
一

は
じ
め
に

表
現
の
自
由
と
名
誉
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
そ
の
他
の
人
格
権
は
、
抽
象
的
次
元
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
一
方
が
他
方
に
優
位
す
る
と
い
う

関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
名
誉
毀
損
的
表
現
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
的
表
現
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
原
則
と
し

て

(

１)

、
個
別
事
例
の
諸
事
情
を
踏
ま
え
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
何
の
指
標
も
な
い
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
な
衡
量
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
レ
ー
バ
ッ
ハ
判

決

(

２)

は
、
あ
る
重
大
事
件
に
つ
い
て
作
成
さ
れ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
ド
ラ
マ
の
放
映
が
、
仮
釈
放
を
目
前
に
ひ
か
え
た
異
議
申
立
人

の
社
会
復
帰
の
利
益
を
違
法
に
侵
害
す
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
の
判
決
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
①
反
復
さ

れ
た
テ
レ
ビ
報
道
は
、
②
時
事
的
な
情
報
の
利
益
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
③
た
と
え
重
大
な
犯
罪
行
為
に
関
す
る
も
の

で
あ
っ
て
も
、
④
受
刑
者
の
社
会
復
帰
を
阻
害
す
る
場
合
、
⑤
禁
止
さ
れ
る
、
と
判
示
し
た
。
ア
レ
ク
シ
ー
は
、
こ
れ
を
、
衡
量
の
第
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時
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経
過｣

｢

絶
対
評
価｣

と

｢

相
対
評
価｣

上

村

都



二

具
体
例

１

少
年
犯
罪
報
道

少
年
法
六
一
条
は
、｢

家
庭
裁
判
所
の
審
判
に
付
さ
れ
た
少
年｣

ま
た
は

｢

少
年
の
と
き
に
犯
し
た
罪
に
よ
り
公
訴
を
提
起
さ
れ
た

者｣

に
つ
い
て
、｢

氏
名
、
年
齢
、
職
業
、
住
居
、
容
ぼ�

う�

等
に
よ
り
そ
の
者
が
当
該
事
件
の
本
人
で
あ
る
こ
と
を
推
知
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
記
事
又
は
写
真
を
新
聞
紙
そ
の
他
の
出
版
物
に
掲
載
し
て
は
な
ら
な
い｣

と
規
定
す
る
。
少
年
犯
罪
に
つ
い
て
、
い
わ

ゆ
る
推
知
報
道
が
禁
止
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

裁
判
例
で
は
、
①
本
条
を
少
年
の
健
全
育
成
を
図
る
と
い
う
公
益
目
的
と
少
年
の
社
会
復
帰
を
容
易
に
し
、
特
別
予
防
の
実
効
性
を

確
保
す
る
と
い
う
刑
事
政
策
的
配
慮
に
根
拠
を
置
く
規
定
だ
と
し
、
少
年
に
何
ら
か
の
権
利
を
与
え
た
も
の
で
は
な
い
と
す
る
も
の
と
、

②
憲
法
一
三
条
、
二
六
条
や
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
な
ど
を
根
拠
に

｢

成
長
発
達
権｣

を
人
権
と
し
て
承
認
し
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

権
・
名
誉
権
と
と
も
に
保
護
法
益
に
据
え
る
立
場
と
が
あ
る
。

①
を
と
っ
た
裁
判
例
と
し
て
、
堺
市
少
年
通
り
魔
実
名
報
道
事
件
高
裁
判
決
が
あ
る

(

４)

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
少
年
法
六
一
条
は

｢

少
年

の
健
全
な
育
成
を
期
し
、
非
行
の
あ
る
少
年
に
対
し
て
性
格
の
矯
正
及
び
環
境
の
調
整
に
関
す
る
保
護
処
分
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す

る
少
年
法
の
目
的
に
沿
っ
て
、
将
来
性
の
あ
る
少
年
の
名
誉
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
し
、
将
来
の
改
善
更
生
を
阻
害
し
な
い
よ
う
に

と
の
配
慮
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
記
事
等
の
掲
載
を
禁
止
す
る
こ
と
が
再
犯
を
予
防
す
る
上
か
ら
も
効
果
的
で
あ
る
と
い

う
見
地
か
ら
、
公
共
の
福
祉
や
社
会
正
義
を
守
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
少
年
法
六
一
条
は
、
少
年
の
健
全
育
成
を
図

る
と
い
う
少
年
法
の
目
的
を
達
成
す
る
と
い
う
公
益
目
的
と
少
年
の
社
会
復
帰
を
容
易
に
し
、
特
別
予
防
の
実
効
性
を
確
保
す
る
と
い

う
刑
事
政
策
的
配
慮
に
根
拠
を
置
く
規
定
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
…
…
そ
も
そ
も
同
条
は
、
右
の
と
お
り
公
益

｢時の経過｣
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三
段
階
に
お
い
て
初
め
て
、T

1

か
つT

2

か
つT

3

か
つT

4

↓R

と
い
う
、
確
定
的
な
優
劣
関
係
を
定
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
、

著
書
の
中
で
肯
定
的
に
引
用
し
て
い
る

(

３)

。

本
稿
の
関
心
は
、
あ
る
具
体
的
な
優
劣
関
係
の
ル
ー
ル
が
定
立
さ
れ
た
と
い
う
結
果
で
は
な
く
、
具
体
的
優
劣
関
係
の
確
定
に
際
し

て
、
種
々
の
考
慮
要
素
が
、
表
現
の
自
由
お
よ
び
こ
れ
に
対
立
す
る
人
格
権
の
一
方
ま
た
は
双
方
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
作
用
を
及

ぼ
し
た
か
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
犯
罪
者
の
実
名
や
映
像
を
用
い
た
報
道
は
、
事
件
直
後
に
は
許
さ
れ
て
も
、
一
〇
年
後
、
あ
る
い
は

二
〇
年
後
に
は
許
さ
れ
な
い
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
は
、
①
表
現
の
自
由
の
意
義
の
絶�

対�

的�

な
値
が
低
下
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
人
格
権

保
護
の
必
要
性
が
相
対
的
に
高
ま
っ
た
か
ら
な
の
か
、
②
人
格
権
保
護
の
絶�

対�

的�

な
値
が
上
昇
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
表
現
の
自
由
の
意

義
が
相�

対�

的�

に
低
下
し
た
か
ら
な
の
か
、
③
そ
れ
と
も
、
そ
の
相
乗
効
果
な
の
か
。

衡
量
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
の
絶
対
的
な
位
置
価
値
を
特
定
す
る
必
要
は
な
く
、
相
対
的
に
ど
ち
ら
の
利
益
が
優
位
す
る
か
が

確
定
で
き
れ
ば
よ
い
と
す
れ
ば
、
①
〜
③
の
ど
れ
に
該
当
す
る
の
か
は
、
重
要
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
比

較
的
単
純
な
事
例
に
お
い
て
は
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
特
別
な
事
情
に
よ
り
時
の
経
過
後
に
再
度
、
過
去
の
事
件
の
報
道
や
論
評
が

繰
り
返
さ
れ
る
場
合
の
よ
う
に
、
や
や
複
雑
化
し
た
事
例
を
適
切
に
解
決
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
問
題
に
答
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

以
下
で
は
、
ま
ず
、
比
較
的
単
純
な
構
造
の
事
例
で
あ
る
少
年
犯
罪
報
道
に
目
を
向
け
、
次
に
、
や
や
複
雑
化
し
た
事
例
と
し
て
、

時
の
経
過
後
の
表
現
の
自
由
と
人
格
権
の
調
整
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

論 説
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ろ
う

(

自
主
的
判
断
と
し
て
実
名
報
道
を
控
え
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
可
能
で
あ
る

(

９))

。

２

｢

前
科｣

少
年
で
あ
る
と
い
う
事
情
が
、
専
ら
広
義
の
人
格
権
ま
た
は
政
策
的
配
慮
を
基
礎
付
け
た
の
と
は
異
な
り
、
前
科
報
道
等
で
問
題
と

な
る

｢

時
の
経
過｣

論
の
作
用
は
、
や
や
複
雑
で
あ
る
。

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

｢

逆
転｣

事
件
を
例
に
と
る
こ
と
に
し
た
い
。
本
件
は
、
本
土
復
帰
前
の
沖
縄
で
発
生
し
た
米
兵
死
傷
事
件
の

共
犯
者
と
し
て
傷
害
罪
で
実
刑
判
決
を
受
け
た
第
一
審
原
告

(

被
控
訴
人
、
被
上
告
人)

が
、
そ
の
後
、
社
会
復
帰
し
、
過
去
を
隠
し
た

ま
ま
平
穏
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
事
件
後
約
一
二
年
が
経
過
し
て
か
ら
、
当
時
の
刑
事
裁
判
に
陪
審
員
と
し
て
関
与
し
た
第

一
審
被
告

(

控
訴
人
、
上
告
人)

が
、『

逆
転』

と
題
す
る
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
を
執
筆
し
、
原
告
の
実
名
入
り
で
前
科
を
公
表
し

た
、
と
い
う
事
件
で
あ
る
。

�

一
審
・
二
審
の

｢

時
の
経
過｣

論

�

一
審
の
東
京
地
裁

(

�)

は
、
宴
の
あ
と
事
件
判
決
の
示
し
た
三
要
件

(

�)

へ
の
当
て
は
め
を
行
っ
た
が
、
本
件
が
一
般
の
人
に
未
だ
知
ら

れ
て
い
な
い
事
柄
で
あ
る
こ
と
に
当
た
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
際
し
て
、
次
の
よ
う
に

｢

時
の
経
過｣

論
を
援
用
し
て
い
る
。

｢

沖
縄
以
外
の
人
々
に
と
っ
て
は
未
だ
公
表
さ
れ
て
い
な
い
事
実
で
あ
り
、
ま
た
、
沖
縄
に
居
住
す
る
人
々
に
は
公
表
さ
れ
て
い
た
事
実
で
は

あ
る
が
、
一
旦
公
表
さ
れ
た
右
事
実
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
い
つ
ま
で
も
公
表
さ
れ
て
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
べ
く
、
…
…
時�

