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第
三
章
　「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
実
名
制
」
に
関
す
る
憲
法
論

前
章
で
韓
国
に
お
け
る
﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
実
名
制
﹂
の
概
念
及
び
そ
の
背
景
と
目
的
、
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
﹁
制
限
的
実
名

制
﹂
の
中
身
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
こ
れ
を
ベ
ー
ス
に
、
本
章
に
お
い
て
は
、
そ
の
﹁
実
名
制
﹂
に
関
す
る
憲
法
論
に
つ
い
て
考
察

す
る
。
ま
ず
、﹁
実
名
制
﹂、
と
り
わ
け
﹁
制
限
的
実
名
制
﹂
を
め
ぐ
る
韓
国
の
議
論
状
況
を
合
憲
論
者
の
主
張
と
違
憲
論
者
の
主
張

に
分
け
て
整
理
し
、
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
論
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
示
唆
す
る
こ
と
は
何
か
、
そ

し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
実
名
制
を
論
じ
る
際
に
、
考
慮
す
べ
き
最
も
重
要
な
論
点
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
る
材
料
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
一
節　

韓
国
の
憲
法
学
の
議
論
状
況 

﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
実
名
制
﹂
に
関
す
る
議
論
は
、
表
現
の
自
由
の
保
障
範
囲
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

そ
の
主
な
内
容
は
、
憲
法
第
37
条
第
2
項(1)

の
基
本
権
に
関
す
る
法
律
留
保
条
項
と
、
第
21
条
︵
表
現
の
自
由
︶
の
第
4
項(2)

に
直
接
規

定
さ
れ
て
い
る
表
現
の
自
由
の
限
界
に
対
す
る
境
界
線
を
め
ぐ
る
論
争
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、﹁﹃
逆
機
能
﹄
の
除
去
の
た
め
﹂
と

い
う
規
制
す
る
側
の
大
義
名
分
の
下
に
、﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
実
名
制
﹂
が
、
以
上
の
条
項
を
根
拠
と
し
て
導
き
出
さ
れ
る
か
に
絞

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
実
名
制
﹂
を
擁
護
す
る
論
者
が
、
憲
法
第
37
条
第
2
項
を
根
拠
に
﹁
匿
名
性
﹂
に
よ
る

弊
害
を
除
去
す
る
た
め
に
実
名
制
に
つ
い
て
合
憲
の
立
場
を
取
る
の
に
対
し
、
違
憲
論
者
は
、
実
名
制
が
萎
縮
効
果
を
生
ぜ
し
め
、

憲
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
表
現
の
自
由
の
核
心
部
分
の
侵
害
に
当
た
る
と
し
、
憲
法
第
21
条
の
表
現
の
自
由
の
侵
害
で
あ
る
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と
主
張
し
て
い
る
。

一
　
合
憲
論

第
一
章
、
第
二
節
﹁
実
名
制
の
背
景
と
目
的
﹂
の
と
こ
ろ
︵﹁
表
の
顔
﹂︶
で
紹
介
し
た
通
り
、
合
憲
論
は
、
名
誉
棄
損
や
誹
謗
中

傷
な
ど
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
﹁
逆
機
能
﹂
の
主
な
原
因
が
匿
名
性
に
あ
る
と
断
定
し
、
こ
の
よ
う
な
匿
名
性
を
除
去
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
﹁
逆
機
能
﹂
に
対
処
で
き
る
と
い
う
認
識
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
実
名
制
の
導
入
を
積
極
的
に
主
張
し
て
い
る(3)

。

そ
の
一
人
で
あ
る
姜
京
根
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
サ
イ
バ
ー
空
間
の
﹁
公
共
的
領
域
性
﹂
に
立
脚
し
て
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
掲
示
板
の
実
名
制
が
表
現
の
自
由
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て

以
下
の
通
り
主
張
し
て
い
る
。

曰
く
、
サ
イ
バ
ー
空
間
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
﹁
通
信
空
間
︵com

m
unication space

︶﹂
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
通
信
網
は
、
国
家
社
会
の
基
盤
構
造
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
サ
イ
バ
ー
空
間
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
体
系

︵on-line system

︶な
ど
が
私
的
に
保
有
さ
れ
る
領
域
に
あ
る
と
し
て
も
、そ
れ
を
通
し
た
意
思
表
現
と
い
う﹃
目
的
に
照
ら
す
と︵for 

speech purposes

︶﹄﹃
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
︵public forum

︶(4)
﹄
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
﹂(5)

と
し
て
い
る
。　
　
　

そ
し
て
、
彼
は
憲
法
裁
判
所
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
特
性(6)

に
つ
い
て
述
べ
て
は
い
る
が
、
そ
の
こ
と
も
﹁
通
信
網
と
い
う
国
家
社

会
的
基
盤
を
前
提
に
し
て
い
る
点
か
ら
、
そ
の
公
共
的
領
域
性
が
否
認
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
﹂(7)

と
彼
独
自
の
解
釈
を
施
し
、
憲
法

第
21
条
第
4
項
を
根
拠
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
掲
示
板
の
実
名
制
を
通
し
た
意
思
表
現
の
規
範
的
強
制
は
、
憲
法
第
21
条
の
言
論
の
自

由
に
反
し
な
い
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
、
実
名
制
と
関
連
し
、
匿
名
性
を
保
護
す
る
と
い
う
意
味
か
ら
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
、
す
な

わ
ち
憲
法
第
17
条
の
私
生
活
の
秘
密
の
問
題
に
対
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
基
盤
と
す
る
﹁
公
共
的
領
域
﹂
と
し
て
の
サ
イ
バ
ー
空
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間
を
内
密
な
空
間
と
し
て
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、﹁
公
共
的
領
域
﹂
に
入
っ
た
以
上
、
私
生
活
の
秘
密
の

制
限
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
別
の
視
点
か
ら
合
憲
論
を
主
張
す
る
論
者
も
い
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
実
名
制
に
つ
い
て
、
表
現
の
自
由
と

い
う
基
本
権
も
制
限
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
と
、
表
現
の
自
由
を
享
受
す
る
た
め
に
は
表
現
者
の
責
任
も
伴
う
と
い
う
行
為
者
責

任
の
原
則
を
貫
く
た
め
の
基
本
的
な
前
提
で
あ
る
と
し
、
憲
法
第
21
条
第
4
項
の
表
現
の
自
由
の
限
界
規
定
を
根
拠
に
、﹁
匿
名
表

現
の
自
由
に
よ
る
社
会
的
費
用
も
し
く
は
弊
害
が
表
現
の
自
由
の
利
益
よ
り
大
き
い
と
す
れ
ば
、一
定
の
範
囲
内
で
の
制
限
は
可
能
﹂

だ
と
主
張
す
る
黄
晿
根
の
論
文(8)

を
紹
介
し
よ
う
。

彼
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
特
徴
に
つ
い
て
、﹁
非
対
面
性
﹂
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
技
術
的
な

定
義
か
ら
す
る
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
特
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︵
車
の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
よ
う
に
︶、
そ
も
そ
も
匿
名
性
が
維

持
で
き
ず
、
こ
れ
は
実
際
、﹁
非
対
面
性
﹂
の
別
の
表
現
で
あ
る
と
述
べ
る(9)

