い
が
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
し
、
構
成
要
件
の
概
念
自
体
に
つ
い
て
も
、
学
説
は
対
立
し
た
だ
ろ
う）（
（

。
け
れ
ど
も
、
議
論
の
長
い
歴
史
を
経
て
き
た
も
の
で
あ
る
だ

け
に
、
刑
法
理
論
は
安
定
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
憲
法
学
に
お
い
て
は
、
違
憲
立
法
審
査
権
が
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
た
の
は
日
本
国
憲
法
に
な
っ
て
か
ら
と
い
う
こ
と

も
あ
っ
て
、
私
が
大
学
に
入
学
し
た
頃
は
、
憲
法
が
保
障
す
る
基
本
的
人
権
を
ど
こ
ま
で
制
限
し
た
ら
違
憲
に
な
る
の
か
、
人
権
を
制
限

す
る
法
律
が
合
憲
か
違
憲
か
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
の
か
、
は
っ
き
り
し
た
思
考
の
筋
道
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た）（
（

。
基
本
的
人
権
を

公
共
の
福
祉
を
理
由
に
制
限
で
き
る
か
、
そ
れ
と
も
内
在
的
制
約
に
限
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
議
論
の
ほ
か
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
人

権
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
し
て
、得
ら
れ
る
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
よ
り
も
大
き
け
れ
ば
、

そ
の
制
限
は
合
憲
で
あ
る
、
と
い
う
利
益
衡
量
な
い
し
比
較
衡
量
論
が
あ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
何
に
ど
の
程
度
の
重
さ
を
置

い
て
は
か
り
に
載
せ
る
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
か
ら
、
結
局
は
解
釈
者
の
主
観
（
世
界
観
な
い
し
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
に
よ
っ
て
結
論
が
導

か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
法
の
解
釈
は
、
法
の
科
学
と
は
異
な
っ
て
、
認
識
で
は
な
く
評
価
で
あ
り
、
実
践
で
あ
る
と
さ
れ
た
た

め
、
憲
法
解
釈
へ
の
解
釈
者
の
主
観
の
持
ち
込
み
が
正
面
か
ら
正
当
化
さ
れ
、
誰
の
た
め
の
解
釈
な
の
か
、
い
か
な
る
社
会
勢
力
の
同
伴

者
な
の
か
の
問
題
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
。
自
分
の
解
釈
を
多
く
の
人
々
に
受
け
入
れ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
そ
の
解
釈
を
支
え
る
現
実

の
勢
力
の
力
を
拡
大
す
る
た
め
の
実
践
に
携
わ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
さ
え
な
り
か
ね
な
い
。

憲
法
訴
訟
論
、
と
く
に
違
憲
審
査
基
準
論
が
提
唱
さ
れ
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
よ
う
な
時
期
で
あ
っ
た）（
（

。
そ
れ
以
降
、
基
本
的
人
権

の
性
質
と
、
規
制
立
法
の
目
的
や
態
様
に
応
じ
て
、
ど
の
審
査
基
準
を
用
い
て
法
律
の
合
憲
・
違
憲
を
判
定
す
る
か
が
人
権
論
の
議
論
で
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あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
違
憲
審
査
基
準
論
に
よ
り
、
解
釈
者
の
主
観
や
事
件
の
特
殊
性
に
左
右
さ
れ
な
い
安
定
し
た
解

釈
が
、
憲
法
の
領
域
で
も
可
能
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
審
査
基
準
論
の
影
響
が
あ
ま
り
に
も
強
か
っ
た
た
め
─
─
審
査

基
準
論
が
従
来
の
議
論
よ
り
も
そ
れ
だ
け
客
観
的
で
優
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
が
─
─
、
審
査
基
準
論
さ
え
や
っ
て
い
れ
ば
人

権
論
は
十
分
だ
、
と
い
う
傾
向
が
学
生
や
司
法
試
験
受
験
生
に
蔓
延
し
た
こ
と
は
否
め
な
い）（
（

。
確
か
に
、
違
憲
審
査
基
準
論
は
切
れ
味
の

よ
い
包
丁
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
素
材
を
じ
っ
く
り
見
て
料
理
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
よ
い
料
理
人
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

二　

基
本
権
構
成
要
件

（　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
三
段
階
審
査

刑
法
学
か
ら
見
る
と
す
ぐ
に
、
違
憲
審
査
基
準
論
に
は
欠
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
、
と
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
い

か
な
る
基
本
権
が
制
限
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
い
か
な
る
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
る
か
の
議
論
に
進

む
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
点
が
自
覚
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、「
構
成
要
件
」
の
観
念
が
存
在
し
な
い
の
で
あ

る
。
け
れ
ど
も
、
構
成
要
件
は
、
刑
法
学
に
特
有
の
概
念
で
、
憲
法
と
は
無
縁
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
実
際
、
法
学
辞
典
で
「
構
成
要

件
」
を
引
い
て
み
る
と
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
刑
法
理
論
の
説
明
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
基
本
権
侵
害
の
有
無
を
審
査
・
判
断
す
る
枠
組
み
と
し
て
、「
三
段
階
審
査
（D

rei–Schritt–

Prüfung

）」
の
図
式
な
い
し
理
論
が
用
い
ら
れ
て
い
る）（
（

。
こ
の
審
査
は
、「
保
護
領
域
（Schutzbereich

）」
→
「
介
入
（Eingriff

）」
→「
憲

法
上
の
正
当
化
（V

erfassungsrechtliche Rechtfertigung

）」
の
順
序
で
行
わ
れ
る
。
第
一
段
階
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
個
人
の
行
為
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や
状
態
が
基
本
権
の
保
障
す
る
範
囲
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
の
審
査
で
あ
り
、
第
二
段
階
で
は
、
国
家
の
行
為
が
基
本
権
の
保
障
す
る
行

為
や
状
態
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
審
査
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
肯
定
さ
れ
る
と
、
第
三
段
階
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
国
家
行
為
は
憲

法
上
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
、
形
式
的
お
よ
び
実
質
的
な
側
面
か
ら
審
査
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
な
い
限
り
、
基

本
権
制
限
（
基
本
権
の
保
護
領
域
へ
の
介
入
）
は
基
本
権
侵
害
と
し
て
違
憲
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
審
査
図
式
の
第
一
段
階
、「
保
護
領
域
」

は
、「
基
本
権
構
成
要
件
（Grundrechtstatbestand

）」
と
も
呼
ば
れ
る
。
憲
法
に
お
け
る
構
成
要
件
の
理
論
で
あ
る
。
考
え
て
み
る
と
当

た
り
前
で
あ
る
が
、
構
成
要
件
は
刑
法
特
有
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
三
段
階
審
査
が
刑
法
理
論
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
す
ぐ
に
わ
か
る
。
基
本
権
は
国
家
の
行
為
を
拘
束
す
る
規
範
だ
か
ら
、
国
家