の�

経�

過�

に�

よ�

っ�

て�

再
び
法
的
保
護
の
対
象
と
な
る｣

。｢

犯
罪
に
つ
い
て
の
報
道
価
値
す
な
わ
ち
社
会
の
犯
罪
に
関
す
る
正
当
な
関
心
と
い
う
も
の
は

時�

の�

経�

過�

に�

よ�

っ�

て�

失
わ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
他
方
、
犯
罪
者
の
社
会
に
お
け
る
更
生
を
阻
害
し
な
い
た
め
に
も
、
原
則
と
し
て
、
犯
罪
者

が
社
会
の
中
で
更
生
を
す
べ
き
状
態
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
の
前
科
な
ど
を
故
な
く
公
表
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い｣

。

二
審
の
東
京
高
裁

(

�)

は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
三
要
件
を
用
い
て
い
な
い
が
、
時
の
経
過
論
を
援
用
し
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
て
い
る
。

｢時の経過｣
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目
的
や
刑
事
政
策
的
配
慮
に
根
拠
を
置
く
規
定
な
の
で
あ
る
か
ら
、
同
条
が
少
年
時
に
罪
を
犯
し
た
少
年
に
対
し
実
名
で
報
道
さ
れ
な

い
権
利
を
付
与
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い｣

。

②
の
例
と
し
て
、
長
良
川
事
件
報
道
高
裁
判
決

(

５)

が
あ
る
。
名
古
屋
高
裁
は
、
�
名
誉
権
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利

(

憲
法
一
三
条)

�
子
ど
も
の
学
習
権

(

憲
法
二
六)

、
	
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約

(

６)

な
ど
か
ら
、
少
年
法
六
一
条
の
趣
旨
を
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い

る
。｢

少
年
は
、
未
来
に
お
け
る
可
能
性
を
秘
め
た
存
在
で
、
人
格
が
発
達
途
上
で
、
可
逆
性
に
富
み
、
環
境
の
影
響
を
受
け
や
す
く

教
育
可
能
性
も
大
き
い
の
で
、
罪
を
問
わ
れ
た
少
年
に
つ
い
て
は
、
個
別
的
処
遇
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
間
的
成
長
を
保
障
し
よ
う
と
す

る
理
念

(

少
年
法
一
条

｢
健
全
育
成
の
理
念｣)

の
も
と
に
、
将
来
の
更
正
を
援
助
促
進
す
る
た
め
、
社
会
の
偏
見
、
差
別
か
ら
保
護
し
、

さ
ら
に
、
環
境
の
不
十
分
性
や
そ
の
他
の
条
件
の
不
充
足
等
か
ら
誤
っ
た
失
敗
に
陥
っ
た
状
況
か
ら
抜
け
出
す
た
め
、
自
己
の
問
題
状

況
を
克
服
し
、
新
た
に
成
長
発
達
の
道
を
進
む
こ
と
を
保
障
し
、
さ
ら
に
、
少
年
が
社
会
に
復
帰
し
及
び
社
会
に
お
い
て
建
設
的
な
役

割
を
担
う
こ
と
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
に
配
慮
し
た
方
法
に
よ
り
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
に
基

づ
い
て
少
年
に
施
さ
れ
る
べ
き
措
置
は
、
翻
っ
て
言
え
ば
、
少
年
に
と
っ
て
は
基
本
的
人
権
の
一
つ
と
も
観
念
で
き
る
も
の
で
あ
る｣

。

少
年
法
六
一
条
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
前
者
は
政
策
的
配
慮
、
後
者
は
人
権
と
理
解
が
異
な
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
少
年
法
六
一
条
の

例
外
の
判
断
基
準
に
も
差
異
が
生
ず
る

(

７)

。
し
か
し
、
ど
ち
ら
の
見
解
も
、
少
年
で
あ
る
と
い
う
事
情
は
、
専
ら
少
年
側
の
利
益
を
強
化

す
る
方
向
に
作
用
す
る
と
し
て
い
る
点
で
は
異
な
ら
な
い
。
犯
人
が
少
年
か
成
人
か
に
よ
っ
て
、
報
道
の
意
義
に
差
が
生
じ
る
わ
け
で

は
な
い
。
こ
の
た
め
、
議
論
の
構
造
自
体
は
単
純
で
あ
る
。
報
道
の
自
由
の
重
要
性

(

成
人
で
あ
れ
ば
通
常
、
報
道
が
許
さ
れ
る)

を
共

通
の
前
提
に
、
少
年
側
の
利
益
を
憲
法
上
の
も
の
と
考
え
る
か
政
策
的
な
も
の
と
考
え
る
か
で
、
少
年
法
六
一
条
の
禁
止
を
原
則
と
考

え
る
か
例
外
と
考
え
る
か
が
分
か
れ
る
だ
け
で
あ
る

(

８)

。

ち
な
み
に
、
逃
亡
中
の
少
年
が
自
殺
し
た
場
合
に
実
名
報
道
が
許
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
新
聞
各
紙
の
判
断
が
分
か
れ
た
が
、
憲
法

論
と
し
て
は
、
後
述
す
る
時
事
的
報
道
の
利
益
は
継
続
す
る
一
方
、
成
長
発
達
権
の
保
護
の
前
提
が
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
理
解
に
な

論 説
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か
ら
は
、
一
審
・
二
審
が
時
の
経
過
に
よ
り
犯
罪
に
対
す
る
正
当
な
関
心
等
が
低
下
す
る
と
明
言
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
最
高
裁
は
、

主
と
し
て
被
公
表
者
の
利
益
の
基
礎
付
け
の
文
脈
で
、
時
の
経
過
を
説
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
時
の
経
過
が
表
現
の
自
由
の
意
義
を

押
し
下
げ
る
こ
と
は
、
最
高
裁
の
前
提
で
あ
り
、
間
接
的
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る
。

３

｢

時
の
経
過｣

に
関
す
る
学
説

上
述
の
よ
う
に
、
時
の
経
過
は
表
現
の
自
由
、
人
格
権
の
双
方
に
作
用
し
う
る
。
表
現
の
自
由
に
対
し
て
は
、
そ
の
意
義
を
低
下
さ

せ
、
人
格
権
に
対
し
て
は
、
そ
の
基
礎
付
け
な
い
し
は
保
護
の
必
要
性
の
増
大
と
し
て
作
用
す
る
。
こ
れ
に
対
す
る
学
説
の
反
応
を
、

次
に
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

�

時
の
経
過
と
表
現
の
自
由

�

限
定
的
承
認
説

時
の
経
過
の
表
現
の
自
由
の
意
義
低
下
作
用
を
限
定
的
に
承
認
す
る
も
の
に
、
次
の
見
解
が
あ
る
。

松
井
教
授
は
、
前
科
に
か
か
わ
る
事
実
の
公
表
は
あ
く
ま
で
原
則
と
し
て
許
さ
れ
る
と
の
前
提
の
も
と
、
例
外
的
に
時
の
経
過
に
よ
っ

て
報
道
価
値
が
失
わ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
よ
う
な
事
実
の
公
表
に
つ
い
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観
点
か
ら
制
約
を
加
え
る
こ
と
も
許

さ
れ
る
と
す
る

(

�)

。
阪
本
教
授
は
、｢

一
般
論
と
し
て
は
、
時
の
経
過
と
と
も
に
あ
る
事
件
に
対
す
る
公
衆
の
関
心
は
薄
れ
る
傾
向
に
あ

る
と
い
え
よ
う
が
、
時
に
は
そ
の
逆
の
こ
と
も
あ
り
う
る｣

と
指
摘
し

(

�)

、
田
島
教
授
も
ま
た
、｢

時
の
経
過
に
よ
っ
て
社
会
的
関
心
や

報
道
価
値
が
薄
れ
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
ず
、
別
の
報
道
価
値
が
生
じ
る
場
合
が
少
な
か
ら
ず
あ
る｣

と
指
摘
す
る

(

�)

。

松
井
教
授
の
見
解
は
、
時
の
経
過
に
よ
る
表
現
の
意
義
の
低
下
を
例
外
的
に
の
み
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
阪
本
教
授
、
田
島
教
授
の

見
解
は
、
時
の
経
過
に
よ
る
表
現
の
自
由
の
意
義
低
下
を
一
般
化
す
る
こ
と
に
批
判
的
な
見
解
で
あ
る
が
、
時
の
経
過
論
の
安
易
な
援

用
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
時
の
経
過
が
報
道
価
値
を
減
少
さ
せ
る
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
自
体
を
否
定
す
る
も

｢時の経過｣
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｢

い
っ
た
ん
公
表
さ
れ
た
犯
罪
及
び
刑
事
裁
判
に
関
す
る
事
実
も
、
そ
の
後
常
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
し
て
の
保
護
の
対
象
外
に
置
か
れ
、
こ
れ

を
公
然
と
指
摘
し
て
論
議
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
事
柄
の
性
質
に
よ
っ
て
は
、
時�

間�

の�

経�

過�

等�

に�

よ�

っ�

て�

、
そ
の
秘
匿

が
法
的
保
護
の
対
象
と
な
り
う
る｣

。｢

犯
罪
者
が
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
罪�

責�

を�

償�

っ�

た�

の�

ち�

は�

、
そ
の
社
会
復
帰
、
更
生
の
た
め
に

前
科
の
秘
匿
に
つ
い
て
と
く
に
保
護
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ｣

り
、｢

犯
罪
に
対
す
る
社
会
の
関
心
が
あ
る
程
度
希
薄
に
な
っ
て
き
て
い
る
と

見
ら
れ
る
状
況｣

の
も
と
で
は
、｢

そ
れ
は
、
…
…
犯
罪
者
自
身
に
と
っ
て
そ
の
享
受
を
権
利
と
し
て
求
め
る
こ
と
の
で
き
る
固
有
の
法
益
と
し