。
そ
し
て
現
行
公
職
選
挙
法
上
の
実
名
確
認
制
に
対
し

て
は
、
選
挙
期
間
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
憲
法
第
21
条
の
表
現
の
自
由
に
反
し
な
い
と
主
張
す
る
。
ま
た
、
情
報
通
信
網
法
上

の
本
人
確
認
制
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
場
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
す
る
場
合
に(10)

、
匿
名
性
の
統
制
に
限
界
が
生
じ

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
補
う
た
め
に
取
り
入
れ
た
本
人
確
認
制
で
あ
る
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
同
氏
の
匿
名
表
現
の
自
由
に
関
す
る
法
的
性
質
と
制
限
原
理
に
関
す
る
主
張
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
ま
ず
前

者
に
つ
い
て
、
匿
名
表
現
の
自
由
に
関
す
る
論
議
の
核
心
は
匿
名
表
現
の
自
由
を
法
律
を
も
っ
て
制
限
で
き
る
か
で
あ
る
と
し
た
。

そ
し
て
、
表
現
の
自
由
が
絶
対
的
で
無
制
限
の
権
利
で
は
な
い
こ
と
か
ら
制
限
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
憲
法
上
の
基
本
権

制
限
原
理
を
充
足
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
次
の
よ
う
に
行
為
者
責
任
論
を
主
張
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、﹁
表
現
行
為
の
属
性
に
お
い
て
考
察
す
る
と
、
表
現
者
が
外
に
向
け
、
自
ら
の
思
想
な
い
し
感
情
を
表
示
す
る
場
合
に
、
行
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為
者
が
誰
で
あ
る
か
は
表
現
行
為
と
不
可
分
一
体
に
な
っ
て
こ
そ
重
要
な
意
味
を
有
す
る
﹂(11)

と
し
、
請
願
制
度
と
告
訴
・
告
発
の
場

合
を
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
匿
名
の
方
法
に
よ
る
意
見
表
明
に
対
し
て
は
、
法
的
な
保
護
の
対
象
外
で
あ
る
と
同
様
に
、
そ
の
信
憑

性
が
な
い
と
見
做
し
、
匿
名
表
現
に
対
す
る
制
限
は
憲
法
上
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
ま
た
、
後
者
︵
匿
名

表
現
の
自
由
の
制
限
原
理
︶
に
つ
い
て
は
、
憲
法
第
21
条
第
4
項
を
根
拠
規
定
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
条
項
の
前
段

の
﹁
他
人
の
権
利
ま
た
は
公
衆
道
徳
な
ど
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
と
規
定
さ
れ
て
い
る
憲
法
上
の
闡
明
を
保
障
す
る
た
め

に
は
、
当
然
表
現
行
為
者
に
対
す
る
責
任
追
及
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
少
な
く
と
も
責
任
あ
る
表
現
の
自
由
の
行
使
に

お
い
て
は
、
姓
名
の
記
載
ま
た
は
確
認
は
憲
法
上
要
請
さ
れ
る
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
だ
﹂(12)

と
す
る
。
さ
ら
に
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
の
﹁
逆
機
能
﹂
の
除
去
の
た
め
に
各
制
度
と
法
律
を
作
る
こ
と
は
、
国
民
に
対
す
る
国
家
の
責
務
で
あ
る
と
し
、﹁
本
人

確
認
制
﹂
は
憲
法
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る(13)

。

こ
の
他
に
も
、
健
全
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
文
化
の
た
め(14)

、
ま
た
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
予
防
と
法
執
行
の
可
能
性
の
確
保
と
い
う
視
点

か
ら
合
憲
論
を
主
張
す
る(15)

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る(16)

。

二
　
違
憲
論

﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
実
名
制
﹂
に
対
し
て
、
違
憲
論
者
の
多
く
は
、
匿
名
表
現
の
自
由
が
表
現
の
自
由
の
核
心
部
分
に
当
た
る
こ

と
を
主
張
す
る(17)

。
し
た
が
っ
て
、﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
実
名
制
﹂
は
、
表
現
の
自
由
の
本
質
的
内
容
と
し
て
の
匿
名
で
表
現
す
る
自

由
を
侵
害
す
る
と
同
時
に
、
憲
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
事
前
検
閲
に
当
た
る
と
し
て
、
憲
法
第
21
条
の
表
現
の
自
由
の
侵
害

で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
自
由
な
表
現
と
社
会
的
弱
者
の
発
言
機
会
を
提
供
す
る
た
め
に
、
匿
名
表
現
の
自
由
が
保
障
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
多
数
が
支
配
す
る
社
会
に
お
い
て
、
そ
れ
が
少
数
の
最
も
強
力
で
有
用
な
道
具
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
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と
す
る(18)

。
ま
た
、
表
現
者
自
身
の
名
前
の
表
記
に
対
す
る
有
無
は
、
表
現
者
の
自
由
に
属
す
る
も
の
で
、
匿
名
に
よ
る
表
現
行
為
を

規
制
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る(19)

。
も
ち
ろ
ん
匿
名
表
現
の
自
由
を
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
の
責
任
ま
で
否
認
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
問
題
は
、
そ
の
責
任
追
求
方
法
に
あ
る
。
合
憲
論
者
が
主
張
す
る
、
匿
名
性
に
よ
る
﹁
逆
機
能
﹂
の
除
去
の
問
題
は
、
実
名

制
に
よ
ら
ず
と
も
既
存
の
法
律(20)

︵
刑
法
、
民
法
、
情
報
通
信
網
法
、
公
職
選
挙
法
︶
や
、
モ
ア
ー
ス
ピ
ー
チ
な
ど
の
よ
り
制
限
的
で

な
い
方
法
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る(21)

。
さ
ら
に
、
憲
法
裁
判
所
が
判
示
し
た
よ
う
に
、
あ
る
論
者
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
最
も
参

加
的
な
思
想
の
自
由
市
場
で
あ
り
、
ま
た
表
現
促
進
的
な
媒
体
で
あ
る
と
し
、
表
現
の
自
由
と
不
可
分
の
関
係
で
あ
る
と
し
た
こ
と

を
引
用
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
表
現
の
自
由
の
特
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
媒
体
に
対

す
る
政
府
の
内
容
的
・
構
造
的
規
制
に
対
し
て
は
、
憲
法
論
的
に
み
て
簡
単
に
容
認
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る(22)

。
以
下
で
は
、

違
憲
論
者
の
主
張
に
つ
い
て
、
最
も
整
理
さ
れ
た
形
で
議
論
を
展
開
し
て
い
る
黄
ソ
ン
ギ
の
主
張
を
紹
介
し
よ
う
。

彼
は
、
漢
陽
大
学
の
法
学
論
叢
に
載
せ
た
﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
実
名
制
に
関
す
る
憲
法
学
的
研
究
﹂
の
論
文(23)

で
、
公
職
選
挙
法
と

情
報
通
信
網
法
の
実
名
制
に
関
す
る
違
憲
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
曰
く
、
合
憲
論
で
紹
介
し
た
姜
京
根
の
主
張
に
対
し
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
放
送
媒
体
や
印
刷
媒
体
と
同
様
に
意
思
表
現
の
た
め
の
﹁
媒
介
体
﹂
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
匿
名
表
現
の
自
由
が

保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
い
て
行
わ
れ
る
意
思
疎
通
は
、
か
な
り
多
様
な
方
式
を
通
し
て
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
意
思
疎
通
の
多
様
性
を
考
慮
せ
ず
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
信
網
で
あ
る
と
い
う
国
家
社
会
的