の
行
為
が
基
本
権
の
「
保
護
領
域
」
に
「
介
入
」
す
る
と
は
、
基
本
権
の
「
構
成
要
件
」
に
「
該
当
」
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
（
＝「
構
成

要
件
該
当
性
」）。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
国
家
行
為
は
一
応
違
憲
で
あ
る
と
の
推
定
が
は
た
ら
く
の
で
、
そ
の
推
定
を
覆
す
に
は
「
憲
法

上
の
正
当
化
」
が
必
要
で
、
正
当
化
さ
れ
な
い
限
り
は
違
憲
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
最
近
に
な
っ
て
、
日
本
国
憲
法
の
基
本
権
解
釈
論
に
、
こ
の
三
段
階
審
査
論
の
影
響
が
急
速
に
高
ま
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
）
（
）（
（
（

る
。
と
く
に
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
第
三
段
階
の
、
憲
法
上
の
実
質
的
正
当
化
で
用
い
ら
れ
る
「
比
例
原
則
」
で
あ
る
。

現
在
、
違
憲
審
査
基
準
論
と
比
例
原
則
の
優
劣
を
め
ぐ
る
議
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る）（（
（

。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
第
一
段
階
の
「
基
本

権
構
成
要
件
」
な
い
し
「
保
護
領
域
」
に
注
目
し
、
そ
れ
が
日
本
国
憲
法
の
基
本
権
解
釈
に
と
っ
て
有
す
る
意
義
を
検
討
す
る
こ
と
に
し

た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
に
お
い
て
、
基
本
権
構
成
要
件
の
概
念
や
そ
の
範
囲
に
つ
い
て
学
説
の
対
立
が
あ
る）（（
（

。
そ
の
点
は

こ
こ
で
は
措
き
、
も
っ
ぱ
ら
日
本
国
憲
法
の
基
本
権
解
釈
に
引
き
寄
せ
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。



憲
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日
本
の
憲
法
判
例
に
お
け
る
構
成
要
件
論
の
不
在

従
来
の
違
憲
審
査
基
準
論
で
は
、
基
本
権
構
成
要
件
ま
た
は
基
本
権
の
保
護
領
域
が
自
覚
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
す
で
に
指

摘
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
違
憲
審
査
に
お
い
て
憲
法
の
個
々
の
条
文
に
違
反
す
る
か
否
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
直
感

的
に
は
取
り
扱
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
直
感
に
と
ど
ま
る
限
り
、
他
の
人
に
わ
か
る
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た

め
、
解
釈
の
説
得
力
と
透
明
性
を
欠
い
て
し
ま
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
判
例
も
同
様
で
あ
る
。
判
例
に
お
い
て
も
、
基

本
権
構
成
要
件
が
自
覚
的
に
論
じ
ら
れ
な
い
た
め
、
違
憲
審
査
の
あ
り
方
に
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る）（（
（

。

例
え
ば
、
最
高
裁
は
、
裁
判
所
に
よ
る
取
材
フ
ィ
ル
ム
の
提
出
命
令
が
憲
法
二
一
条
に
違
反
し
な
い
か
が
争
わ
れ
た
事
件
（
博
多
駅

事
件
Ｔ
Ｖ
フ
ィ
ル
ム
提
出
命
令
事
件
：
最
大
決
昭
和
四
四
年
一
一
月
二
六
日
刑
集
二
三
巻
一
一
号
一
四
九
〇
頁
）
に
お
い
て
、
報
道
の
自
由
が
憲
法

二
一
条
の
保
障
の
下
に
あ
る
と
明
言
し
つ
つ
、「
報
道
の
た
め
の
取
材
の
自
由
も
、
憲
法
二
一
条
の
精
神
に
照
ら
し
、
十
分
尊
重
に
値
い

す
る
」
と
述
べ
た
。
そ
し
て
最
高
裁
は
、
取
材
の
自
由
が
憲
法
二
一
条
の
保
障
の
範
囲
内
に
含
ま
れ
る
か
否
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な

く
、
対
立
す
る
憲
法
原
理
（
公
正
な
刑
事
裁
判
の
実
現
と
い
う
憲
法
上
の
要
請
）
と
の
衡
量
を
行
っ
て
、
提
出
命
令
を
合
憲
と
し
た）（（
（

。

傍
聴
人
の
メ
モ
の
禁
止
が
争
わ
れ
た
事
件
（
レ
ペ
タ
事
件
：
最
大
判
平
成
元
年
三
月
八
日
民
集
四
三
巻
二
号
八
九
頁
）
に
お
い
て
も
、「
情
報

等
に
接
し
、
こ
れ
を
摂
取
す
る
自
由
」
は
憲
法
二
一
条
か
ら
そ
の
派
生
原
理
と
し
て
当
然
に
導
か
れ
る
と
し
つ
つ
、「
筆
記
行
為
の
自
由

は
憲
法
二
一
条
一
項
の
規
定
の
精
神
に
照
ら
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
た
う
え
で
、「
筆
記
行
為
の
自
由
は
、
憲
法
二
一

条
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
直
接
保
障
さ
れ
て
い
る
表
現
の
自
由
そ
の
も
の
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
制
限
又
は
禁
止
に
は
、

表
現
の
自
由
に
制
約
を
加
え
る
場
合
に
一
般
に
必
要
と
さ
れ
る
厳
格
な
基
準
が
要
求
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
判
例
で
は
、「
取
材
の
自
由
」
や
「
筆
記
行
為
の
自
由
」
が
憲
法
二
一
条
の
保
護
領
域
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
、
明
言
さ
れ

て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
含
ま
れ
る
に
は
含
ま
れ
る
が
、
そ
の
周
辺
部
分
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
保
障
の
程
度
は
中
心
部

分
よ
り
も
低
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
対
立
利
益
と
の
衡
量
で
も
、
制
限
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
利
益
は
低
い
と
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
点
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

ま
た
、
被
拘
禁
者
の
喫
煙
の
禁
止
が
争
わ
れ
た
事
件
（
最
大
判
昭
和
四
五
年
九
月
一
六
日
民
集
二
四
巻
一
〇
号
一
四
一
〇
頁
）
で
は
、「
喫
煙
の