て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
一
部
を
構
成
す
る｣

。

�

こ
れ
ら
二
つ
の
裁
判
例
に
お
い
て
、
時
の
経
過
論
は
、
報
道
価
値
を
低
下
さ
せ
る
作
用
と
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
基
礎
付
け
る
作

用
の
二
つ
を
営
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
審
は
、
時
の
経
過
に
よ
り
報
道
価
値
お
よ
び
犯
罪
に
関
す
る
正
当
な
関
心
が
失
わ
れ
る

と
し
、
二
審
も
、
犯
罪
に
対
す
る
社
会
の
関
心
が
希
薄
に
な
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
時
の
経
過
は
、
犯
罪
者
の
社
会
に
お
け
る
更
生

(

一
審)

、
固
有
の
法
益
と
し
て
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

(

二
審)

を
基
礎
付
け
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

�

最
高
裁

周
知
の
よ
う
に
、
最
高
裁
は
、
前
科
照
会
事
件
最
高
裁
判
決

(

	)

を
引
い
て
、
前
科
を

｢

社
会
生
活
の
平
穏
を
害
さ
れ
そ
の
更
生
を
妨
げ

ら
れ
な
い
利
益｣

の
問
題
で
あ
る
と
し
た
。
最
高
裁
は
、｢

時
の
経
過｣

と
い
う
言
葉
は
用
い
て
い
な
い
が
、
実
質
に
お
い
て
、
時
の

経
過
の
観
点
を
織
り
込
ん
だ
説
示
を
行
っ
て
い
る
。

｢

そ�

の�

者�

が�

有�

罪�

判�

決�

を�

受�

け�

た�

後�

あ�

る�

い�

は�

服�

役�

を�

終�

え�

た�

後�

に
お
い
て
は
、
一
市
民
と
し
て
社
会
に
復
帰
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
者
は
、
前
科
等
に
か
か
わ
る
事
実
の
公
表
に
よ
っ
て
、
新
し
く
形
成
し
て
い
る
社
会
生
活
の
平
穏
を
害
さ
れ
そ
の
更
生
を
妨
げ

ら
れ
な
い
利
益
を
有
す
る｣

。
本
件
事
案
に
つ
い
て
は
、
事
件
発
生
か
ら
本
件
著
作
ま
で
に

｢

一�

二�

年�

余�

の�

歳�

月�

を�

経�

過�

し�

て�

い�

る�

が
、
そ
の
間
、

被
上
告
人
が
社
会
復
帰
に
努
め
、
新
た
な
生
活
環
境
を
形
成
し
て
い
た
事
実
に
照
ら
せ
ば
、
被
上
告
人
は
、
そ
の
前
科
に
か
か
わ
る
事
実
を
公
表

さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
き
法
的
保
護
に
値
す
る
利
益
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

(


)｣

。

前
科
を
み
だ
り
に
公
表
さ
れ
な
い
利
益
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
な
の
か
ど
う
か
に
は
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い

(

�)

。
本
稿
の
関
心
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シ
ー
の
権
利
は
人
生
を
や
り
直
す
チ
ァ
ン
ス
を
与
え
る
が
、
古
傷
の
暴
露
は
そ
れ
を
台
無
し
に
す
る
。
そ
の
点
で
は
、
時
の
経
過
が
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
情
報
の
保
護
の
必
要
性
を
回
復
さ
せ
る
と
す
る
判
例
の
理
論
の
枠
組
み
は
正
し
い｣

と
す
る
。
飯
塚
教
授

(

�)

は
、
有
罪
判
決

を
受
け
た
者
に
つ
き
、
一
定
期
間
経
過
後
は
、
そ
の
事
実
を
公
表
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
外
国
の
立
法
例
に
言
及
し
、｢

一
度
公

表
さ
れ
た
事
実
で
あ
っ
て
も
、
一
定
の
時
の
経
過
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
再
び
公
表
さ
れ
な
い
利
益
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
ろ
う｣

と
指

摘
す
る

(

�)

。

�

否
定
説

他
方
、
次
の
学
説
は
、
時
の
経
過
に
よ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
基
礎
付
け
を
否
定
す
る
。
棟
居
教
授
は
、｢

前
科
は
他
人
の
記
憶
と
は

関
係
な
く
、
つ
ね
に
過
去
の
犯
罪
事
実
と
い
う
社
会
的
事
実
と
結
び
つ
い
た
事
実
で
あ
っ
て
、
決
し
て
私
的
事
実
と
な
り
う
る
も
の
で

は
な
い｣

と
し
、｢『

時
の
経
過』

は
、
私
生
活
を
中
心
に
据
え
た
、
判
旨
の
理
解
す
る
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
を
回
復
す
る
も
の
で
は
あ
る

ま
い｣

と
批
判
す
る

(

�)

。
棟
居
教
授
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を

｢

人
間
が
多
様
な
社
会
関
係
に
応
じ
て
、
多
様
な
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
使
い
分

け
る
自
由｣

、
す
な
わ
ち

｢

自
己
イ
メ
ー
ジ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権｣

と
構
成
し
、
そ
の
侵
害
は
、
相
異
な
る
社
会
関
係
を
横
断
す
る
役
割

イ
メ
ー
ジ
の
混
交
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
す
る

(

�)

。
棟
居
教
授
は
、
本
件
を
、
過
去
の
役
割
イ
メ
ー
ジ

(

犯
罪
者)

を
今
日
の
職
場
・

家
庭

(

職
を
得
、
結
婚
も
し
て
い
る)

と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
入
り
込
ま
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
職
場
や
家
庭
で
の
従
来
の
役
割
イ
メ
ー

ジ

(

ま
じ
め
な
勤
労
者
・
夫)

の
欺
瞞
性
を
あ
ば
き
、
そ
れ
を
破
壊
す
る
と
い
う
表
現
行
為
は
許
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
か
が
問
わ
れ
て
い

る
事
例
だ
と
し
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
概
念
を
多
様
な
社
会
関
係
と
の
役
割
イ
メ
ー
ジ
の
使
い
分
け
の
自
由
に
見
い
だ
す
こ
と
に
よ
り
、
本

件
の
よ
う
な
場
合
に
も
技
巧
を
用
い
ず
と
も
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
を
認
め
う
る
、
と
主
張
す
る

(

�)

。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
も
、
時
の
経

過
は
実
質
に
お
い
て
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
よ
う
。

時
の
経
過
に
よ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
回
復
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
に
も
批
判
説
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
学
説
も
、
前
科
を
法
的

保
護
の
対
象
に
含
め
る
べ
き
だ
と
い
う
結
論
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
前
科
を
私
事
と
す
る
こ
と
の
理
論
的
脆
弱
さ
を
批
判
し

｢時の経過｣
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の
で
は
な
い
。

�

否
定
説

一
方
、｢

時
の
経
過｣

と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
を
前
科
の
問
題
に
持
ち
込
む
こ
と
自
体
を
否
定
す
る
見
解
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
、
結
論
的
に
は
正
反
対
の
、
次
の
二
つ
の
見
解
を
挙
げ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
棟
居
教
授
は
、｢

報
道
価
値

(

犯
罪
に
対
す
る
社
会
の
正
当
な
関
心)

は
有
罪
判
決
の
時
点
で
消
滅
す
る
は
ず
で
あ
る｣

と
述
べ

て
い
る

(

�)

。
こ
れ
は
、
時
の
経
過
と
い
う
あ
い
ま
い
な
指
標
に
頼
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
結
論
的
に
は
、
一
定
時
点
後
の
保
護

を
む
し
ろ
基
礎
付
け
る
と
い
う
側
面
を
持
つ
。

一
方
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

｢
逆
転｣

事
件
の
上
告
人
は
、
時
の
経
過
が
表
現
の
自
由
に
与
え
る
意
義
低
下
作
用
を
否
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
前
科
へ
の
言
及
も
許
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、｢

原
判
決
は
、
時
の
経
過
論
を
根
底
に
置
い
て
い
る
が
、

む
し
ろ
、
過
去
の
事
実
は
時
の
経
過
と
と
も
に
い
わ
ば
歴
史
的
事
実
に
な
っ
て
行
く
性
質
も
の
で
あ
り
、
年
月
を
経
る
に
し
た
が
っ
て

歴
史
的
事
実
探
求
の
自
由
、
あ
る
い
は
表
現
の
自
由
へ
の
配
慮
が
、
個
人
の
権
利
よ
り
も
優
位
に
立
つ
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る

(

�)｣

。

	

時
の
経
過
と
人
格
権
保
護

時
の
経
過
論
は
、
同
時
に
、
人
格
権
保
護
の
必
要
性
を
強
化
す
る
論
拠
と
し
て
も
援
用
さ
れ
て
い
る
。




肯
定
説

時
の
経
過
に
よ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
基
礎
付
け
を
肯
定
す
る
学
説
に
、
次
の
も
の
が
あ
る
。

駒
村
教
授
は
、
犯
罪
情
報
は
私
的
領
域
に
あ
る
情
報
で
は
な
い
が
、｢

本
件
の
よ
う
に
、
事
件
か
ら
か
な
り
の
年
月
が
経
過
し
、
す

で
に
服
役
も
終
え
、
社
会
復
帰
を
は
た
し
て
ひ
っ
そ
り
と
平
穏
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
場
合
は
、
も
は
や
、
刑
事
政
策
的
観
点
か
ら
の

保
護
に
と
ど
ま
ら
ず
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
の
保
護
対
象
に
な
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ｣

る
と
す
る
。
駒
村
教
授
に
よ
れ
ば
、｢

プ
ラ

イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
の
問
題
で
あ
る
以
上
、
公
共
性
の
観
点
か
ら
の
公
表
は
原
則
と
し
て
禁
じ
ら
れ
る

(

�)｣

。
江
橋
教
授
も
ま
た
、｢

プ
ラ
イ
バ
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表
現
の
自
由
の
意
義
が
低
下
し
た
だ
け
で
あ
れ
ば
、
本
人
の
責
に
帰
さ
な
い
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
表
現
の
自
由
の
意
義
が
復
活
し
た

場
合
に
は
、
事
件
直
後
の
時
事
的
報
道
と
同
じ
内
容
・
手
法
の
報
道
が
許
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
時
の
経
過
に
よ
っ
て