基
盤
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
公
共
的
領
域
性
を
認
め
る
の
は
説
得
力
に
乏
し
い
と
反
論
し
た(24)

。
そ
し
て
彼
は
、

公
職
選
挙
法
の
実
名
制
に
つ
い
て
、﹁
匿
名
表
現
の
自
由
の
侵
害
﹂、﹁
政
治
的
表
現
の
自
由
の
侵
害
﹂、﹁
営
業
の
自
由
の
侵
害
﹂、﹁
個

人
情
報
保
護
の
問
題
﹂、﹁
本
人
確
認
︵
又
は
実
名
確
認
︶
の
方
法
の
問
題
﹂、﹁
平
等
権
の
侵
害
﹂
の
問
題
と
、
そ
の
﹁
包
摂
範
囲
の

過
度
の
広
汎
性
﹂
の
七
つ
の
論
点
か
ら
違
憲
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
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ま
ず
、
一
つ
目
の
﹁
匿
名
表
現
の
自
由
の
侵
害
﹂
に
関
し
、
黄
ソ
ン
ギ
は
、
匿
名
表
現
の
定
義
に
つ
い
て
﹁
自
己
の
実
名
や
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
明
か
さ
ず
、
匿
名
の
状
態
で
自
ら
の
意
思
ま
た
は
意
見
を
外
部
に
表
明
す
る
自
由
﹂
と
定
義
づ
け
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
匿
名
表
現
の
自
由
が
、
果
た
し
て
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
基
本
権
と
し
て
、
表
現
の
自
由
の
な
か
に
含
ま
れ
る

か
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る(25)

。
彼
は
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
判
所
が
出
し
た
、
匿
名
表
現
に
関
す
るM

cIntyre

判
決(26)

の
要

旨
を
引
用
し
な
が
ら
、
韓
国
の
憲
法
が
保
障
し
て
い
る
表
現
の
自
由
に
も
匿
名
表
現
の
自
由
が
含
ま
れ
て
い
る
と
解
す
る
の
が
妥
当

で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
﹁
表
現
の
自
由
が
完
全
に
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
、
自
ら
の
意
思
を
﹃
自
由
に
﹄
表

現
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
よ
う
な
自
由
な
意
思
表
現
は
、
匿
名
性
が
保
障
さ
れ
た
場
合
に
限
っ
て
可
能
だ
か
ら
﹂
と
論
じ
て
い

る
。
ま
た
、﹁
表
現
の
自
由
が
保
護
し
よ
う
と
す
る
核
心
の
価
値
が
、
自
ら
の
意
思
・
意
見
を
自
由
に
外
部
に
表
明
す
る
こ
と
に
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
実
名
で
表
現
す
る
か
、
そ
れ
と
も
匿
名
で
表
現
す
る
か
に
つ
い
て
の
手
段
と
方
法
は
意
思
表
現
者
の
選
択
の

問
題
だ
﹂(27)

と
し
、
表
現
の
自
由
に
お
い
て
﹁
匿
名
性
﹂
の
要
素
は
、
表
現
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
た
め
の
﹁
最
小
限
の
必
要
条
件
﹂

だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
匿
名
表
現
の
自
由
に
お
け
る
﹁
匿
名
﹂
と
は
、
単
な
る
﹁
実
名
﹂
の
反
対
語
に
限
定
し
て
理
解
す
る
の
で
は

な
く
、﹁
身
元
確
認
さ
れ
な
い
状
態
﹂
ま
た
は
﹁
身
元
を
現
さ
れ
な
い
状
態
﹂
ま
で
含
ま
れ
る
意
味
と
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
論
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、﹁
実
名
確
認
制
﹂
と
﹁
本
人
確
認
制
﹂
は
、
匿
名
表
現
の
自
由
を
侵
害
す
る
と
い

う
結
論
が
導
出
さ
れ
る
と
い
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
国
家
が
法
の
強
制
力
を
持
っ
て
行
う
実
名
制
、
す
な
わ
ち
、
二
〇
〇
四
年
の
旧
公
職
選
挙
法
と
二
〇
〇
五
年
改

正
さ
れ
た
現
行
法
上
の
公
職
選
挙
法
は
、
外
形
上
の
違
い
が
あ
る
と
し
て
も
﹁
萎
縮
効
果
︵chilling effect

︶﹂
に
よ
っ
て
自
由
な

意
思
表
現
が
不
可
能
に
な
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
同
様
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
公
職
選
挙
法
上
の
実
名
制
の
目
的
を
﹁
選

挙
の
公
正
性
の
維
持
﹂
と
掲
げ
て
い
る
が
、
す
で
に
他
の
法
律
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
重
畳
的
で
あ
り
、
過
度
な
制
限
と
し
て
、
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憲
法
上
、
基
本
権
制
限
の
限
界
原
理
で
あ
る
過
度
に
広
汎
な
制
限
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

二
つ
目
の
論
点
は
、﹁
政
治
的
表
現
の
自
由
の
侵
害
﹂、
す
な
わ
ち
、
公
職
選
挙
法
上
の
選
挙
掲
示
板
実
名
制
の
﹁
政
治
的
表
現
の

自
由
﹂
に
関
す
る
問
題
で
あ
る(28)

。
一
般
的
に
言
論
の
自
由
の
意
義
は
自
己
実
現
と
自
己
統
治
︵self-governm

ent

︶
で
あ
り
、
特
に

個
人
の
言
論
活
動
が
﹁
政
治
的
表
現
︵political speech

︶﹂
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、手
厚
い
保
護
が
必
要
だ
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、

表
現
の
自
由
、
と
り
わ
け
政
治
的
表
現
の
自
由
が
も
つ
意
義
と
選
挙
の
意
味
に
鑑
み
る
と
、
選
挙
に
関
す
る
意
見
の
表
明
、
お
よ
び
、

選
挙
運
動
期
間
中
の
政
党
・
候
補
者
に
対
す
る
支
持
・
反
対
の
書
き
込
み
は
、
他
の
言
論
活
動
と
比
べ
て
手
厚
く
保
障
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
公
職
選
挙
法
上
の
選
挙
掲
示
板
実
名
制
は
、
身
元
確
認
さ
れ
た
者
に
限
っ
て
選
挙
に
関
す
る

意
見
の
掲
載
が
で
き
る
よ
う
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
上
、
政
治
的
表
現
へ
の
相
当
な
程
度
の
﹁
萎
縮
効
果
﹂
が
あ
る

と
論
じ
て
い
る
。

三
つ
目
の
論
点
は
、﹁
営
業
の
自
由
の
侵
害
﹂
に
つ
い
て
で
あ
る
。
現
行
公
職
選
挙
法
上
の
選
挙
掲
示
板
実
名
制
の
適
用
対
象
と

さ
れ
る
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
新
聞
事
業
者
及
び
そ
の
他
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
言
論
社
が
、
営
業
の
一
環
と
し
て
非
実
名
確
認
制
方
法

を
採
択
す
る
場
合
に
、
こ
の
よ
う
な
営
業
政
策
を
放
棄
す
る
よ
う
強
制
す
る
こ
と
に
な
り
、
営
業
の
自
由
の
侵
害
可
能
性
も
指
摘
し