自
由
は
、
憲
法
一
三
条
の
保
障
す
る
基
本
的
人
権
の
一
に
含
ま
れ
る
と
し
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
時
、
所
に
お
い
て
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
、
喫
煙
の
自
由
が
一
三
条
の
保
護
領
域
に
含
ま
れ
る
の
か
、
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
合
憲
と
し
て
い
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
制
限
は
合
憲
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
自
由
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
ど
う
で
も
よ
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
最
近
の
君
が
代
ピ
ア
ノ
伴
奏
拒
否
事
件
（
最
判
平
成
一
九
年
二
月
二
七
日
民
集
六
一
巻
一
号
二
九
一
頁
）
で
は
、
ピ
ア
ノ
伴
奏
を

拒
否
す
る
行
為
は
憲
法
一
九
条
の
保
護
領
域
に
は
含
ま
れ
な
い
と
し
な
が
ら
、
ピ
ア
ノ
伴
奏
を
命
じ
る
職
務
命
令
は
一
九
条
の
保
護
領
域

を
制
約
す
る
も
の
で
も
な
い
と
し
た
。
こ
こ
で
も
、
審
査
の
第
一
段
階
と
第
二
段
階
の
区
別
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
若
干
の
判
例
を
見
た
だ
け
で
も
、
三
段
階
審
査
論
か
ら
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
厳
し
い
評
価
に
な
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
日
本
の
違
憲
審
査
の
特
質
は
、「
審
査
段
階
を
区
別
し
て
、
ス
テ
ッ
プ
ご
と
に
区
切
っ
て
段
階
的
に
審
査
す
る
の
で
は
な
く
」、

基
本
権
構
成
要
件
、
介
入
、
憲
法
上
の
正
当
化
の
「
審
査
段
階
が
明
確
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
い
わ
ば
平
面
的
に
一
緒
く
た
に
込
み

で
行
わ
れ
、
総
合
的
網
羅
的
な
利
益
衡
量
の
中
で
、
三
者
の
審
査
が
幾
度
も
『
行
き
つ
戻
り
つ
』
し
つ
つ
、
い
つ
の
ま
に
か
合
憲
・
違
憲

の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
と
り
わ
け
、『
基
本
権
構
成
要
件
』を
明
確
に
し
な
い
ま
ま
、む
し
ろ『
憲
法
の
精
神
に
照
ら
し
、

十
分
尊
重
に
値
す
る
』
と
い
う
よ
う
に
、意
図
的
に
曖
昧
に
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、『
憲
法
的
正
当
化
』」
が
行
わ
れ
る
た
め
、「
判
断
内
容
が
明
確
で
な
く
、
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全
体
と
し
て
朦
朧
と
な
っ
て
い
る
」。
こ
れ
が
「
最
大
の
欠
陥
」
で
あ
る
、
と）（（
（

。

（　

基
本
権
の
競
合

⑴　

基
本
権
競
合
と
罪
数
論

基
本
権
構
成
要
件
の
観
念
は
、
違
憲
審
査
の
判
断
過
程
を
透
明
か
つ
明
確
に
す
る
う
え
で
有
意
義
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
た
。
基
本
権

解
釈
へ
の
影
響
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
例
え
ば
、
こ
の
観
念
を
取
り
入
れ
る
と
、
あ
る
国
家
行
為
が
複
数
の
基
本
権
構
成
要
件

に
該
当
す
る
よ
う
に
見
え
る
場
合
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
こ
の
問
題
は
「
基
本
権
競
合
（Grundrechtskonkurrenz

）」
と
呼
ば
れ
る）（（
（

。

刑
法
の
罪
数
論）（（
（

に
は
、法
条
競
合
や
観
念
的
競
合
の
議
論
が
あ
る
。
観
念
的
競
合）（（
（

と
は
、「
一
個
の
行
為
が
二
個
以
上
の
罪
名
に
触
れ
」（
刑

法
五
四
条
一
項
）
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
複
数
の
犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
り
、
法
条
競
合）（（
（

と
は
、
一
個
の
行
為
が
数
個
の

罪
名
に
触
れ
る
よ
う
な
外
観
を
呈
す
る
が
、そ
れ
ら
の
構
成
要
件
の
中
の
一
つ
の
構
成
要
件
が
他
の
構
成
要
件
の
適
用
を
排
除
す
る
た
め
、

そ
の
結
果
、
一
つ
の
構
成
要
件
に
し
か
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
る
。
古
典
的
な
テ
キ
ス
ト）（（
（

で
は
、
憲
法
で
も
お
な
じ
み
の
刑
法
二
〇
〇
条

を
例
に
挙
げ
、
尊
属
を
殺
し
た
場
合
は
尊
属
殺
人
罪
の
規
定
（
刑
法
二
〇
〇
条
）
だ
け
が
適
用
さ
れ
、
殺
人
罪
の
規
定
（
同
一
九
九
条
）
の

適
用
は
排
除
さ
れ
る
。
こ
れ
が
法
条
競
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
個
の
行
為
で
尊
属
と
他
の
者
を
殺
せ
ば
観
念
的
競
合
に
な
る
、

と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
同
様
の
こ
と
が
基
本
権
解
釈
で
も
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。

⑵　

法
条
競
合

法
条
競
合
に
は
い
く
つ
か
の
類
型
が
あ
る
が
、「
特
別
関
係
」、
す
な
わ
ち
一
般
法
と
特
別
法
の
関
係
は
、
憲
法
規
定
で
も
当
然
問
題
に
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な
る
。
た
だ
し
、
憲
法
に
は
、
刑
法
と
異
な
り
、
包
括
的
基
本
権
規
定
（
日
本
国
憲
法
一
三
条
、
ド
イ
ツ
基
本
法
二
条
一
項
）
の
あ
る
点
が
全

く
違
う
。
刑
法
で
は
、
個
々
の
（
個
別
的
）
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
で
な
け
れ
ば
、
犯
罪
は
成
立
し
な
い
。
刑
法
各
論
で
問
題
と
さ

れ
る
行
為
と
同
じ
程
度
に
反
社
会
的
で
、
非
難
に
値
す
る
行
為
で
あ
っ
て
も
、
犯
罪
と
し
て
処
罰
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
が

刑
法
の
自
由
保
障
機
能
で
あ
る）（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
憲
法
で
は
、
個
々
の
基
本
権
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
、
そ
れ
ら
の
保
障
か
ら
こ
ぼ

れ
落
ち
た
行
為
で
あ
っ
て
も
、
包
括
的
基
本
権
規
定
に
よ
っ
て
保
護
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
は
、
個
々
の
行
為
を
区

別
す
る
こ
と
な
く
、「
他
人
の
権
利
又
は
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
を
侵
害
し
た
者
」
に
対
し
て
一
般
的
に
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
せ
る

民
法
の
態
度
に
近
い
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
刑
法
と
憲
法
の
違
い
は
、
実
は
前
提
を
共
通
に
す
る
か
ら
こ
そ
生
じ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
本