(

そ
れ
を

｢

プ
ラ
イ
バ
シ
ー｣

と
呼
ぶ
か
ど
う
か
は
と
も
か
く)

人
格
的
利
益
が
向
上
し
た
だ
け
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
何
ら
か
の
事
情
が
生
じ

て
も
、
本
人
の
責
に
帰
さ
な
い
限
り
、
実
名
報
道
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
ど
ち
ら
も
、
お
そ
ら
く
は
常
識
に
反

し
よ
う
。

大
阪
地
裁
平
成
一
三
年
五
月
二
九
日
判
決

(

�)

は
、
前
町
長
が
汚
職
事
件
で
逮
捕
・
起
訴
さ
れ
た
の
を
受
け
た
出
直
し
選
挙
の
告
示
の
日

に
、
実
名
と
当
時
の
映
像
を
用
い
て
前
々
町
長
の
汚
職
事
件
に
つ
い
て
も
報
道
し
た
テ
レ
ビ
局
の
行
為
が
、
前
々
町
長
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

を
侵
害
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
あ
る
。
大
阪
地
裁
は
、
前
町
長
の
事
件
と
前
々
町
長
の
事
件
の
連
続
性
・
類
似
性
に
鑑

み
る
と
、
本
件
出
直
し
選
挙
の
実
施
に
当
た
っ
て
前
々
町
長
の
事
件
を
公
表
す
る
こ
と
に
は
、｢

同�

町�

の�

町�

民�

が�

本�

件�

出�

直�

し�

選�

挙�

の�

持�

つ�

意�

味�

を�

理�

解�

し�

、�

適�

正�

に�

選�

挙�

権�

を�

行�

使�

す�

る�

上�

で�

社�

会�

的�

な�

意�

義�

が�

認�

め�

ら�

れ�

る�

か
ら
、
本
件
報
道
に
お
い
て
、
本
件
事
件
に

つ
い
て
触
れ
、
合
わ
せ
て
原
告
の
実
名
の
字
幕
を
放
映
し
た
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
は
で
き｣

な
い
が
、｢

原
告
の
容
姿

を
撮
影
し
た
映
像
若
し
く
は
写
真
を
そ
の
前
科
と
共
に
放
映
す
る
こ
と
は
、
原
告
が
本
件
事
件
に
つ
い
て
有
罪
判
決
を
受
け
た
こ
と
を

公
表
す
る
方
法
と
し
て
は
極
め
て
効
果
が
大
き
い
も
の
で
あ
り
、
…
…
本�

件�

事�

件�

に�

関�

わ�

る�

判�

決�

の�

言�

渡�

し�

が�

効�

力�

を�

失�

っ�

て�

約�

二�

年�

間�

が�

経�

過�

し�

た�

本�

件�

報�

道�

時�

に�

お�

い�

て�

は�

、�

原�

告�

の�

動�

画�

像�

を�

公�

表�

す�

べ�

き�

格�

段�

の�

必�

要�

性�

や�

社�

会�

的�

意�

義�

は�

認�

め�

ら�

れ�

な�

い�｣

、
と

判
示
し
た
。

こ
の
事
件
で
は
、
前
町
長
の
汚
職
と
出
直
し
選
挙
と
い
う
事
件
に
よ
っ
て
、
前
々
町
長
の
事
件
に
新
た
に
報
道
価
値
が
生
じ
た
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
映
像
も
含
め
た
す
べ
て
の
報
道
が
許
容
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、
実
名
の
使
用
ま
で
が
禁
止
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
な
、
二
者
択
一
と
は
異
な
る
中
間
的
な
解
決
は
、
時
の
経
過
が
表
現
の
自
由
に
与
え
る
影
響
だ
け
か
ら
も
、
人
格
権
に
与
え

る
影
響
だ
け
か
ら
も
、
説
明
で
き
な
い
。
時
の
経
過
論
に
対
し
て
は
、
時
の
経
過
を
重
視
し
す
ぎ
る
と

｢

過
去
の
重
要
な
事
実
の
発
掘

｢時の経過｣
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て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
時
の
経
過
論
に
よ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
基
礎
付
け
の
弱
点
は
、
棟
居
教
授
の
指
摘
に
端
的
に
現
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
前
科
と
い
う
社
会
的
事
実
を
、
時
の
経
過
に
よ
り
私
的
事
項
へ
と
転
化
さ
せ
る
こ
と
へ
の
疑
問
、
時
の
経
過
を
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

性
の
回
復
の
道
具
と
し
て
用
い
る
こ
と
へ
の
疑
問
で
あ
る
。

�

限
定
的
承
認
説

興
味
深
い
の
が
、
滝
澤
調
査
官
解
説
で
あ
る
。｢

犯
罪
者
が
更
生
に
向
け
て
真
摯
な
努
力
を
続
け
て
い
る
と
き
に
、
前
科
の
公
開
が

更
生
に
支
障
を
与
え
る
こ
と
は
見
や
す
い
道
理
で
あ
る
か
ら
、
抽
象
論
と
し
て
い
え
ば
、
そ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
性
を
具
有
あ
る
い
は
回

復
す
る
時
期
は
と
も
か
く
、
前
科
を
公
表
さ
れ
な
い
利
益
を
法
的
に
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い｣

。
し
か
し
、
具
体

的
な
場
面
に
お
い
て
は
時
の
経
過
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
無
関
係
な
場
合
も
あ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。｢

前
科
を
公
表
さ
れ

た
く
な
い
と
い
う
法
的
利
益
は
、
極
論
す
れ
ば
、
時
の
経
過
を
待
た
ず
に
生
ず
る
も
の
で
も
あ
る
し
、
他
面
、
時
の
経
過
に
か
か
わ
ら

ず
、
前
科
が
公
表
さ
れ
る
べ
き
場
合
も
あ
る
こ
と
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
ず
、
時
の
経
過
に
よ
る
前
科
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
性
を
肯
定
す

る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
結
局
、
前
科
の
公
表
又
は
秘
匿
の
当
否
が
問
題
と
な
る
具
体
的
な
場
面
に
お
い
て
、
当
該
前
科
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
性
と
非
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
性
と
、
そ
の
い
ず
れ
を
保
護
す
べ
き
事
案
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
際
の
一
つ
の
事
情
と
し
て
検
討
す
る
し

か
な
い
問
題
で
あ
る

(

�)｣

。
ま
た
、｢

時
の
経
過
に
よ
る
前
科
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
反
面
、
そ
の

『

時』

に
至
る
前
段

階
の
前
科
の
公
表
を
放
任
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
、
慎
重
な
検
討
が
必
要

(

�)｣

で
あ
る
。

４

小
括

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

｢

逆
転｣

事
件
判
決
の
結
論
は
、
お
そ
ら
く
大
多
数
の
常
識
に
適
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
社
会
的
関
心
を
喚
起
し

た
犯
罪
に
つ
い
て
、
実
名
・
映
像
を
用
い
た
時
事
的
報
道
は
許
さ
れ
る
と
し
て
も
、
刑
期
が
終
わ
り
、
平
穏
な
社
会
生
活
を
営
ん
で
い

る
時
点
で
の
実
名
を
用
い
た
前
科
の
言
及
は
、
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
の
か
。
理
屈
で
考
え
れ
ば
、
時
の
経
過
に
よ
っ
て

論 説

(名城 '07) 57－1･2－192



月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
仮
釈
放
の
直
前
に
放
映
し
よ
う
と
し
た
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
抽
象
的
次
元
で
は
人
格
発
展
の
権
利
と
意
見
表
明
の
自
由
を
同
格
に
置
き
、
具
体
的
な
衡
量
へ
と
進
ん
だ
。

�

抽
象
的
次
元

同
格

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
抽
象
的
次
元
で
は
、｢

憲
法
の
最
高
次
の
価
値
で
あ
る
人
間
の
尊
厳
と
の
密
接
な
関
係
か
ら
明
ら
か
と
な
る
、

人
格
の
自
由
な
発
展
お
よ
び
尊
重
を
求
め
る
権
利
の
高
次
の
地
位

(

�)｣

を
命
じ
て
お
り
、
ま
た

｢

報
道
の
自
由
は
、
…
…
自
由
で
民
主
的

な
基
本
秩
序
を
ま
さ
に
構
成
す
る

(

�)｣

と
し
て
、
い
ず
れ
も
重
要
な
権
利
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
放
送
の
自
由
は
、
基
本
法
五
条
二
項

に
よ
り
一
般
的
法
律
に
よ
る
制
限
を
受
け
る
が
、｢

む
し
ろ
、
放
送
の
自
由
を
制
限
す
る
法
律
そ
れ
自
体
の
側
で
も
、
憲
法
的
保
障
を

視
野
に
入
れ
て
解
釈
さ
れ
、
必
要
で
あ
れ
ば
、
放
送
の
自
由
の
適
切
な
実
現
を
確
保
す
る
た
め
に
、
制
限
的
法
律
そ
れ
自
体
が
制
限
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

�)｣
(

相
互
作
用
論)

と
し
た

(

�)

。

�

時
事
的
報
道
の
利
益

抽
象
的
次
元
で
は
同
格
で
あ
る
と
し
て
も
、
時
事
的
報
道
の
利
益
が
成
立
す
る
場
合
に
は
、
報
道
利
益
が
優
越
す
る
。
本
判
決
は
、

時
事
的
報
道
の
重
要
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
詳
細
に
説
示
し
て
い
る
。｢

一
般
法
秩
序
に
対
す
る
違
反
、
被
害
者
な
い
し
は
共
同
体

の
法
益
に
対
す
る
侵
害
、
犠
牲
者
お
よ
び
そ
の
親
族
に
対
す
る
同
情
、
そ
の
よ
う
な
犯
罪
行
為
の
再
発
に
対
す
る
恐
怖
、
犯
罪
行
為
の

再
発
防
止
へ
の
努
力
は
、
行
為
お
よ
び
行
為
者
に
つ
い
て
詳
細
な
情
報
を
う
る
こ
と
に
つ
い
て
の
、
正
当
と
認
め
ら
れ
る
べ
き
利
益