て
い
る
。

四
つ
目
の
論
点
は
、﹁
個
人
情
報
保
護
の
問
題
﹂
で
あ
る
。
二
〇
〇
四
年
導
入
さ
れ
た
公
職
選
挙
法
上
の
実
名
制
が
、
姓
名
と
住

民
番
号
の
一
致
の
当
否
を
通
し
て
本
人
確
認
を
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
個
人
情
報
で
あ
る
住
民
番
号
の
目
的
外
使
用

に
よ
る
個
人
情
報
保
護
の
問
題(29)

を
取
り
上
げ
、
匿
名
性
と
い
う
要
素
が
個
人
情
報
保
護
の
問
題
と
関
連
す
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る(30)

。

五
つ
目
の
論
点
は
、﹁
本
人
確
認
︵
も
し
く
は
実
名
確
認
︶
の
方
法
の
問
題
﹂
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
実
名
制
の
施
行
に
お

い
て
最
も
確
実
な
方
法
は
、
す
べ
て
の
国
民
に
与
え
ら
れ
た
住
民
番
号
を
活
用
す
る
こ
と
で
あ
る(31)

。
し
か
し
、
住
民
番
号
を
利
用
し



202法政論集　251号（2013）

論　　説

た
認
証
方
法
に
つ
い
て
、
黄
ソ
ン
ギ
は
三
つ
の
点
か
ら
問
題
性
を
指
摘
し
て
い
る(32)

。
一
つ
は
、
住
民
番
号
そ
れ
自
体
が
有
す
る
﹁
個

人
情
報
と
し
て
の
敏
感
性
﹂
の
高
さ
ゆ
え
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
問
題
と
関
連
し
、
市
民
社
会
の
同
意
を
得
難
い
と

い
う
点
、
も
う
一
つ
は
、
オ
フ
ラ
イ
ン
で
の
住
民
番
号
の
活
用
が
合
理
的
だ
と
し
て
も
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
他
人
の
住
民
番
号
盗
用

問
題
が
多
発
し
て
い
る
と
い
う
点(33)

、
さ
ら
に
も
う
一
つ
は
、
以
上
の
よ
う
な
住
民
番
号
の
問
題
を
避
け
る
た
め
に
、
公
認
認
証
書
を

活
用
す
る
方
法
が
あ
る
が
そ
れ
を
所
持
し
て
い
な
い
人
も
多
く
、
平
等
原
則
の
問
題
の
危
険
性
が
常
に
存
在
す
る
点
で
あ
る
と
指
摘

し
て
い
る
。

六
つ
目
の
論
点
は
、﹁
平
等
権
の
侵
害
﹂
の
問
題
で
あ
る
が
、
上
で
述
べ
た
論
点
と
重
複
す
る
の
で
省
略
す
る
。

最
後
は
、﹁
包
摂
範
囲
の
過
度
の
広
汎
性
﹂
の
問
題
、
換
言
す
れ
ば
、﹁
選
挙
掲
示
板
実
名
制
の
適
用
対
象
﹂
の
問
題
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
公
職
選
挙
法
上
の
実
名
制
の
適
用
対
象
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
言
論
社
と
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
言
論
の
概
念
的
要
素
の
う

ち
、
特
に
﹁
記
事
を
媒
介
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
﹂
と
い
う
部
分
か
ら
、
規
制
対
象
の
範
囲
設
定
を
包
括
的
に
規
定

し
て
い
る
こ
と
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る(34)

。

次
は
、
一
般
掲
示
板
の
実
名
制
に
関
す
る
違
憲
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。

彼
は
、
情
報
通
信
網
法
が
規
定
し
て
い
る
一
般
掲
示
板
実
名
制
の
憲
法
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
掲
示
板
の
概
念
定
義
の
広
汎
性
、

匿
名
表
現
の
自
由
の
侵
害
、
掲
示
板
運
営
事
業
者
の
職
業
選
択
の
自
由
の
侵
害
、
個
人
情
報
保
護
政
策
及
び
個
人
情
報
保
護
の
理
念

に
反
す
る
問
題
、
自
己
責
任
の
原
理
に
反
す
る
問
題
な
ど
の
五
つ
の
点
か
ら
論
じ
て
い
る
が
、
上
述
し
た
公
職
選
挙
法
で
、
す
で
に

紹
介
し
た
論
点
と
重
な
る
と
考
え
ら
れ
る
論
点
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
以
下
で
は
二
点
だ
け
を
取
り
上
げ
る
。

ま
ず
、
掲
示
板
の
概
念
定
義
の
広
汎
性
に
つ
い
て
の
憲
法
上
の
問
題
点
で
あ
る
が
、
黄
ソ
ン
ギ
は
、
情
報
通
信
網
法
第
2
条
9
号

に
よ
る
﹁
掲
示
板
﹂(35)

に
お
い
て
﹁
自
由
な
意
思
表
現
と
情
報
流
通
が
行
わ
れ
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
す
べ
て
の
領
域
に
対
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す
る
本
人
確
認
制
を
強
制
す
る
の
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
表
現
の
自
由
を
過
度
に
制
限
す
る
危
険
性
が
高
い
﹂
と
指
摘
し

て
い
る(36)

。

次
は
、
自
己
責
任
の
原
理
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
住
民
番
号
と
名
前
を
通
し
て
本
人
確
認
を
す
る
の
が
一
般
的
で
あ

る
が
、
も
し
、
住
民
番
号
を
盗
用
し
た
第
三
者
に
よ
り
不
正
使
用
さ
れ
た
場
合
、
情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
は
、
現
行
情
報
通
信

網
法
第
44
条
の
5
の
第
4
項(37)

に
よ
っ
て
損
害
賠
償
責
任
を
減
免
さ
れ
る
。
し
か
し
、
賠
償
責
任
の
減
免
が
事
業
者
の
責
任
を
前
提
と

す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
憲
法
上
の
自
己
責
任
の
原
理
に
反
す
る
と
主
張
し
て
い
る(38)

。

第
二
節　

韓
国
の
憲
法
学
に
潜
在
す
る
課
題

韓
国
で
は
、
表
現
の
自
由
の
法
益
と
し
て
、
一
般
的
に
自
己
実
現
と
自
己
統
治
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ゆ
え
に
他
の
基
本
権
よ
り
も

優
越
的
地
位
に
あ
る
と
の
理
論
に
つ
い
て
早
く
か
ら
学
界
や
憲
法
裁
判
所
も
受
容
し
て
い
た
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
原
理
を
骨
抜
き
に

す
る
表
現
の
自
由
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
、
軍
事
政
権
下
に
お
い
て
言
論
を
統
制
す
る
手
段
と
し
て
の
二
重
的
性
格
論
が
そ
の
威
力

を
発
揮
し
て
き
た
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
一
九
七
九
年
軍
事
政
権
下
で
の
ソ
ウ
ル
大
学
の
教
授
で
あ
っ
た
權
寧
星
の
論

文(39)

が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
曰
く
二
重
的
性
格
は
、
自
由
権
的
性
格
を
持
つ
個
人
の
主
観
的
権
利
と
し
て
、
国
民
の
世
論
形
成
に
欠

か
せ
な
い
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
は
制
度
的
保
障
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
後
者
に
つ
い
て
は
公
共
的
な
機
能
が
優
先

さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
様
々
な
規
制
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
実
質
的
に
言
論
統
制
の
根
拠
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
、
表
現
の
自
由
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
、
個
人
的
自
由
権
説
︵
個
人
の
表
現
の
自
由
︶
と

制
度
的
保
障
説
︵
新
聞
や
放
送
等
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
︶
の
二
つ
の
性
格
を
併
有
し
て
い
る
﹁
二
重
の
性
格
説
﹂(40)

が
そ
の
地
位
を
保
持
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し
て
い
る
点
に
見
受
け
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
に
は
、
基
本
権
の
法
的
性
格
に
関
す
る
﹁
同
化
的
統
合
過
程
論
﹂
が
そ
の

根
底
に
あ
る
︵
木
稿
第
二
章
第
二
節
参
照
︶。
そ
し
て
憲
法
第
21
条
の
第
4
項
と
、
第
37
条
第
2
項
を
根
拠
規
定
と
し
た
基
本
権
の

秩
序
規
範
的
性
格
を
持
ち
出
し
、
公
の
秩
序
を
理
由
に
規
制
が
可
能
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
韓
国
に
お
け
る
憲
法
裁
判
所
の
基
本

権
に
対
す
る
憲
法
適
合
性
の
判
断
手
法
と
の
深
い
関
連
性
を
持
つ
、
固
有
か
つ
複
雑
な
問
題
と
絡
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次

章
で
扱
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
合
憲
論
を
主
張
す
る
二
人
の
論
者
か
ら
も
同
様
な
立
場
に
立
っ
て
論
じ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

そ
の
中
の
一
人
で
あ
る
姜
京
根
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
つ
い
て
﹁
公
共
的
領
域
﹂
論
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
り
、
秩
序
規
範
的
な

性
格
を
前
面
に
出
し
、
憲
法
第
21
条
の
第
4
項
と
第
37
条
第
2
項
を
根
拠
規
定
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
実
名
制
を
正
当
化
し
て

い
る
。
こ
の
手
法
は
、
そ
の
他
の
多
く
の
合
憲
論
者
が
用
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
く
合
憲
論
に
立
ち
な
が
ら
、

若
干
異
な
る
論
法
を
展
開
し
て
い
る
の
が
黄
唱
根
で
あ
る
。

黄
唱
根
は
、
匿
名
表
現
の
自
由
と
基
本
権
の
性
質
が
根
本
的
に
異
な
る
、
請
願
制
度
な
ど
を
例
と
し
て
取
り
上
げ
、﹁
行
為
者
責

任
論
﹂
を
持
ち
出
し
、
合
憲
論
を
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
彼
は
公
職
選
挙
法
が
期
間
限
定
の
実
名
制
で
あ
る
こ
と
か
ら
合
憲
論

を
主
張
し
、
情
報
通
信
網
法
上
の
本
人
確
認
制
に
つ
い
て
は
、
匿
名
性
に
よ
る
統
制
の
限
界
を
理
由
に
掲
示
板
利
用
者
を
潜
在
的
な

犯
罪
者
と
見
做
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
自
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
特
徴
か
ら
匿
名
性
が
維
持
で
き
な
い
と
し
な
が
ら
、
そ
の
一

方
で
は
、
匿
名
性
に
よ
る
統
制
の
限
界
を
理
由
に
、﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
実
名
制
﹂
の
合
憲
論
を
主
張
し
て
い
る
な
ど
、
論
理
の
矛

盾
が
目
立
つ
。

こ
れ
に
対
し
、
違
憲
論
者
は
、
基
本
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
異
な
っ
た
捉
え
方
を
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら

は
基
本
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
、﹁
天
賦
人
権
﹂
論
を
基
に
、
主
観
的
公
権
と
し
て
捉
え
、
憲
法
第
21
条
第
4
項
と
第
37
条
第
2

項
を
授
権
規
範
で
は
な
い
制
限
の
限
界
規
定
で
あ
る
と
の
立
場
に
立
脚
し
、
憲
法
第
21
条
第
4
項
を
﹁
内
在
的
限
界
﹂
と
し
て
、
そ
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し
て
第
37
条
第
2
項
を
﹁
基
本
権
制
限
立
法
の
限
界
規
定
﹂
と
し
て
捉
え
、
表
現
の
自
由
の
法
益
に
鑑
み
、﹁
合
目
的
性
、
方
法
・

手
段
の
最
適
性
、
被
害
の
最
小
性
、
利
益
衡
量
﹂
に
よ
る
厳
格
審
査
を
求
め
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
黄
ソ
ン
ギ
は
、
萎
縮
効
果
論
を
基
に
違
憲
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
曰
く
、
表
現
の
自
由
の
完
全
な
実

現
に
は
、
匿
名
性
が
保
障
さ
れ
た
場
合
に
限
っ
て
可
能
で
あ
り
、
表
現
の
自
由
が
保
護
し
よ
う
と
す
る
核
心
の
価
値
が
、
自
ら
の
意

思
・
意
見
を
自
由
に
外
部
に
表
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
た
め
ら
う
こ
と
な
く
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
、
匿
名
性
は
﹁
最
小

限
の
必
要
条
件
﹂
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
、﹁
選
挙
の
公
正
性
﹂
を
掲
げ
、
公
職
選
挙
法
上
取
り
入
れ
ら
れ
た
実
名
確

認
制
は
、
重
量
的
で
過
度
な
制
限
と
し
て
、
憲
法
上
、
基
本
権
制
限
の
限
界
原
理
で
あ
る
過
度
に
広
汎
な
制
限
で
あ
る
と
し
、
違
憲

論
を
主
張
し
て
い
る
。

以
上
、
合
憲
論
者
と
違
憲
論
者
の
主
張
を
概
観
し
た
が
、
叙
述
の
通
り
両
者
の
大
き
な
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
合

憲
論
者
は
、
表
現
の
自
由
が
も
つ
権
利
の
性
質
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
行
わ
ず
、
公
共
の
秩
序
維
持
の
た
め
の
行
為
者
の
責
任
論
を

強
調
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
一
方
、
違
憲
論
者
の
主
張
は
、
こ
わ
れ
や
す
く
傷
つ
き
や
す
い
表
現
の
自
由
の
権
利
の
性
質
に

鑑
み
、
窒
息
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
保
護
さ
れ
る
必
要
性
に
つ
い
て
論
じ
、
表
現
し
よ
う
と
す
る
者
へ
の
負
担
を
減
ら
す
特
別
な

考
慮
が
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
萎
縮
効
果
の
除
去
を
強
調
し
て
い
る
。

し
か
し
、
合
憲
論
者
と
違
憲
論
者
の
両
者
の
議
論
は
原
論
的
な
議
論
に
留
ま
り
、
実
際
、
憲
法
判
断
の
場
面
に
お
い
て
は
イ
ン
パ

ク
ト
を
与
え
て
い
な
い
。﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
実
名
制
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
論
理
的
な
構
造
は
異
な
る
に
し
て
も
、
い
く
ら
表
現

の
自
由
と
い
え
ど
も
、
絶
対
的
・
無
制
限
の
権
利
で
は
な
い
こ
と
は
両
者
と
も
認
め
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
か
ら
先
の
議
論
が

熟
し
て
い
な
の
が
、
韓
国
の
憲
法
学
界
の
現
状
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
第
37
条
2
項
と
第
24
条
第
4
項
を
根
拠
に
、
具
体
的
な