来
自
由
で
あ
り
、
そ
の
制
限
は
例
外
で
あ
る
、
と
い
う
前
提
で
あ
る）（（
（

。
だ
か
ら
こ
そ
、
刑
法
は
個
別
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
だ
け

を
犯
罪
と
す
る
の
に
対
し
て
、
憲
法
は
個
別
的
な
自
由
権
に
解
消
さ
れ
な
い
一
般
的
な
自
由
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
個
別
的
基
本
権
の
保
護
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
た
い
か
な
る
行
為
が
包
括
的
基
本
権
の
問
題
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、

保
護
領
域
一
本
の
判
例
・
多
数
説
と
、
規
律
領
域
と
保
護
領
域
を
区
別
す
る
少
数
説
の
対
立
が
あ
る）（（
（

。
規
律
領
域
と
は
、
あ
る
基
本
権
規

定
の
主
題
と
さ
れ
た
自
由
領
域
ま
た
は
生
活
領
域
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
基
本
法
八
条
一
項
は
集
会
の
自
由
を
主
題
と
し
て
規
定

し
て
い
る
が
、
そ
の
保
護
領
域
に
含
ま
れ
る
の
は
「
平
穏
か
つ
武
器
を
持
た
ず
に
」
行
わ
れ
る
集
会
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
八
条
一

項
で
保
護
さ
れ
な
い
「
暴
力
的
で
武
器
を
持
っ
た
集
会
」
は
包
括
的
基
本
権
の
保
護
領
域
に
含
ま
れ
る
の
か
。
判
例
・
多
数
説
は
こ
れ
を

肯
定
す
る
の
に
対
し
て
、
少
数
説
は
そ
れ
を
否
定
す
る
。
少
数
説
か
ら
み
れ
ば
、
規
律
領
域
と
比
べ
て
保
護
領
域
を
明
文
で
限
定
す
る
こ

と
は
、
構
成
要
件
要
素
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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構
成
要
件
要
素
の
問
題
と
し
て
は
、
さ
ら
に
、
身
分
犯
の
問
題
が
あ
る）（（
（

。
刑
法
に
は
行
為
者
が
特
定
の
身
分
を
有
す
る
こ
と
が
犯
罪
成

立
の
要
件
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
憲
法
の
基
本
権
に
も
、「
人
的
保
護
領
域
」
の
観
念
が
あ
る
。
国
籍
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
す

べ
て
の
人
に
保
障
さ
れ
る
基
本
権
と
、
国
民
だ
け
に
保
障
さ
れ
る
基
本
権
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
で
は
、
選
挙
権
や
生
存
権

の
保
障
は
外
国
人
に
は
及
ば
な
い
が
、
自
由
権
は
外
国
人
に
も
保
障
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
基
本
法
で
は
、

集
会
の
自
由
（
基
本
法
八
条
）、
結
社
の
自
由
（
同
九
条
）、
移
転
の
自
由
（
同
一
一
条
）、
職
業
選
択
の
自
由
（
同
一
二
条
）
は
ド
イ
ツ
人
だ
け

に
保
障
さ
れ
る
権
利
で
あ
っ
て
、
外
国
人
に
は
保
障
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
権
利
が
包
括
的
基
本
権
（
同
二
条
一
項
）
の
一

内
容
と
し
て
外
国
人
に
も
保
障
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
基
本
権
の
享
有
主
体
も
構
成
要

件
要
素
の
問
題
だ
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
憲
法
一
三
条
と
個
別
的
基
本
権
規
定
を
除
い
て
、
日
本
国
憲
法
上
、
基
本
権
規
定
の
間
に
一
般
法
・
特
別
法
の
関
係
は
存

在
す
る
の
か
。

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
一
般
的
平
等
原
則
と
個
別
的
平
等
規
定
と
の
関
係
で
あ
る
。
例
え
ば
、
憲
法
四
四
条
但
し
書
き
と
一
四
条
一

項
の
関
係
に
つ
い
て
、
私
は
以
前
、
一
四
条
と
四
四
条
但
し
書
き
は
一
般
法
と
特
別
法
の
関
係
に
あ
り
、「
選
挙
権
・
被
選
挙
権
の
平
等

に
対
し
て
は
本
条
〔
憲
法
四
四
条
〕
但
し
書
き
だ
け
が
適
用
さ
れ
、
一
四
条
一
項
の
適
用
は
排
除
さ
れ
る
」
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る）（（
（

が
、

（
賛
成
で
あ
れ
反
対
で
あ
れ
）
特
段
の
反
応
は
な
か
っ
た
。

ま
た
、
政
教
分
離
規
定
の
う
ち
、
憲
法
八
九
条
の
公
金
支
出
等
の
禁
止
と
二
〇
条
三
項
の
宗
教
的
活
動
の
禁
止
の
関
係
に
つ
い
て
、
愛

媛
玉
串
料
訴
訟
（
最
大
判
平
成
九
年
四
月
二
日
民
集
五
一
巻
四
号
一
六
七
三
頁
）
の
園
部
逸
夫
裁
判
官
の
意
見
が
、「
本
件
に
お
け
る
公
金
の
支

出
は
、
公
金
の
支
出
の
憲
法
上
の
制
限
を
定
め
る
憲
法
八
九
条
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
一
点
に
お
い
て
、
違
憲
と
判
断
す
べ
き
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も
の
」
で
あ
る
か
ら
、「
憲
法
八
九
条
の
右
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
以
上
、
憲
法
二
〇
条
三
項
に
違
反
す
る
か
ど
う
か

を
判
断
す
る
必
要
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
二
〇
条
三
項
と
八
九
条
を
一
般
法
・
特
別
法
の
関
係
と
と
ら
え
て
い
る
か
ら
で
は
な

い
か
、
と
問
題
提
起
し
て
み
た
こ
と
が
あ
る）（（
（

が
、
反
応
は
全
く
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
婚
姻
の
自
由
に
関
し
て
、
一
三
条
と
二
四
条
の
間
に
緊
張
関
係
を
見
る
学
説
に
反
対
し
、
二
四
条
一
項
は
一
三
条
の
特
別
法

で
あ
る
旨
主
張
し
た
こ
と
が
あ
る）（（
（

が
、
こ
れ
も
専
門
の
憲
法
研
究
者
か
ら
の
反
応
は
な
い）（（
（

。

こ
う
し
て
み
る
と
、
日
本
の
憲
法
学
説
は
、
憲
法
一
三
条
と
個
別
的
基
本
権
規
定
の
間
を
除
く
と
、
基
本
権
規
定
の
間
に
一
般
法
と
特

別
法
の
関
係
を
認
め
る
こ
と
に
消
極
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
単
に
私
の
論
文
が
読
ま
れ
て
い
な
い
だ
け
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
が
）。
そ