(

�)｣

で
あ
る
。
重
大
な
暴
力
犯
罪
に
つ
い
て
は
、｢

犯
罪
の
捜
査
、
処
罰
、
類
似
犯
罪
の
防
止
の
た
め
に
、
誰
が
犯
罪
者
な
の
か
、
い
か
な

る
動
機
で
な
さ
れ
た
の
か
、
何
が
発
生
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
情
報
を
う
る
こ
と
の
利
益｣

、｢

犯
罪
行
為
の
よ
り
深
い
解
釈
、
そ
の
背

景
お
よ
び
、
社
会
に
よ
っ
て
条
件
付
け
ら
れ
た
諸
前
提
へ
の
関
心｣

、｢

安
全
お
よ
び
秩
序
に
権
限
の
あ
る
国
家
機
関
お
よ
び
官
庁
、
刑

事
訴
追
機
関
、
刑
事
裁
判
所
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
正
当
な
民
主
的
要
求｣

が
重
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
犯
罪
行
為
の
時
事

的
報
道
に
つ
い
て
は
情
報
の
利
益
が
優
越
す
る

(

�)

。

｢時の経過｣
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を
不
可
能
に
し
た
り
、
歴
史
的
研
究
を
困
難
な
も
の
に
す
る

(

	)｣

と
の
指
摘
、｢『

時
の
経
過』

は
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
や
歴
史
家

が
過
去
の
事
実
を
叙
述
す
る
際
に
実
名
を
使
う
こ
と
に
つ
い
て
制
約
を
課
す
こ
と
に
な
る
し
、
新
聞
等
が
過
去
の
事
実
を
改
め
て
実
名

報
道
す
る
と
き
に
も
チ
リ
ン
グ
・
エ
フ
ェ
ク
ト

(

萎
縮
効
果)

を
与
え
る
で
あ
ろ
う｣

と
の
指
摘
が
あ
る

(


)

。
し
か
し
、
重
要
で
あ
る
の

は
、
抽
象
的
に
一
方
の
側
の
事
情
だ
け
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
ル
ー
ル
あ
る
具
体
的
衡
量
を
行
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

の
意
味
で
、
次
に
述
べ
る
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
二
度
の
レ
ー
バ
ッ
ハ
判
決
は
、
重
要
な
示
唆
を
含
ん
で
い
る
。

三

二
つ
の
レ
ー
バ
ッ
ハ
判
決

第
一
次
レ
ー
バ
ッ
ハ
判
決
と
第
二
次
レ
ー
バ
ッ
ハ
決
定
と
は
、
い
ず
れ
も
前
科
の
公
表
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
は
あ
る
。
後
述
の

よ
う
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
第
一
次
レ
ー
バ
ッ
ハ
判
決
で
は
、
前
科
の
公
表
を
禁
止
し
、
第
二
次
レ
ー
バ
ッ
ハ
決
定
で
は
、
そ
れ

を
許
容
し
た
。

第
一
次
レ
ー
バ
ッ
ハ
判
決
は
、
ア
レ
ク
シ
ー
が
具
体
的
衡
量
ル
ー
ル
の
雛
形
と
し
て
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
、
事
件
内
容
だ
け
で
は

な
く
、
判
決
の
理
由
付
け
の
点
で
も
注
目
さ
れ
た
。
以
下
で
は
ま
ず
、
第
一
次
レ
ー
バ
ッ
ハ
判
決
、
第
二
次
レ
ー
バ
ッ
ハ
決
定
の
順
に
、

ど
の
よ
う
な
要
素
を
考
慮
し
て
具
体
的
な
優
劣
関
係
の
ル
ー
ル
が
確
定
さ
れ
た
の
か
を
概
観
す
る
。

１

第
一
次
レ
ー
バ
ッ
ハ
判
決

第
一
次
レ
ー
バ
ッ
ハ
判
決
で
は
、
仮
釈
放
目
前
の
時
点
で
の
テ
レ
ビ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
ド
ラ
マ
の
放
映
差
止
め
が
認
め
ら
れ

た
。
レ
ー
バ
ッ
ハ
事
件
と
は
、
一
九
六
九
年
に
発
生
し
た
連
邦
国
防
軍
武
器
庫
襲
撃
・
殺
人
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
一

九
七
二
年
ド
イ
ツ
第
二
テ
レ
ビ
は

｢

レ
ー
バ
ッ
ハ
の
兵
隊
殺
し｣

と
い
う
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
ド
ラ
マ
を
製
作
し
、
一
九
七
三
年
七
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の
諸
点
を
挙
げ
て
、
重
大
な
侵
害
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
し
た

(

�)

。

①
行
為
者
の
実
名
・
写
像
を
用
い
た
報
道
が
、
人
格
権
に
対
す
る
著
し
い
侵
害
で
あ
り
、
行
為
者
の
利
益
が
放
送
局
の
利
益
を
凌
駕

す
る
こ
と
、
②
仮
釈
放
は
、
再
び
自
由
な
社
会
に
順
応
す
る
と
い
う
行
為
者
の
社
会
的
生
存
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
機
会
で
あ
り
、

こ
の
時
点
に
お
け
る
放
送
は
被
害
者
に
重
大
な
侵
害
を
与
え
る
こ
と
、
③｢

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
ド
ラ
マ
と
い
う
番
組
形
態
は
、
…
…

ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
的
に
不
可
避
な
濃
縮
に
よ
り
、
人
物
描
写
が
犯
罪
行
為
と
脚
本
家
・
演
出
家
に
よ
る
犯
罪
行
為
の
解
釈
に
縮
減
さ
れ

て
し
ま
う｣

た
め
、
被
害
者
に
対
す
る
強
度
の
侵
害
と
な
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
の
は
、
社
会
復
帰
の
利
益
、
す
な
わ
ち｢

刑
期
満
了
後
、
再
び
社
会
に
適
応
す
る
機
会｣

で
あ
る
。｢

…
…

有
罪
と
さ
れ
た
犯
罪
行
為
者
は
、
刑
期
満
了
後
、
再
び
社
会
に
適
応
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為
者
か
ら
見
れ

ば
、
こ
の
社
会
復
帰
の
利
益
は
基
本
法
一
条
一
項
と
結
び
つ
い
た
二
条
一
項
の
基
本
権
か
ら
生
じ
る

(

�)｣

。
そ
の
権
利
は
、｢

時
事
的
情
報

利
益
が
充
足
さ
れ
た
後｣

は

｢

次
第
に
重
要
性
を
増｣

す

(

�)

。

�

小
括

以
上
が
、
①
反
復
さ
れ
た
テ
レ
ビ
報
道
は
、
②
時
事
的
な
情
報
の
利
益
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
③
た
と
え
重
大
な
犯

罪
行
為
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
④
受
刑
者
の
社
会
復
帰
を
阻
害
す
る
場
合
、
⑤
禁
止
さ
れ
る

(T
1

か
つ�

�

か
つT

3

か
つT

4

↓

R
)

と
い
う
具
体
的
な
優
劣
関
係
確
定
の
経
緯
で
あ
る
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
表
現
の
自
由
の
側
の
利
益
に
つ
い
て
、
時
事
的
報
道
と
事
後
的
報
道
と
を
区
別
し
た
。
人
格
権
保
護
に
つ
い

て
は
、
自
ら
喚
起
し
た
情
報
利
益
が
適
切
に
充
足
さ
れ
る
の
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
段
階
と
、
社
会
復
帰
の
段
階
を
区
別
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
意
見
表
明
の
自
由
に
つ
い
て
、
社
会
復
帰
の
利
益
か
ら
生
じ
る
限
界
を
明
ら
か
に
し
た
が
、

時
の
経
過
後
に
お
い
て
い
か
な
る
言
及
が
許
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
明
示
的
に
は
述
べ
て
い
な
い
。

｢時の経過｣
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重
大
な
犯
罪
行
為
の
時
事
的
報
道
で
あ
る
場
合
に
は
、｢

行
為
者
の
実
名
、
写
像｣

の
報
道
が
許
容
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、｢

行
為
と

直
接
の
関
係
を
持
ち
、
動
機
そ
の
他
の
行
為
の
前
提
条
件
の
説
明
を
与
え
、
近
代
刑
法
の
視
点
か
ら
行
為
者
の
責
任
の
評
価
に
と
っ
て

本
質
的｣
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
行
為
者
の
情
報
に
つ
い
て
も
許
容
さ
れ
る
と
す
る

(

�)

。

そ
の
一
方
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
犯
罪
行
為
の
時
事
的
報
道
が
絶
対
無
制
限
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
、
加
害
者
の
人

格
権
に
対
す
る
侵
害
は
、
犯
罪
行
為
の
重
大
性
ま
た
は
一
般
大
衆
に
対
す
る
そ
の
他
の
意
義
と
適
切
な
関
係
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
る

(

�)

が
、
時
事
的
報
道
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
示
す
る
。
犯
罪
行
為
を
行
っ
た
者
は
刑
事
制
裁
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
な

く
、
自
ら
が
喚
起
し
た
、
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
原
理
に
従
う
共
同
体
に
お
け
る
一
般
大
衆
の
情
報
利
益
が
、
通
常
の
方
法

で
充
足
さ
れ
る
こ
と
を
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

�)

。

�

前
科
へ
の
言
及

以
上
の
よ
う
に
、
①
犯
罪
行
為
の
伝
達
が
メ
デ
ィ
ア
の
任
務
で
あ
り
、
国
民
の
情
報
利
益
の
充
足
で
も
あ
る
こ
と
、
②
加
害
者
は
自

ら
招
い
た
行
為
に
つ
い
て
の
情
報
利
益
が
適
切
に
充
足
さ
れ
る
こ
と
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
犯
罪
行
為
の
時
事
的

報
道
に
つ
い
て
は
情
報
の
利
益
が
優
越
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
い
つ
ま
で
も
持
続
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