場
面
に
お
い
て
、ど
の
よ
う
な
基
準
を
用
い
て
判
断
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、そ
の
合
憲
性
判
断
基
準
の
枠
組
み
に
関
す
る
議
論
は
行
っ
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て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
状
は
、
憲
法
裁
判
所
が
比
例
原
則
を
判
断
基
準
と
し
て
、
具
体
的
事
例
を
判
断
す
る
際
に
、
原
則
と
事

例
を
繋
ぐ
論
証
を
ほ
と
ん
ど
行
っ
て
い
な
い
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
検
討
す
る
韓
国

の
憲
法
裁
判
所
の
判
断
手
法
と
関
連
付
け
た
上
で
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
四
章
　「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
実
名
制
」
に
関
す
る
判
例
理
論

本
章
で
は
﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
実
名
制
﹂
を
め
ぐ
る
憲
法
裁
判
所
の
判
決
を
紹
介
し
、
韓
国
の
憲
法
裁
判
所
が
基
本
権
保
障
の
判

断
の
際
に
、
ど
の
よ
う
な
手
法
を
用
い
て
憲
法
の
番
人
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
手
法
が
国
民

の
基
本
権
保
障
、
と
り
わ
け
﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
実
名
制
﹂
の
関
連
規
定
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
討
す

る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
憲
法
裁
判
所
の
判
決
が
示
唆
す
る
も
の
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

第
一
節　
﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
実
名
制
﹂
に
関
す
る
憲
法
裁
判
所
の
判
例

﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
実
名
制
﹂
に
つ
き
憲
法
裁
判
所
に
お
い
て
、
そ
の
違
憲
性
が
問
わ
れ
た
の
は
、
公
職
選
挙
法
に
関
す
る
事
件

が
二
件
、
情
報
通
信
網
法
に
関
す
る
事
件
が
一
件
、
合
わ
せ
て
三
つ
の
事
件
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
、
公
職
選
挙
法
上
の
実
名
確

認
制
に
関
す
る
一
件
は
、
そ
の
法
律
が
実
際
に
施
行
さ
れ
る
以
前
に
部
分
改
正
さ
れ
た
旧
公
職
選
挙
法
に
関
す
る
憲
法
訴
願
で
あ
っ

た
た
め
、
訴
え
の
利
益
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
却
下
さ
れ
た
の
で
、
事
実
上
審
理
を
行
っ
た
の
は
旧
法
を
部
分
改
正
し
、
実
際
に
施
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行
さ
れ
た
公
職
選
挙
法
に
関
す
る
事
件
と
、
訴
え
か
ら
二
年
の
時
を
経
て
、
よ
う
や
く
昨
年
八
月
に
判
決
が
下
さ
れ
た
情
報
通
信
網

法
に
関
す
る
事
件
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
二
つ
の
事
件
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

一
　
公
職
選
挙
法
上
の
実
名
確
認
制
判
決
（
二
〇
一
〇
年
二
月
二
五
日
、
二
〇
〇
八
헌
마
三
二
四
사
건
、 

二
〇
〇
九
헌
바
三
一

사
건
）

︵
1
︶
事　

実

本
件
の
請
求
人
Ａ
は
、
国
会
議
員
選
挙
の
選
挙
運
動
期
間
中
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
言
論
社
等
に
政
党
・
候
補
者
に
対
す
る
支
持
・

反
対
意
見
を
、
実
名
確
認
を
せ
ず
掲
示
し
よ
う
と
し
た
が
、
旧
公
職
選
挙
法
第
82
条
の
6
第
1
項
、
第
6
項
、
第
7
項
︵
以
下
、﹁
本

件
の
法
律
条
項
﹂
と
記
す
︶
が
実
名
確
認
を
済
ま
せ
な
け
れ
ば
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
言
論
社
の
掲
示
板
等
に
意
見
を
掲
示
で
き
な
く
す

る
措
置
を
講
じ
た
た
め
、
請
求
人
Ａ
に
保
障
さ
れ
た
憲
法
第
21
条
の
表
現
の
自
由
等
を
侵
害
し
た
と
し
て
、
憲
法
訴
願
審
判
を
請
求

し
た(41)

。
ま
た
、
本
件
の
請
求
人
Ｂ
は
、
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
管
轄
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
か
ら
請
求
人
が
発
行
す
る
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
新
聞
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
関
し
て
、
旧
公
職
選
挙
法
第
82
条
の
6
第
1
項
が
定
め
た
実
名
確
認
の
技
術
的
措
置
を
講
ず
る
よ

う
命
じ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
た
め
、
同
法
82
条
の
6
第
1
項
と
第
261
条
第
1
項
に
違
反
し
た
と
し
て
、
一
千
万
ウ
ォ
ン
の

過
料
処
分
に
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
た
請
求
人
は
、
裁
判
所
に
異
義
申
し
立
て
を
し
た
が
棄
却
さ
れ
た
の
で
、
憲
法
訴
願
請
求
を
し

た
事
件
で
あ
る(42)

。
な
お
こ
の
二
つ
の
事
件
は
、
併
合
し
て
審
理
が
行
わ
れ
た
。

︵
2
︶
判
決
要
旨

こ
こ
で
争
点
に
な
っ
た
の
は
、
上
記
の
法
律
条
項
が
明
確
性
の
原
則
、
事
前
検
閲
禁
止
原
則
、
過
剰
禁
止
原
則
に
反
す
る
か
ど
う
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か
、
そ
の
他
、
良
心
の
自
由
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
、
個
人
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
の
侵
害
に
つ
い
て
で
あ
り
、
こ
れ
に
対

し
て
憲
法
裁
判
所
は
合
憲
判
断
を
下
し
た
。
こ
れ
に
は
二
人
の
反
対
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
紹

介
す
る
。

ま
ず
、﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
言
論
社
﹂
の
範
囲
と
﹁
支
持
・
反
対
の
書
き
込
み
﹂
の
意
味
に
つ
い
て
明
確
性
の
原
則
違
反
が
問
わ

れ
た
が
、
多
数
意
見
は
、
当
該
法
律
に
対
し
具
体
的
な
検
討
を
行
う
こ
と
な
く
、
前
者
に
つ
い
て
は
関
連
法
令
規
定
に
具
体
的
に
定

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
者
に
つ
い
て
は
一
般
人
の
健
全
な
常
識
と
法
感
情
を
持
ち
出
し
、
明
確
性
の
原
則
に
反
す
る
と
は
言

え
な
い
と
し
た
。

そ
し
て
、
事
前
検
閲
禁
止
原
則
に
つ
い
て
、﹁
検
閲
は
、
行
政
権
が
主
体
に
な
っ
て
思
想
ま
た
は
意
見
が
発
表
さ
れ
る
以
前
に
予

防
的
措
置
と
し
て
そ
の
内
容
を
審
査
、
選
別
し
、
発
表
を
事
前
に
抑
制
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
許
可
を
受
け
て
い
な
い
出
版
物
の

発
表
を
禁
止
す
る
制
度
を
意
味
す
る
﹂
と
し
た
上
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
言
論
社
の
義
務
は
、﹁﹃
実
名
確
認
﹄
表
示
が
現
れ
る
よ
う