の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、
あ
る
基
本
権
の
適
用
を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
複
数
の
基
本
権
の
適
用
を
認
め
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
、
次
の
観
念
的
適
用
の
問
題
に
な
る
。

⑶　

観
念
的
競
合

憲
法
で
は
、
営
利
的
言
論
が
、
表
現
の
自
由
（
憲
法
二
一
条
）
の
問
題
か
、
営
業
の
自
由
（
同
二
二
条
）
の
問
題
か
、
と
い
う
議
論
が
あ

る
）
（（
（

。
憲
法
二
一
条
の
保
護
領
域
を
限
定
し
て
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
の
は
、
国
民
の
自
己
統
治
に
か
か
わ
る
政
治
的
表
現
や
、
表
現
者
の
自

己
実
現
に
か
か
わ
る
芸
術
的
表
現
に
限
ら
れ
る
と
と
ら
え
れ
ば
、
営
利
的
表
現
は
憲
法
二
一
条
の
保
護
領
域
に
は
含
ま
れ
ず
、
二
二
条
の

問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
保
護
領
域
の
限
定
に
よ
る
解
決
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
消
費
者
の
自
己
実
現
な
ど
の
理
由
で
営
利
的
表
現
も
二
一
条
に
含
ま
れ
る
と
し
た
場
合
、
二
一
条
だ
け
が
適
用
さ
れ

る
の
か
、
二
二
条
も
適
用
さ
れ
る
の
か
問
題
に
な
る
。
両
方
と
も
に
適
用
さ
れ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
が
観
念
的
競
合
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
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憲
法
に
お
け
る
構
成
要
件
の
理
論
（
工
藤
）

裁
判
所
は
、
営
利
的
言
論
を
制
限
す
る
国
家
行
為
の
合
憲
性
を
審
査
す
る
に
当
た
っ
て
、
二
一
条
に
違
反
し
な
い
か
、
二
二
条
に
違
反
し

な
い
か
、
二
度
に
わ
た
っ
て
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
が
さ
ら
に
生
じ
る
。

そ
こ
で
刑
法
を
参
照
す
る
と
、
刑
法
五
四
条
一
項
で
は
、「
そ
の
最
も
重
い
刑
に
よ
り
処
断
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
科
刑
上
は
一
罪

と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
個
の
行
為
が
複
数
の
構
成
要
件
に
該
当
し
た
場
合
、
違
法
性
が
重
複
的
に
高
ま
る
わ
け
で

も
な
け
れ
ば
、
そ
の
中
間
の
違
法
性
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
最
も
重
い
刑
を
一
つ
科
す
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
営
利
的
言
論
の
議
論
に
転
用
す
る
と
、
憲
法
二
一
条
と
二
二
条
の
両
方
が
適
用
さ
れ
る
が
、
保
障
の
程
度
は
倍
に
な
る
わ
け
で

も
、
両
者
の
中
間
に
な
る
（
憲
法
で
は
こ
の
よ
う
に
説
く
学
説
も
有
力
で
あ
る
が
）
わ
け
で
も
な
い
。
さ
ら
に
、
二
つ
の
条
文
の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
合
憲
性
の
審
査
を
繰
り
返
す
の
で
は
な
く
、
最
も
厚
く
保
障
さ
れ
る
条
文
（
こ
こ
で
は
憲
法
二
一
条
）
に
つ
い
て
の
み
、
そ
の
合
憲

性
を
審
査
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
適
用
可
能
な
複
数
の
条
文
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の
条
文
と
の
関
係
で
審
査
す
る
の
で
は

な
く
、
い
ず
れ
か
一
つ
で
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
裁
判
の
時
間
と
労
力
の
節
約
に
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
最
も
保
障
の
厚
い

条
文
に
照
ら
し
て
合
憲
な
ら
、
保
障
の
程
度
が
そ
れ
以
下
の
条
文
で
違
憲
に
な
る
は
ず
は
な
い
の
で
、
繰
り
返
し
の
審
査
は
も
と
も
と
無

駄
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

同
様
の
問
題
は
多
い
。
例
え
ば
、
地
方
公
務
員
に
な
る
権
利
は
、
憲
法
一
五
条
の
公
務
就
任
権
の
問
題
な
の
か
、
二
二
条
の
職
業
選
択

の
自
由
の
問
題
な
の
か
、
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
が
適
用
さ
れ
る
の
か
、
両
方
適
用
さ
れ
る
の
か
。
新
聞
記
者
が
そ
の
取
材
活
動
を
制
限
さ

れ
た
場
合
、
報
道
の
自
由
（
憲
法
二
一
条
）
の
問
題
な
の
か
、
職
業
活
動
の
自
由
（
同
二
二
条
）
の
問
題
な
の
か
。
国
立
大
学
の
研
究
者
が
、

そ
の
研
究
内
容
に
問
題
が
あ
る
と
し
て
大
学
を
解
雇
さ
れ
た
場
合
、
学
問
の
自
由
（
憲
法
二
三
条
）
の
問
題
か
、
勤
労
の
権
利
（
同
二
七
条
）

の
問
題
か
、
な
ど
な
ど
で
あ
る
。
保
護
領
域
の
限
定
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
観
念
的
競
合
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い



六
八
二

場
合
も
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
刑
法
の
議
論
が
参
考
に
な
ろ
う
。

三　

お
わ
り
に

今
か
ら
四
半
世
紀
も
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ゼ
ミ
の
学
生
が
「
憲
法
の
解
釈
論
を
一
生
懸
命
勉
強
す
る
と
、
他
の
科
目
の
解
釈
が
わ
か

ら
な
く
な
る
」
と
い
う
趣
旨
の
発
言
を
し
た
。
そ
の
学
生
は
、
卒
業
後
間
も
な
く
司
法
試
験
に
合
格
し
、
今
は
弁
護
士
と
し
て
活
躍
し
て

い
る
か
ら
、
優
秀
な
学
生
と
い
っ
て
よ
い
。
当
時
の
人
権
解
釈
論
は
違
憲
審
査
基
準
一
辺
倒
だ
っ
た
か
ら
、
民
法
や
刑
法
の
解
釈
と
違
い

す
ぎ
て
、
い
く
ら
憲
法
を
勉
強
し
て
も
他
の
科
目
の
参
考
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
い
い
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
通
り
だ
と
思

う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
は
、
基
本
権
構
成
要
件
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
れ
ば
、
憲
法
と
刑
法
の
議
論
に
は
共
通
性
が
あ
る
こ
と
を
述

べ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
憲
法
学
者
に
刑
法
を
、
刑
法
学
者
に
憲
法
を
説
く
こ
と
に
な
り
、
結
局
、
ど
ち
ら
か
ら
見
て
も
初
歩
的
な