｢

有
罪
判
決
に
よ
っ
て
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
要
請
さ
れ
る
共
同
体
の
正
当
な
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
経
験
し
、
一
般
大
衆
が
そ
れ
に
つ
い

て
十
分
に
情
報
を
提
供
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
超
え
た
行
為
者
の
人
格
領
域
に
対
す
る
侵
害
の
継
続
な
い
し
反
復
は
、
原
則
と

し
て
正
当
化
さ
れ
な
い

(

	)｣

。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
許
容
さ
れ
る
時
事
的
犯
罪
報
道
と
許
容
さ
れ
な
い
事
後
的
な
犯
罪
報
道
と
の
境
界
を
何
年
あ
る
い
は
何
か
月

と
明
確
に
区
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
、
あ
る
報
道
が
時
事
的
報
道
の
場
合
と
は
違
う
新
た
な
侵
害
を
行
為
者
に
与

え
る
時
に
は
、
許
容
さ
れ
な
い
事
後
的
な
犯
罪
報
道
に
な
る
と
す
る

(


)

。
本
件
で
は
、
仮
釈
放
直
前
の
報
道
が
問
題
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
い
か
な
る
新
た
な
侵
害
あ
る
い
は
付
加
的
な
侵
害
を
本
件
報
道
が
加
え
て
い
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
次

論 説
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で
は
、
フ
ィ
ル
ム
は
、
人
格
的
利
益
に
対
す
る

『

重
大
な
侵
害』

を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
者
に
と
っ

て
も
、
…
…
彼
の
行
為
と
再
び
対
峙
す
る
こ
と
は
、
短
期
的
に
は
彼
に
対
す
る
考
え
方
に
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
お
そ

ら
く
フ
ィ
ル
ム
の
放
映
は
、
彼
に
対
し
て
最
初
の
ス
テ
ィ
グ
マ
、
新
た
な
ス
テ
ィ
グ
マ
、
あ
る
い
は
孤
立
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い

(
�)｣
。

�

歴
史
的
意
義
の
あ
る
報
道

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、｢

禁
止
さ
れ
た
放
送
は
、
単
な
る
娯
楽
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い｣

と
し
て
、
本
件
報
道
が
持
つ
歴
史
的
意

義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。｢

禁
止
さ
れ
た
放
送
は
、
む
し
ろ
、
娯
楽
の
形
式
の
な
か
で
、
歴
史
的
な
観
点
を
放
映
す

る
も
の
で
あ
る
。
犯
罪
行
為
、
行
為
者
の
動
機
、
と
り
わ
け
刑
事
訴
追
機
関
や
公
衆
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
の
ほ
か
に
は
、
一
九
六
九
年
の

社
会
の
状
態
も
ま
た
言
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
禁
止
さ
れ
た
場
合
に
は
、
特
定
の
娯
楽
の
放
送
の
放
映
が
阻
止
さ
れ
る
だ
け
で

な
く
、
む
し
ろ
、
同
時
に
、
あ
る
犯
罪
の
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
描
写
を
手
が
か
り
に
、
特
定
の
、
歴
史
的
に
関
心
の
あ
る
局
面
を
主
題
と

す
る
可
能
性
が
一
般
的
に
妨
げ
ら
れ
る

(

�)｣

。
つ
ま
り
、
歴
史
的
意
義
の
あ
る
報
道
が
妨
げ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

３

小
括

両
判
決
か
ら
、
時
の
経
過
の
作
用
の
限
界
点
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
両
判
決
を
合
わ
せ
て
読
め
ば
、
重
大
犯
罪
に
関
す
る
時
事
的
報

道
は
、
行
為
者
に
か
か
わ
る
事
実
に
つ
い
て
の
報
道
を
許
容
す
る
が
、
そ
れ
は
時
事
的
報
道
を
超
え
て
ま
で
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
時
の
経
過
が
人
格
権
の
絶
対
的
保
護
を
与
え
る
わ
け
で
も
な
い
。
一
般
的
人
格
権
が
社
会
復
帰
を
阻
害

す
る
表
現
か
ら
の
保
護
を
含
む
と
し
て
も
、
犯
行
者
が
公
共
に
お
い
て
過
去
の
犯
行
に
も
は
や
直
面
せ
ず
に
済
む
こ
と
ま
で
保
障
す
る

も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

｢時の経過｣
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２

第
二
次
レ
ー
バ
ッ
ハ
決
定

第
二
次
レ
ー
バ
ッ
ハ
決
定
に
お
い
て
も
、
第
一
次
レ
ー
バ
ッ
ハ
判
決
と
同
様
に
、
過
去
の
犯
罪
を
題
材
と
す
る
こ
と
の
限
界
が
問
題

と
な
っ
た
。
し
か
し
、
本
決
定
で
は
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
放
映
が
許
容
さ
れ
て
い
る
。

第
二
次
レ
ー
バ
ッ
ハ
決
定

(

�)

は
、SA

T
1

が
製
作
し
た

｢

歴
史
を
作
っ
た
犯
罪｣

と
い
う
全
九
回
の
テ
レ
ビ
シ
リ
ー
ズ
の
う
ち
の
一
つ

で
あ
る
、｢

レ
ー
バ
ッ
ハ
事
件

(1969)｣

と
い
う
パ
イ
ロ
ッ
ト
フ
ィ
ル
ム
に
対
す
る
放
映
差
止
め
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。
マ

イ
ン
ツ
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
と
コ
ブ
レ
ン
ツ
・
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
放
映
差
止
め
の
請
求
を
認
容
し
た
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

異
議
申
立
人

(SA
T
1)

の
基
本
法
五
条
一
項
二
文
の
基
本
権
を
侵
害
し
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
を
破
棄
し
た
。

本
件
と
第
一
次
レ
ー
バ
ッ
ハ
事
件
と
の
違
い
は
、
本
件
に
お
い
て
放
送
局
が
、
関
係
者
の
保
護
の
た
め
仮
名
を
使
用
し
た
こ
と
、
行

為
者
の
写
像
を
映
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

�

実
名
と
写
像
の
不
使
用

ま
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
本
件
と
第
一
次
レ
ー
バ
ッ
ハ
判
決
と
の
差
別
化
を
、
次
の
よ
う
に
行
っ
た
。

｢

テ
レ
ビ
に
お
け
る
行
為
者
の
描
写
の
結
果
が
異
議
申
立
人
に
と
っ
て
重
大
な
も
の
と
な
り
、
ま
た
報
道
に
つ
い
て
の
放
送
局
の
利

益
の
保
護
の
必
要
性
を
凌
駕
し
た
と
い
う
、
レ
ー
バ
ッ
ハ
事
件
に
お
け
る
事
情
は
、
本
件
と
は
異
な
る｣

。
実
名
・
写
像
を
用
い
た
第

一
次
レ
ー
バ
ッ
ハ
事
件
は
、｢

人
物
に
対
す
る
と
り
わ
け
重
大
な
侵
害｣

の
事
例
で
あ
る
。｢

重
大
な
犯
罪
に
つ
い
て
の
報
道
は
、
人
格

の
自
由
な
発
展
に
と
っ
て
重
大
な
影
響
を
与
え
、
ス
テ
ィ
グ
マ
や
、
社
会
的
な
孤
立
や
そ
れ
に
か
か
わ
る
関
係
者
の
根
本
的
な
不
安
感

へ
と
導
く
。
こ
の
帰
結
は
、
行
為
が
ず
っ
と
以
前
の
も
の
で
あ
っ
て
も
生
じ
う
る
。
ま
さ
に
、
殺
人
者
が
犯
行
と
生
涯
に
わ
た
っ
て
同

一
化
さ
れ
る
よ
う
に
、
殺
人
は
、
人
格
を
決
定
づ
け
る
の
で
あ
る

(

�)｣

。

こ
れ
に
対
し
、｢

本
件
で
は
、『

行
為
者
を
特
定
す
る
放
映』

が
意
図
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
…
…
同
定
可
能
で
あ
る
の
は
、

第
一
審
原
告
が
レ
ー
バ
ッ
ハ
の
殺
人
事
件
の
関
係
者
で
あ
る
こ
と
を
す
で
に
知
っ
て
い
る
者
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
者
と
の
関
係

論 説
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所
が
打
ち
出
し
た

｢

優
越
ル
ー
ル

(V
orrangregel)｣

で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、｢

表
明
が
人
間
の
尊
厳
を
侵
害
す
る
場
合｣
や
、｢

形
式

的
侮
辱
あ
る
い
は
誹
謗
で
あ
る
場
合
、
常
に
、
意
見
の
自
由
は
名
誉
保
護
に
後
退
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

(B
V
erfG
E
93,
266
[293])

。

定
義
づ
け
衡
量
に
近
い
考
え
方
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
上
村
都

｢

意
見
表
明
の
自
由
と
集
団
の
名
誉
保
護｣

名
城
法
学
論
集
第
二
五
集
一
頁

(

一
九
九
八
年)

、
同

｢

集
団
に
対
す
る
侮
辱
的
表
現

ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
を
素
材
に｣

法
政
論
叢
三
六
巻
二
号
一
四
七
頁

(

一
九
九
九

年)

を
参
照
。

(

２)
B
V
erfG
E
35,
202.

評
釈
と
し
て
、
小
山
剛

｢

放
送
に
よ
る
犯
罪
報
道
と
人
格
権

レ
ー
バ
ッ
ハ
判
決

｣

ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研

究
会
編

『

ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例

(

第
二
版)』

(

信
山
社
、
二
〇
〇
三
年)

一
八
三
頁
。

(

３)
R
.
A
lexy,

T
heorie

der
G
rundrechte,

1985,
S.
84
ff.