に
技
術
的
措
置
を
講
じ
る
義
務
、
更
に
﹃
実
名
確
認
﹄
の
表
示
が
な
い
支
持
・
反
対
の
文
が
す
で
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
場
合
、
こ
れ

を
削
除
す
る
義
務
を
負
わ
せ
た
だ
け
で
あ
り
、
利
用
者
と
し
て
は
、
自
ら
の
判
断
に
よ
り
掲
示
し
よ
う
と
す
る
書
き
込
み
が
支
持
・

反
対
の
文
言
に
該
当
す
れ
ば
実
名
確
認
手
続
を
踏
ん
で
﹃
実
名
確
認
﹄
表
示
が
現
れ
る
よ
う
に
掲
示
し
、
さ
も
な
け
れ
ば
実
名
確
認

手
続
を
踏
ま
ず
に
掲
示
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
、
こ
の
よ
う
な
制
限
が
事
前
検
閲
禁
止
の
原
則
に
反
す
る
と
は
言
え
な
い
﹂
と
し

た
。ま

た
、
過
剰
禁
止
原
則
に
つ
い
て
は
、
憲
法
第
21
条
が
保
障
し
て
い
る
表
現
の
自
由
は
、
思
想
ま
た
は
意
見
の
自
由
な
表
明
と
、

そ
れ
を
伝
播
す
る
自
由
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、
個
人
が
人
と
し
て
尊
厳
と
価
値
を
維
持
し
、
幸
福
を
追
求
し
な
が
ら
国
民
主
権

を
実
現
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
り
、
宗
教
の
自
由
、
良
心
の
自
由
、
学
問
と
芸
術
の
自
由
な
ど
の
精
神
的
な
自
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由
を
外
部
に
表
現
す
る
自
由
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
自
由
な
表
明
と
伝
波
の
自
由
に
は
、
匿
名
表
現
の
自
由
も
そ
の
保

護
領
域
に
含
ま
れ
る
と
明
言
し
た
上
で
、﹁
選
挙
期
間
中
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
掲
示
板
・
チ
ャ
ッ
ト
ル
ー
ム
等
に

お
い
て
、
候
補
者
に
対
す
る
人
身
攻
撃
と
誹
謗
・
中
傷
が
入
り
乱
れ
る
場
合
が
多
く
、
不
当
な
選
挙
運
動
ま
た
は
少
数
者
に
よ
る
世

論
歪
曲
に
よ
っ
て
選
挙
の
平
穏
と
公
正
が
脅
か
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
事
件
の
法
律
条
項
は
、
こ
れ
に
よ
る
社
会
経
済

的
損
失
と
副
作
用
を
防
止
し
、
選
挙
の
公
正
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
目
的
の
正
当
性
が
認
め
ら
れ
る
﹂
と
し
た
。

そ
し
て
政
党
・
候
補
者
に
対
す
る
支
持
・
反
対
の
意
見
を
掲
示
で
き
る
よ
う
に
す
る
場
合
は
、
実
名
確
認
を
経
る
よ
う
に
す
る
こ

と
で
、
候
補
者
に
対
す
る
人
身
攻
撃
ま
た
は
デ
マ
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
選
挙
の
公
正
性
を
確
保
す
る
効
果
を
得

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
手
段
の
適
合
性
も
認
め
ら
れ
、
そ
の
制
限
の
実
効
性
が
疑
わ
れ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
こ
れ
を
否

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。

続
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
特
徴
上
、
迅
速
性
、
情
報
の
歪
曲
し
や
す
さ
、
選
挙
期
間
の
短
さ
︵
大
統
領
選
挙
二
三
日
、
国
会

議
員
、
地
方
自
治
体
の
議
会
議
員
及
び
長
の
選
挙
一
四
日(43)

︶
か
ら
、
現
行
法
上
の
名
誉
毀
損
に
関
す
る
法
理
ま
た
は
候
補
者
誹
謗
罪

に
よ
る
事
後
的
な
救
済
手
段
だ
け
で
は
、
政
党
・
候
補
者
の
実
質
的
権
利
救
済
が
で
き
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、﹁
こ
の
よ
う
な
事
情

と
実
名
確
認
期
間
を
﹃
選
挙
期
間
中
﹄
に
限
定
し
た
点
、
対
象
を
﹃
政
党
・
候
補
者
に
対
す
る
支
持
・
反
対
の
文
﹄
に
限
定
し
た
点
、

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
の
実
名
が
表
出
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
﹃
実
名
確
認
﹄
の
表
示
だ
け
が
現
れ
る
点
を
考
慮
す
れ

ば
、
本
件
の
法
律
条
項
は
、
被
害
を
最
小
化
す
る
た
め
の
要
件
を
備
え
て
お
り
、
他
の
よ
り
制
限
的
で
は
な
く
同
様
な
効
果
を
達
成

で
き
る
手
段
が
明
白
に
存
在
す
る
と
は
言
え
な
い
の
で
、
侵
害
の
最
小
性
が
認
め
ら
れ
る
﹂
と
し
、
実
名
確
認
制
に
よ
り
得
ら
れ
る

公
益
が
失
わ
れ
る
私
益
よ
り
も
よ
り
大
き
い
こ
と
か
ら
、
法
益
の
均
衡
性
も
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。

そ
の
他
、
良
心
の
自
由
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
に
つ
い
て
は
、﹁
政
党
・
候
補
者
に
対
す
る
単
純
な
意
見
等
の
表
現
行
為
に
過
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ぎ
ず
、良
心
の
自
由
ま
た
は
私
生
活
の
秘
密
の
自
由
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
領
域
で
は
な
い
﹂
と
し
、具
体
的
内
容
の
検
討
を
し
な
か
っ

た
。
そ
し
て
、
個
人
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
の
侵
害
に
つ
き
、
公
職
選
挙
法
第
82
条
の
6
の
第
3
項
は
、
中
央
選
挙
管
理
委
員

会
が
個
別
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
言
論
社
の
実
名
確
認
措
置
義
務
の
履
行
状
況
を
指
導
・
監
督
す
る
た
め
に
必
要
な
﹁
実
名
認
証
資
料
の

提
出
﹂
を
義
務
付
け
る
に
す
ぎ
ず
、
個
人
情
報
収
集
を
目
的
と
し
た
条
項
で
は
な
い
か
ら
、
個
人
情
報
を
対
象
に
し
た
個
人
情
報
自

己
決
定
権
に
対
す
る
制
限
で
は
な
い
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
金
ゾ
ン
デ
、
宋
デ
ゥ
フ
ァ
ン
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、
匿
名
表
現
の
自
由
の
意
義
及
び
保
護
の
必
要
性
に
つ
い
て

言
及
し
た
後
、
本
件
の
法
律
条
項
に
関
す
る
判
断
で
は
、
実
名
制
に
よ
る
萎
縮
効
果
お
よ
び
手
段
の
適
正
性
、
侵
害
の
最
小
性
、
そ

し
て
法
益
の
均
衡
性
か
ら
、
こ
の
事
件
の
法
律
条
項
が
過
剰
禁
止
原
則
に
反
し
、
原
告
の
表
現
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
た
め
、
憲

法
に
反
す
る
と
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
匿
名
表
現
の
自
由
の
意
義
及
び
保
護
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
表
現
の
自
由
は
、
国
民
主
権
を
実
現
す
る
に
当
た
っ
て
不
可