説
明
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
残
念
で
は
あ
る
が
、
あ
き
ら
め
る
ほ
か
は
な
い
。
ま
た
、
構
成
要
件
論
以
外
に
も
、
憲
法
と
刑
法
に
共
通

す
る
理
論
的
問
題
は
あ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
刑
法
の
適
用
範
囲
の
問
題）（（
（

と
基
本
権
の
在
外
国
民
へ
の
保
障）（（
（

の
比
較
な
ど
が
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
の
検
討
は
別
の
機
会
に
し
た
い
。

斎
藤
信
治
先
生
の
テ
キ
ス
ト
『
刑
法
総
論
』
は
、
い
ま
や
法
学
関
係
者
の
枠
を
超
え
て
有
名
で
あ
る）（（
（

が
、
そ
の
中
に
こ
ん
な
一
節
が
あ

る
。「
一
部
に
は
大
麻
規
制
違
憲
・（
限
定
）
解
禁
論
も
あ
る
が
（
加
藤
）、
反
対
論
が
強
い
（
最
決
昭
（0
・
（
・
（0
等
。
少
量
の
自
己
使
用
の
処
罰

に
は
議
論
の
余
地
も〔
工
藤
〕）」）

（（
（

。
誤
解
で
な
け
れ
ば
、こ
の「
工
藤
」は
私
で
あ
る）（（
（

。
有
名
な
テ
キ
ス
ト
の
中
で
わ
ざ
わ
ざ
言
及
さ
れ
る
と
は
、

光
栄
の
至
り
で
あ
る
。
専
門
違
い
も
顧
み
ず
こ
の
記
念
論
文
集
に
寄
稿
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
長
年
同
僚
と
し
て
接
し
て
い
た
だ
い
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た
恩
義
に
加
え
、
テ
キ
ス
ト
で
言
及
し
て
い
た
だ
い
た
恩
義
に
い
さ
さ
か
な
り
と
も
報
い
る
た
め
で
あ
る
。
斎
藤
先
生
の
一
層
の
ご
健
康

と
ご
健
筆
を
お
祈
り
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
（
）
長
尾
一
紘
「『
戦
後
憲
法
学
』
と
こ
れ
か
ら
の
日
本
」
白
門
六
五
巻
五
号
（
二
〇
一
三
年
）
四
〇
頁
。
こ
の
講
義
に
は
斎
藤
信
治
先
生
も
列
席
さ

れ
て
い
た
。

（
（
）
学
生
時
代
、
私
は
、
下
村
康
正
先
生
の
刑
法
の
講
義
を
聴
い
た
。
記
憶
が
不
確
か
で
あ
る
が
、
先
生
は
、
犯
罪
の
成
立
要
件
を
、
行
為
・
違
法
性
・

責
任
と
し
、
構
成
要
件
は
刑
法
各
論
で
扱
う
べ
き
で
あ
る
、
と
い
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
講
義
で
は
、
自
説
は
少
数
説
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
た
が
、
構
成
要
件
論
が
主
流
に
な
る
ま
で
は
、
こ
ち
ら
が
一
般
的
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
参
照
、
平
野
龍
一
『
刑
法
総
論
Ⅰ
』（
有
斐

閣
、
一
九
七
二
年
）
八
九
頁
。
な
お
、
注（
（
）参
照
。

（
（
）
平
野
・
注（
（
）八
七
頁
以
下
の
ほ
か
、大
塚
仁
『
犯
罪
論
の
基
本
問
題
』（
有
斐
閣
、一
九
八
二
年
）
の
第
二
講
「
犯
罪
論
の
体
系
」、第
三
講
「
構

成
要
件
の
観
念
と
そ
の
解
釈
論
的
機
能
」
参
照
。

（
（
）
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
の
は
、「
人
権
」
解
釈
の
問
題
点
で
あ
る
。「
統
治
機
構
」
は
、
伝
統
的
な
法
律
解
釈
の
手
法
で
と
く
に
問
題
は
な
か
っ
た
。

ま
た
、
人
権
の
中
で
も
、
憲
法
三
三
条
以
下
の
刑
事
手
続
に
関
す
る
規
定
は
同
様
で
あ
る
。
他
の
人
権
規
定
と
は
異
な
り
、
憲
法
三
三
条
以
下
の

規
定
の
解
釈
に
は
、
自
由
の
制
約
原
理
と
し
て
の
「
公
共
の
福
祉
」
が
登
場
し
な
い
。
個
人
の
自
由
と
公
共
の
福
祉
を
憲
法
制
定
者
が
衡
量
し
た

結
果
が
こ
れ
ら
の
規
定
だ
か
ら
、
解
釈
の
段
階
で
も
う
一
度
公
共
の
福
祉
を
持
ち
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
公
共
の
福
祉
に
よ
る
自

由
の
制
限
が
問
題
に
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
違
憲
審
査
基
準
も
不
要
で
あ
る
。
通
常
の
法
律
解
釈
の
手
法
で
足
り
る
の
で
あ
る
。

（
（
）
芦
部
信
喜
『
憲
法
訴
訟
の
理
論
』（
有
斐
閣
）
の
出
版
が
一
九
七
三
年
、
同
『
現
代
人
権
論
』（
有
斐
閣
）
が
一
九
七
四
年
で
あ
る
。

（
（
）
長
尾
一
紘
『
基
本
権
解
釈
と
利
益
衡
量
の
法
理
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
二
年
）
一
八
七
頁
以
下
は
、
芦
部
憲
法
学
が
成
功
し
た
理
由
と
、

そ
れ
が
も
た
ら
し
た
問
題
点
を
分
析
し
て
い
る
。

（
（
）
代
表
的
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、Pieroth/ Schlink, Grundrechte – StaatsrechtⅡ

, （（. A
ufl., （00（;  

ボ
ー
ド
・
ピ
エ
ロ
ー
ト
／
ベ
ル
ン
ハ

ル
ト
・
シ
ュ
リ
ン
ク
（
永
田
秀
樹
＝
松
本
和
彦
＝
倉
田
原
志
訳
）『
現
代
ド
イ
ツ
基
本
権
論
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
一
年
）。
な
お
、
ヤ
ラ
ス

教
授
が
二
〇
〇
八
年
に
中
央
大
学
を
訪
問
さ
れ
た
と
き
、
同
テ
キ
ス
ト
は
す
で
に
「
古ク
ラ
シ
ッ
ク

典
的
な
」
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
こ
と
が
印
象
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的
に
残
っ
て
い
る
。
ヤ
ラ
ス
教
授
が
三
段
階
審
査
を
簡
潔
に
説
明
し
た
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
と
し
て
、H

ans D
. Jarass, V

orbem
erkungen vor 

A
rt. （: A

llem
eine Grundrechtslehren, in: Jarass/ Pieroth, GG-K

om
m

entar, （（. A
ufl., （0（（, Rn. （（ ff.;  