小
山
・
前
掲
注

(

２)

一
八
八
頁
を
参
照
。

(

４)

大
阪
高
裁
平
成
一
二
年
二
月
二
九
日
判
時
一
七
一
〇
号
一
二
一
頁
。
評
釈
と
し
て
、
阪
本
昌
成
・
新
聞
研
究
五
八
六
号
三
一
頁
以
下

(

二
〇

〇
〇
年)

、
倉
田
原
志
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
五
巻
一
一
号
一
一
三
頁

(

二
〇
〇
〇
年)

、
田
島
泰
彦
・
法
律
時
報
七
二
巻
九
号
九
三
頁
以
下

(

二
〇
〇
〇
年)

が
あ
る
。

(

５)

名
古
屋
高
判
平
成
一
二
年
六
月
二
九
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
六
〇
号
一
九
七
頁
。

(

６)

理
由
中
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
四
〇
条
一
項
は
、｢

締
約
国
は
、
刑
法
を
犯
し
た
と
申
し
立
て
ら
れ
、
訴
追
さ
れ
又

は
認
定
さ
れ
た
す
べ
て
の
児
童
が
尊
厳
及
び
価
値
に
つ
い
て
の
当
該
児
童
の
意
識
を
促
進
さ
せ
る
よ
う
な
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
児
童
が
他
の

者
の
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
尊
重
す
る
こ
と
を
強
化
し
、
か
つ
、
当
該
児
童
の
年
齢
を
考
慮
し
、
更
に
、
当
該
児
童
が
社
会
に
復
帰
し
及
び

社
会
に
お
い
て
建
設
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
が
な
る
べ
く
促
進
さ
れ
る
こ
と
を
配
慮
し
た
方
法
に
よ
り
取
り
扱
わ
れ
る
権
利
を
認
め
る｣

、
と

規
定
す
る
。

(

７)

①
は
、
表
現
行
為
が
社
会
の
正
当
な
関
心
事
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
表
現
内
容
・
方
法
が
不
当
な
も
の
で
な
い
場
合
に
は
表
現
行
為
は
違
法
性

を
欠
く
と
し
て
、
比
較
的
緩
や
か
に
少
年
法
六
一
条
の
例
外
を
許
容
す
る
の
に
対
し
、
②
は
、
推
知
報
道
が
許
さ
れ
る
の
は

｢

成
長
発
達
権｣

よ
り
も
明
ら
か
に
社
会
的
利
益
の
擁
護
が
強
く
優
先
さ
れ
る
特
段
の
事
情
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と
し
て
、
例
外
が
許
容
さ
れ
る
範

囲
を
狭
く
限
定
す
る
。

(

８)

学
説
で
も
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
を
達
成
す
る
た
め
必
要
不
可
欠
な
場
合
に
の
み
例
外
的
に
表
現
の
自
由
を
制
約
し
う
る
と
す
る
見
解

｢時の経過｣
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五

む
す
び
に
か
え
て

少
年
法
六
一
条
の
禁
止
は
、
報
道
自
体
の
意
義
を
低
下
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
可
塑
性
の
あ
る
少
年
保
護
の
強
化
と
し
て
の
み
作

用
す
る
。
こ
の
た
め
、
あ
る
報
道
が
許
容
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
比
較
的
単
純
な
枠
組
み
で
判
断
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
時
の
経
過
は
、
表
現
の
自
由
、
人
格
権
の
双
方
を
可
変
的
と
す
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
最
高
裁
は
、
ノ
ン
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
逆
転
事
件

(

�)

に
お
い
て
、
前
科
公
表
の
許
容
性
を

｢

そ
の
者
の
そ
の
後
の
生
活
状
況
の
み
な
ら
ず
、
事
件
そ
れ
自
体
の
歴
史
的
又

は
社
会
的
な
意
義
、
そ
の
当
事
者
の
重
要
性
、
そ
の
者
の
社
会
的
活
動
及
び
そ
の
影
響
力
に
つ
い
て
、
そ
の
著
作
物
の
目
的
、
性
格
等

に
照
ら
し
た
実
名
使
用
の
意
義
及
び
必
要
性
を
も
併
せ
て
判
断
す
べ
き｣

だ
と
し
た
。
調
査
官
解
説
は
、｢

前
科
を
公
表
さ
れ
た
く
な

い
と
い
う
法
的
利
益
は
、
極
論
す
れ
ば
、
時
の
経
過
を
待
た
ず
に
生
ず
る
も
の
で
も
あ
る
し
、
他
面
、
時
の
経
過
に
か
か
わ
ら
ず
、
前

科
が
公
表
さ
れ
る
べ
き
場
合
も
あ
る
こ
と
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
ず
、
時
の
経
過
に
よ
る
前
科
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
性
を
肯
定
す
る
と
し

て
も
、
そ
れ
は
、
結
局
、
前
科
の
公
表
又
は
秘
匿
の
当
否
が
問
題
と
な
る
具
体
的
な
場
面
に
お
い
て
、
当
該
前
科
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
性

と
非
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
性
と
、
そ
の
い
ず
れ
を
保
護
す
べ
き
事
案
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
際
の
一
つ
の
事
情
と
し
て
検
討
す
る
し
か
な
い

問
題
で
あ
る｣

と
し
て
い
た
。
第
一
次
・
第
二
次
レ
ー
バ
ッ
ハ
事
件
判
決
は
、
時
の
経
過
に
よ
り
画
さ
れ
る
表
現
の
自
由
の
限
界
と
、

時
の
経
過
に
よ
っ
て
も
な
お
甘
受
す
べ
き
人
格
権
保
護
の
限
界
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
報
道
の
目
的
・
性
格
に
照
ら
し
た
具
体
的
調

整
を
指
示
し
た
こ
と
に
な
る
。

註

(

１)

ド
イ
ツ
で
は
、
例
外
的
に
、
個
別
事
例
の
諸
事
情
を
踏
ま
え
ず
に
、
人
格
権
侵
害
的
な
表
現
が
禁
止
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判

論 説
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あ
る
。

(

�)

最
判
昭
和
五
六
年
四
月
一
四
日
民
集
三
五
巻
三
号
六
〇
二
頁
。

(

�)

最
判
平
成
六
年
二
月
八
日
民
集
四
八
巻
二
号
一
四
九
頁
。
本
件
に
関
す
る
評
釈
と
し
て
、
松
井
茂
記

｢『

逆
転』

事
件
最
高
裁
判
所
判
決｣

ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
一
〇
六
八
号
平
成
六
年
度
重
要
判
例
解
説
一
五
頁
、
阪
本
昌
成｢

文
学
作
品
に
お
け
る
実
名
使
用
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権｣

法
学
教
室
判
例
セ
レ
ク
ト
九
四
、
八
頁

(

一
九
九
五
年)

、
中
村
哲
也

｢

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

『

逆
転』

事
件
上
告
審
判
決｣

ジ
ュ
リ
ス
ト
一

〇
六
四
号
一
〇
四
頁

(

一
九
九
五
年)

、
山
口
成
樹

｢

前
科
の
公
表
の
自
由
と
犯
罪
者
の
社
会
復
帰
の
利
益｣

法
学
教
室
一
六
八
号
一
四
四
頁

(

一
九
九
四
年)

、
田
島
泰
彦

｢

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
前
科
の
公
表

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

『

逆
転』

事
件｣

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
六

号

『

憲
法
判
例
百
選
Ⅰ
・
第
五
版』

(

有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年)

一
三
八
頁
、
増
永
謙
一
郎

｢

あ
る
者
の
前
科
等
に
か
か
わ
る
事
実
が
著
作
物

で
実
名
を
使
用
し
て
公
表
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
損
害
賠
償
請
求
の
可
否｣

判
例
タ
イ
ム
ズ
九
七
八
号
一
〇
二
頁
、
東
京
大
学
判
例
研
究
会

(

前
田
陽
一
執
筆)

｢

最
高
裁
判
所
民
事
判
例
研
究

(

民
集
四
八
巻
二
号)｣

法
学
協
会
雑
誌
一
一
三
巻
二
号
一
九
六
頁

(

一
九
九
六
年)

、
津
田

賛
平

｢

刑
事
確
定
訴
訟
記
録
の
閲
覧
と
報
道
・
著
作｣

研
修
五
五
五
号
一
五
頁

(

一
九
九
四
年)

が
あ
る
。

(

�)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
検
討
を
加
え
た
こ
と
が
あ
る
。
詳
し
く
は
、
上
村
都

｢

前
科
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー｣

樋
口
陽
一
・
上
村
貞
美
・

戸
波
江
二
編
集
代
表

『

栗
城
壽
夫
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
・
日
独
憲
法
学
の
創
造
力
・
上』

(

信
山
社
、
二
〇
〇
三
年)

四
五
五
頁
以
下
を
参

照
。

(

�)

松
井
・
前
掲
注

(

�)

一
六
頁
を
参
照
。

(

�)

阪
本
昌
成

｢

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

『

逆
転』

訴
訟｣

ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
九
三
五
号
昭
和
六
三
年
度
重
要
判
例
解
説
二
六
頁
を
参
照
。

(

�)

田
島
・
前
掲
注

(

�)

一
三
九
頁
を
参
照
。

(

�)

棟
居
・
前
掲
注

(

�)

六
〇
頁
。

(

	)

最
判
平
成
六
年
二
月
八
日
民
集
四
八
巻
二
号
一
六
七
頁
。

(


)

駒
村
圭
吾

『

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
法
理』

(

嵯
峨
野
書
院
、
二
〇
〇
一
年)

二
一
九
頁
以
下
参
照
。
ほ
か
に
、
時
の
経
過
に
よ
る
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
性
肯
定
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、
佐
藤
幸
治

｢

過
去
の
事
実
の
公
表

映
画

『

エ
ロ
ス
＋
虐
殺』

事
件｣

マ
ス
コ
ミ
判
例
百
選

(

第
二
版)

一
二
七
頁

(

一
九
八
五
年)

、
江
橋
・
前
掲
注

(

�)

九
八
頁
、
飯
塚
・
前
掲
注

(

�)

八
四
頁
、
五
十
嵐
・
前
掲
注

(

�)

一
一

｢時の経過｣
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(

松
井
茂
記

『

少
年
事
件
の
実
名
報
道
は
許
さ
れ
な
い
の
か』

[

二
〇
〇
〇
年]

一
七
五
頁
以
下)