ハ
ン
ス
・
Ｄ
・
ヤ
ラ
ス
（
武

市
周
作
訳
）「
基
本
法
一
条
の
序
論
」
同
（
松
原
光
宏
編
）『
現
代
ド
イ
ツ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
基
本
権
論
』（
中
央
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）
七
九

頁
以
下
。
日
本
に
お
け
る
三
段
階
審
査
論
の
先
駆
的
な
包
括
的
研
究
と
し
て
、
松
本
和
彦
『
基
本
権
保
障
の
憲
法
理
論
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
二

〇
〇
一
年
）、
こ
の
理
論
を
日
本
国
憲
法
の
解
釈
に
応
用
し
て
み
せ
た
も
の
に
、
小
山
剛
『「
憲
法
上
の
権
利
」
の
作
法
（
新
版
）』（
尚
学
社
、
二

〇
一
一
年
）
が
あ
る
。
最
新
の
研
究
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
土
屋
武
「
基
本
権
の
審
査
枠
組
」
畑
尻
剛
＝
工
藤
達
朗
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
裁
判

（
第
二
版
）』（
中
央
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）
五
二
六
頁
以
下
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
そ
の
他
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
そ
の
注
に
あ
げ
ら
れ
た

文
献
を
参
照
。

（
（
）
こ
の
間
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
工
藤
達
朗
「
学
界
展
望
≪
憲
法
≫
統
治
機
構
」
公
法
研
究
七
〇
号
（
二
〇
〇
八
年
）
二
五
四
頁
以
下
参
照
。
そ

の
後
の
展
開
は
驚
く
ほ
ど
早
く
、
今
や
学
生
・
受
験
生
が
違
憲
審
査
基
準
論
と
比
例
原
則
と
ど
ち
ら
で
書
い
た
方
が
い
い
か
と
悩
ん
で
い
る
ほ
ど

で
あ
る
。
図
式
的
な
違
憲
審
査
基
準
論
を
批
判
し
て
登
場
し
た
三
段
階
審
査
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
図
式
化
し
て
し
ま
う
危
険
性
も
は
ら
ん
で
い
る

と
い
え
よ
う
。

（
（
）
三
段
階
審
査
論
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
単
な
る
直
輸
入
で
は
な
く
、
一
定
の
修
正
を
提
唱
す
る
学
説
も
あ
っ
た
。
石
川
健
治
「
憲
法
解
釈
学

に
お
け
る
『
論
議
の
蓄
積
思
考
』」
樋
口
陽
一
ほ
か
編
著
『
国
家
と
自
由
・
再
論
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
二
年
）
一
五
頁
以
下
は
、Eingriff

→ 
Schutzbereich

→ R

マ
マ

echtsfertigung

の
審
査
を
推
奨
し
て
い
る
。
通
常
の
審
査
順
序
と
比
べ
る
と
、
第
一
段
階
と
第
二
段
階
が
逆
転
し
て
い

る
。
構
成
要
件
よ
り
も
先
に
、「
行
為
（
国
家
行
為
）→
結
果
（
権
利
侵
害
）」
を
取
り
扱
う
の
は
、「
行
為
・
違
法
・
責
任
か
ら
な
る
古
典
的
な
刑

法
学
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
固
執
」
し
た
か
ら
で
あ
る
、
と
自
ら
理
由
を
語
っ
て
い
る
（
二
八
頁
）。
ま
さ
に
、
下
村
説
を
想
起
さ
せ
る
。
ち
な
み

に
、
同
論
文
は
、
第
三
段
階
の
「
憲
法
上
の
正
当
化
」
を
「
違
憲
性
阻
却
事
由
」
と
と
ら
え
て
お
り
、
こ
れ
も
き
わ
め
て
刑
法
的
で
あ
る
。

（
（0
）
今
や
膨
大
な
文
献
が
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は
、
比
例
原
則
に
つ
い
て
の
理
論
的
研
究
と
し
て
、
柴
田
憲
司
「
憲
法
上
の
比
例
原
則
に
つ
い
て

（
一
）（
二
・
完
）」
法
学
新
報
一
一
六
巻
九
・
一
〇
号
一
八
三
頁
、
一
一
・
一
二
号
一
八
五
頁
（
二
〇
一
〇
年
）
を
、
審
査
基
準
論
と
比
例
原
則
の

比
較
研
究
と
し
て
、
青
柳
幸
一
「
審
査
基
準
と
比
例
原
則
」
戸
松
秀
典
＝
野
坂
泰
司
編
『
憲
法
訴
訟
の
現
状
分
析
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
一

一
七
頁
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
る
。

（
（（
）V

gl. Josef Isensee, Grundrecht als A
bw

ehrrecht und als staatliche Schutzpflicht, in: Isensee/ K
irchhof （H

rsg.

）, H
andbuch 
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憲
法
に
お
け
る
構
成
要
件
の
理
論
（
工
藤
）

des Staatsrechts, Bd.V
, （（（（. Rn. （0ff.; 

ヨ
ー
ゼ
フ
・
イ
ー
ゼ
ン
ゼ
ー
（
松
本
和
彦
訳
）「
防
御
権
と
し
て
の
基
本
権
」
同
（
ド
イ
ツ
憲
法
判

例
研
究
会
編
訳
）『
保
護
義
務
と
し
て
の
基
本
権
』（
信
山
社
、二
〇
〇
三
年
）八
〇
頁
以
下
。
イ
ー
ゼ
ン
ゼ
ー
の
議
論
に
つ
い
て
は
、松
本
和
彦「
イ
ー

ゼ
ン
ゼ
ー
の
防
禦
権
論
［
解
説
］」
同
書
一
一
八
頁
の
ほ
か
、
中
野
雅
紀
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
狭
義
の
基
本
権
構
成
要
件
理
論
」
法
学
新
報
一
〇
二

巻
九
号
（
一
九
九
六
年
）
一
四
三
頁
参
照
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
そ
の
後
の
論
争
も
含
め
て
、
実
原
隆
志
「
基
本
権
の
構
成
要
件
と
保
障
内
容
」
千

葉
大
学
法
学
論
集
二
三
巻
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
五
五
頁
。

（
（（
）
新
正
幸
「
基
本
権
の
構
成
要
件
に
つ
い
て
」
藤
田
宙
靖
＝
高
橋
和
之
編
『
樋
口
陽
一
先
生
古
稀
記
念
・
憲
法
論
集
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
四
年
）