と
、
少
年
法
六
一
条
に
基
づ
く
少
年
の
権
利

を
認
め
、
逃
亡
中
な
ど
特
定
の
場
合
に
し
か
例
外
を
認
め
な
い
と
す
る
見
解(

山
口
直
也｢

子
ど
も
の
成
長
発
達
権
と
少
年
法
六
一
条
の
意
義｣

山
梨
学
院
大
学
法
学
論
集
四
八
号
一
〇
四
頁
以
下

[

二
〇
〇
一
年]

、
葛
野
尋
之

｢

犯
罪
報
道
の
公
共
性
と
少
年
事
件
報
道｣

立
命
館
法
学
二

七
一
号
・
二
七
二
号
上
巻

[

二
〇
〇
〇
年]

九
五
三
頁
以
下)

と
を
両
極
に
、
対
立
が
あ
る
が
、｢

少
年｣

と
い
う
事
情
を
考
慮
す
る
と
い
う

点
で
は
変
わ
り
が
な
い
。

(

９)

自
主
規
制
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
、
平
川
宗
信

｢

犯
罪
報
道
と
人
権
を
め
ぐ
る
諸
問
題｣

名
古
屋
大
学
法
政
論
集
一
二
三
号
三
九
九
頁
以
下

(

一
九
八
八
年)
を
参
照
。

(

�)

東
京
地
判
昭
和
六
二
年
一
一
月
二
〇
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
五
八
号
六
〇
頁
。
本
件
に
関
す
る
評
釈
と
し
て
、
棟
居
快
行

｢

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー｣
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
〇
五
号
五
六
頁

(

一
九
八
八
年)

、
五
十
嵐
清

｢

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
自
由
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保

護｣

法
律
時
報
六
〇
巻
五
号
五
三
頁

(

一
九
八
八
年)

、
阪
本
昌
成

｢

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
に
よ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害｣

法
学
教
室
九

一
号
一
二
四
頁

(

一
九
八
八
年)
、
同

｢

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

『

逆
転』

訴
訟｣

ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
九
三
五
号
昭
和
六
三
年
度
重
要
判
例

解
説
二
四
頁
、
江
橋
崇

｢

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
の
実
名
表
記
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー｣

法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
〇
〇
号
九
八
頁

(

一
九
八
八
年)

、

堀
部
政
男

｢

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
と
表
現
の
自
由｣

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
九
九
号
一
四
頁

(

一
九
八
八
年)

、
同

｢

判
例
法
上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権｣

判
例
評
論
三
五
九
号
二
頁

(

一
九
八
九
年)

、
松
井
茂
記

｢

民
事
上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
侵
害
と
表
現
の
自
由｣

法
学
教
室
判
例
セ
レ
ク

ト
八
八
、
六
頁

(

一
九
八
九
年)

、
池
端
忠
司

｢

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
人
格
・
表
現
の
自
由｣

六
甲
台
論
集
三
五
巻
三
号
一
五
二
頁

(

一
九
八
八

年)

、
飯
塚
和
之

｢

民
法
判
例
レ
ビ
ュ
ー
二
二
・
民
事
責
任｣
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
七
一
号
八
一
頁

(

一
九
八
八
年)

な
ど
が
あ
る
。

(

�)

東
京
地
判
昭
和
三
九
年
九
月
二
八
日
下
民
集
一
五
巻
九
号
二
三
一
七
頁
。
東
京
地
裁
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
要
件
を
次
の
よ
う
に
定
式

化
し
た
。
す
な
わ
ち
、
公
開
さ
れ
た
内
容
が
、
①
私
生
活
上
の
事
実
ま
た
は
私
生
活
上
の
事
実
ら
し
く
受
け
取
ら
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
柄
で

あ
る
こ
と
、
②
一
般
人
の
感
受
性
を
基
準
に
し
て
当
該
私
人
の
立
場
に
立
っ
た
場
合
公
開
を
欲
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
認
め
ら
れ
る
事
柄
で
あ
る

こ
と
、
③
一
般
の
人
々
に
未
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
事
柄
で
あ
る
こ
と
、
の
三
要
件
で
あ
る
。

(

�)

東
京
高
判
平
成
元
年
九
月
五
日
高
民
集
四
二
巻
三
号
三
二
五
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
一
五
号
一
八
四
頁
。
本
件
に
関
す
る
評
釈
と
し
て
、
五

十
嵐
清

｢

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
に
お
け
る
実
名
使
用
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
存
否｣

私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
九
九
〇
年
一
一
一
頁
が

論 説

(名城 '07) 57－1･2－202



(

�)
B
V
erfG
E
35,
202
(223
f.).

(

�)

相
互
作
用
論
に
つ
い
て
は
、
上
村
都

｢

ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
初
期
判
例
に
お
け
る
意
見
自
由
と
名
誉
保
護｣

名
城
法
学
論
集
二
七
集
三

頁(

二
〇
〇
〇
年)

を
参
照
。

(

�)
B
V
erfG
E
35,
202
(231
f.).

(

�)
B
V
erfG
E
35,
202.

(230
f.).

(

�)
B
V
erfG
E
35,
202
(233).

(

�)
B
V
erfG
E
35,
202
(232).

(

�)
B
V
erfG
E
35,
202
(231
f.).

(

�)
B
V
erfG
E
35,
202
(233
f.).

(

	)
B
V
erfG
E
35,
202
(234).

(


)
B
V
erfG
E
35,
202
(226
ff.).

(

�)
B
V
erfG
E
35,
202.

(235
f.
).

(

�)
B
V
erfG
E
35,
202
(233).

(

)
B
V
erfG
,
1
B
vR
348/98

vom
25.
11.
1999,

A
bsatz-N

r.
(1-45),

http://w
w
w
.bverfg.de/entscheidungen/rk19991125

1bvr034898.htm
l.

(

�)
B
V
erfG
,
1
B
vR
348/98

vom
25.
11.
1999,

(

前
掲
注
)

A
bsatz-N

r.
37,
38.

(

�)
B
V
erfG
,
1
B
vR
348/98

vom
25.
11.
1999,

(

前
掲
注
)

A
bsatz-N

r.
39.

(

�)
B
V
erfG
,
1
B
vR
348/98

vom
25.
11.
1999,

(

前
掲
注
)

A
bsatz-N

r.
42

(

�)

最
判
平
成
六
年
二
月
八
日
民
集
四
八
巻
二
号
一
四
九
頁
。

｢時の経過｣
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四
頁
が
あ
る
。

(
�)

飯
塚
・
前
掲
注

(

�)

八
四
頁
。

(
�)
ほ
か
に
、
時
の
経
過
に
よ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
必
要
性
を
認
め
る
も
の
と
し
て
、
五
十
嵐
・
前
掲
注

(

�)

一
一
四
頁
。

(

�)
棟
居
快
行

『

人
権
論
の
新
構
成』

(

信
山
社
、
一
九
九
二
年)

二
一
一
頁
以
下
、
同
・
棟
居
・
前
掲
注

(

�)

六
〇
頁
を
参
照
。

(

�)

棟
居
・
前
掲
注

(

�)

六
一
頁
を
参
照
。

(

�)

棟
居
・
前
掲
注

(

�)

二
一
三
頁
以
下
、
同
・
前
出
注

(

�)

六
一
頁
参
照
。
ほ
か
に
、
自
己
イ
メ
ー
ジ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
に
つ
い
て
、
棟

居
快
行

｢

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
概
念
の
新
構
成｣

神
戸
法
学
雑
誌
三
六
巻
一
号
一
二
頁
以
下

(

一
九
八
六
年)

参
照
。

(

�)

滝
澤
孝
臣

｢

あ
る
者
の
前
科
等
に
か
か
わ
る
事
実
が
著
作
物
で
実
名
を
使
用
し
て
公
表
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
損
害
賠
償
請
求
の
可
否｣

最

高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
編
平
成
六
年
度
一
三
二
頁
。
滝
澤
調
査
官
は
、
時
の
経
過
論
を
、｢

時
の
経
過
に
よ
っ
て
、
非
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
性
を

喪
失
し
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
性
を
具
有
あ
る
い
は
回
復
す
る｣

も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
脚
注
三
二

(｢

刑
の
執
行
中
で
も
、
さ
ら

に
は
、
裁
判
の
係
属
中
で
も
、
前
科
あ
る
い
は
犯
罪
履
歴
を
公
表
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
る｣)

で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
お
そ

ら
く
は
、
当
該
前
科
の
公
表
に
公
共
的
な
意
義
が
あ
る
場
合
に
は
、
時
の
経
過
に
よ
る

｢

非
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
性｣

の
喪
失
を
認
め
な
い
立
場
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
限
定
的
承
認
説
に
分
類
し
た
。

(

�)

滝
澤
・
前
掲
注

(

�)

脚
注
三
三
を
参
照
。

(

�)

大
阪
地
判
平
一
三
年
五
月
二
九
日
判
時
一
七
六
六
号
六
四
頁
以
下
。

(

�)

竹
田
稔

『

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
民
事
責
任』

(

判
例
時
報
社
、
一
九
九
一
年)

一
三
一
頁
。
さ
ら
に
竹
田
教
授
は
、
表
現
の
自
由
と
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
と
が
衝
突
し
た
場
合
、
両
者
を
対
等
な
フ
ラ
ッ
ト
な
も
の
と
し
て
個
別
的
比
較
衡
量
に
よ
っ
て
表
現
行
為
の
違
法
性
を
判
断
す
る
こ
と
は
、

｢

表
現
の
自
由
の
優
越
性
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
民
主
主
義
社
会
の
存
立
基
盤
を
危
う
く
す
る｣

と
指
摘
す
る

(

一
二
四
頁
参
照)

。

(

�)

堀
部
政
男

｢

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
と
表
現
の
自
由｣

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
九
九
号
一
七
頁

(

一
九
八
八
年)

、
同

｢

判
例
法
上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

権｣

判
例
評
論
三
五
九
号
六
頁

(

一
九
八
九
年)

。

(

�)
B
V
erfG
E
35,
202
(221).

(

�)
B
V
erfG
E
35,
202
(221).

論 説

(名城 '07) 57－1･2－204