一
八
三
頁
以
下
参
照
。

（
（（
）
こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
簡
単
な
評
釈
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
工
藤
達
朗
「
報
道
の
自
由
と
公
正
な
裁
判
─
博
多
駅
事
件
」
堀
部
政
男
＝
長
谷

部
恭
男
編
『
メ
デ
ィ
ア
判
例
百
選
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
一
四
頁
。

（
（（
）
新
正
幸
『
憲
法
訴
訟
論
（
第
（
版
）』（
信
山
社
、
二
〇
一
〇
年
）
二
一
五
頁
。
傍
点
は
引
用
者
。

（
（（
）Pieroth/ Schlink （N

（

）, Rn. （（（ff.;  

邦
訳
一
〇
九
頁
以
下
。
詳
し
く
は
、
杉
原
周
治
「
基
本
権
競
合
論
（
一
）（
二
）」
広
島
法
学
二
九
巻
三

号
二
七
頁
、
四
号
一
二
九
頁
（
二
〇
〇
六
年
）。

（
（（
）
斎
藤
信
治
『
刑
法
総
論
（
第
六
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
三
〇
二
頁
。

（
（（
）
斎
藤
・
注（
（（
）三
一
二
頁
。

（
（（
）
斎
藤
・
注（
（（
）三
〇
六
頁
。

（
（（
）
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
（
改
訂
版
）』（
創
文
社
、
一
九
七
九
年
）
四
三
〇
頁
。

（
（0
）
斎
藤
・
注（
（（
）
一
〇
頁
。

（
（（
）
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
尾
吹
善
人
訳
）『
憲
法
理
論
』（
創
文
社
、
一
九
七
二
年
）
一
五
九
頁
の
い
う
「
配
分
原
理
（V

erteilungsprinzip

）」

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
個
人
の
自
由
の
領
域
が
国
家
以
前
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
、
し
か
も
こ
の
領
域
へ
の
国
家
の
侵
入
の
権
能

は
原
理
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
個
人
の
自
由
は
原
理
的
に
無
限
定
で
あ
る
」。

（
（（
）Pieroth/ Schlink （N

（

）, （（（f.;  

邦
訳
七
二
頁
。
こ
れ
は
エ
ー
リ
ヒ
セ
ン
の
学
説
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、工
藤
達
朗
「
幸
福
追
求
権
の
保
護
領
域
」

同
『
憲
法
学
研
究
』（
尚
学
社
、
二
〇
〇
九
年
）
四
九
頁
参
照
。

（
（（
）
斎
藤
・
注（
（（
）六
五
頁
。
た
だ
し
、
刑
法
で
は
身
分
犯
の
一
つ
と
し
て
「
公
務
員
」
と
い
う
身
分
が
問
題
と
さ
れ
る
が
、
憲
法
で
一
般
に
「
公
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務
員
の
人
権
」
と
い
う
場
合
は
、
構
成
要
件
の
問
題
で
は
な
く
、
正
当
化
の
問
題
で
あ
る
。

（
（（
）
工
藤
達
朗
「
第
四
四
条
」
小
林
孝
輔
＝
芹
沢
斉
編
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
憲
法
（
第
五
版
）』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
六
年
）
二
七
四
頁
。

（
（（
）
工
藤
達
朗
「
天
皇
の
『
儀
式
』
と
政
教
分
離
」
赤
坂
正
浩
ほ
か
『
フ
ァ
ー
ス
ト
ス
テ
ッ
プ
憲
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
六
七
頁
。
政
教
分

離
規
定
の
な
か
で
は
、
憲
法
二
〇
条
一
項
後
段
と
同
条
三
項
の
関
係
も
問
題
に
な
り
う
る
が
、
こ
れ
は
「
保
護
領
域
の
限
定
」
に
よ
っ
て
解
決
す

べ
き
だ
ろ
う
。
空
知
太
神
社
事
件
判
決
（
最
大
判
平
成
二
二
年
一
月
二
〇
日
民
集
六
四
巻
一
号
一
頁
）
は
、
そ
れ
ま
で
の
二
〇
条
三
項
で
は
な
く

二
〇
条
一
項
後
段
を
援
用
す
る
が
、
そ
の
理
由
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

（
（（
）
工
藤
達
朗
「
憲
法
に
お
け
る
婚
姻
と
家
族
」
赤
坂
ほ
か
・
注（
（（
）一
五
三
〜
四
頁
。

（
（（
）
渋
谷
秀
樹
『
憲
法
（
第
（
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
四
六
三
頁
は
こ
の
論
文
に
言
及
す
る
が
、
一
般
法
と
特
別
法
の
部
分
へ
の
コ
メ
ン

ト
は
な
い
。
専
門
の
憲
法
研
究
者
で
は
な
い
が
、
小
山
勝
義
『
三
文
憲
法
学
』（
星
雲
社
、
二
〇
〇
八
年
）
四
七
頁
が
私
見
に
触
れ
て
く
れ
た
こ
と

に
感
謝
す
る
。
た
だ
し
、
本
文
と
あ
わ
せ
読
む
と
、
基
本
権
規
定
に
一
般
法
・
特
別
法
の
関
係
を
持
ち
込
む
こ
と
に
は
否
定
的
で
あ
る
。

（
（（
）
橋
本
基
弘
「
営
利
的
言
論
の
自
由
」
大
石
眞
＝
石
川
健
治
編
『
憲
法
の
争
点
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
一
二
四
頁
の
ほ
か
、
日
本
の
議
論
と

ド
イ
ツ
の
議
論
を
比
較
す
る
、
杉
原
周
治
「
職
業
の
自
由
、
意
見
表
明
の
自
由
、
プ
レ
ス
の
自
由
（
一
）」
広
島
法
学
三
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
七
年
）

九
九
頁
参
照
。

（
（（
）
斎
藤
・
注（
（（
）三
二
四
頁
以
下
。

（
（0
）
工
藤
達
朗
「
基
本
権
の
属
人
的
保
障
と
属
地
的
保
障
」
法
学
新
報
一
二
〇
巻
一
・
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
〇
七
頁
参
照
。

（
（（
）
宮
沢
章
夫
『
青
空
の
方
法
』（
朝
日
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
）
一
一
八
頁
。
な
お
、
斎
藤
・
注（
（（
）の
「
第
六
版
は
し
が
き
」
参
照
。

（
（（
）
斎
藤
・
注（
（（
）三
七
頁
。

（
（（
）
工
藤
達
朗
「
薬
物
酩
酊
の
権
利
？
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅱ
（
第
（
版
）』（
信
山
社
、
二
〇
〇
六
）
四
二
頁
。

工
藤
・
注（
（（
）六
六
頁
以
下
に
収
録
。

（
二
〇
一
四
年
八
月
七
日
脱
稿
）

（
本
学
法
務
研
究
科
教
授
）