欠
な
権
利
と
し
て
、
今
日
、
民
主
国
家
に
お
い
て
国
民
が
持
つ
最
も
重
要
な
基
本
権
の
一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
と
し
た
上
で
、

﹁
特
に
、
匿
名
お
よ
び
仮
名
で
行
わ
れ
る
表
現
の
場
合
、
政
治
的
な
報
復
ま
た
は
差
別
を
恐
れ
ず
、
自
分
の
見
解
や
思
想
を
自
由
に

表
出
、
伝
播
す
る
こ
と
で
、
権
力
に
対
す
る
批
判
を
可
能
に
し
、
こ
れ
を
通
じ
、
政
治
的
弱
者
ま
た
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
意
思
を
国

家
の
政
策
決
定
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
点
か
ら
、
表
現
の
自
由
の
核
心
に
該
当
す
る
﹂
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
匿
名
に
よ
る
弊
害

も
あ
り
得
る
け
れ
ど
も
、﹁
匿
名
表
現
の
自
由
は
、
そ
れ
が
持
つ
憲
法
的
価
値
に
照
ら
し
て
強
く
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂

と
す
る
。
そ
し
て
、
歴
史
的
な
観
点
か
ら
も
、
匿
名
表
現
が
果
た
し
て
き
た
役
割
に
つ
い
て
言
及
し
た
後
、﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
、

最
も
参
加
的
な
市
場
な
い
し
表
現
促
進
的
媒
体
と
し
て
機
能
す
る
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
で
行
わ
れ
て
い

る
匿
名
表
現
が
、
現
実
空
間
に
お
い
て
の
経
済
力
ま
た
は
権
力
に
よ
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
解
体
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
持
つ
情
報
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伝
達
の
迅
速
性
及
び
相
互
性
、
双
方
向
性
と
結
合
し
、
多
様
な
階
層
の
国
民
意
思
を
反
映
す
る
、
多
元
主
義
社
会
の
実
現
お
よ
び
民

主
主
義
の
発
展
を
容
易
に
し
た
﹂
と
評
価
し
た
。
そ
の
上
で
、﹁
特
に
、
政
治
的
意
思
表
現
は
民
主
主
義
の
存
立
根
拠
で
あ
り
、
表

現
の
本
質
と
し
て
、
こ
の
事
件
の
よ
う
に
政
治
的
表
現
の
領
域
に
お
け
る
匿
名
表
現
の
自
由
は
、
一
般
的
な
匿
名
表
現
の
自
由
よ
り

も
、
よ
り
強
い
保
護
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
し
た
。

そ
し
て
、
憲
法
が
自
由
な
政
治
的
意
思
表
現
を
可
能
に
す
る
た
め
の
秘
密
投
票
原
則
を
規
定
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、
選
挙
過
程

で
行
わ
れ
る
政
治
的
意
思
表
現
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
憲
法
上
の
精
神
に
照
ら
し
て
意
思
表
現
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
保

護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
表
現
の
自
由
に
対
す
る
萎
縮
効
果
お
よ
び
手
段
の
適
正
性
に
つ
い
て
は
、
多
数
意
見
が
﹁
選
挙
の
公

正
性
﹂
を
理
由
に
簡
単
に
認
め
た
の
に
対
し
、
反
対
意
見
は
、
匿
名
表
現
を
規
制
す
る
場
合
に
、
政
治
的
報
復
を
恐
れ
る
あ
ま
り
に

自
己
検
閲
を
通
じ
て
批
判
的
な
意
思
表
現
を
自
制
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
局
は
意
思
表
現
自
体
を
萎
縮
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
由

な
世
論
形
成
を
妨
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
た
後
、実
名
確
認
制
が
デ
マ
を
防
ぐ
た
め
に
実
効
性
の
あ
る
手
段
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、

害
悪
的
な
意
思
表
現
は
社
会
的
状
況
の
様
々
な
諸
条
件
が
作
用
し
て
現
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
匿
名
表
現
を
認
め
た
か
ら
と
い
っ
て

必
然
的
に
発
生
す
る
問
題
で
は
な
い
と
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

そ
し
て
、
侵
害
の
最
小
性
に
つ
い
て
も
、
公
職
選
挙
法
が
選
挙
の
公
正
を
図
る
た
め
に
選
挙
期
間
を
定
め
、
選
挙
運
動
の
自
由
を

広
汎
に
制
限
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、﹁
少
な
く
と
も
選
挙
運
動
期
間
だ
け
は
国
民
の
意
思
表
現
の
自
由
を
最
大
限
保
障
す
る
必
要

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
事
件
の
法
律
条
項
は
匿
名
表
現
の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
で
、
…
…
事
実
上
、
選
挙
と
関
連
し
た

匿
名
の
意
思
表
現
を
不
可
能
に
し
て
い
る
﹂
と
し
た
。

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
言
論
社
の
範
囲
が
曖
昧
で
広
汎
で
あ
る
と
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
多
数
意
見
が
関
連
条
項
の
検
討
を
避
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け
、
一
般
人
の
健
全
な
常
識
と
法
感
情
を
持
ち
出
し
た
の
に
対
し
、
反
対
意
見
は
次
の
よ
う
に
具
体
的
に
検
討
を
加
え
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、﹁﹃
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
言
論
社
﹄
と
は
、﹃
新
聞
な
ど
の
振
興
に
関
す
る
法
律
﹄
第
2
条
第
7
号
の
規
定
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
新
聞
事
業
者
、
そ
の
他
に
政
治
・
経
済
・
社
会
・
文
化
・
示
唆
等
に
関
す
る
報
道
・
論
評
・
世
論
お
よ
び
情
報
な
ど
を
伝
播
す
る

目
的
で
取
材
・
編
集
・
執
筆
し
た
記
事
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
報
道
・
提
供
し
、
媒
介
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
経
営
管
理
す
る
者
と
、
こ
れ
と
類
似
し
た
言
論
の
機
能
を
行
う
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
経
営
・
管
理
す
る
者
を
指

し
て
い
る
︵
公
選
法
第
8
条
の
5
の
第
1
項
︶。
し
か
し
、
誰
し
も
関
心
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
載
せ
、
伝
播
で
き
る
現
代
社

会
の
特
殊
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
事
実
上
す
べ
て
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
言
論
社
に
該
当
す
る
の
み
な
ら
ず
、
記
事
を

取
材
、編
集
す
る
場
合
だ
け
で
は
な
い
、単
純
な
﹃
媒
介
﹄
ま
で
こ
れ
に
該
当
す
る
の
で
、そ
の
範
囲
を
限
定
す
る
の
が
難
し
く
、﹃
こ

れ
と
類
似
し
た
言
論
﹄
と
い
う
部
分
も
ま
た
曖
昧
で
規
制
対
象
が
無
限
定
に
拡
大
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
﹂
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
本

件
の
法
律
条
項
は
、
法
文
言
上
、
支
持
・
反
対
の
文
を
﹁
掲
示
で
き
る
よ
う
に
す
る
場
合
﹂
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、﹁
政

党
も
し
く
は
候
補
者
に
対
す
る
支
持
・
反
対
の
文
が
掲
示
さ
れ
る
﹃
可
能
性
﹄
さ
え
認
め
ら
れ
れ
ば
、
す
べ
て
が
規
制
対
象
に
な
り

う
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
事
実
上
す
べ
て
の
掲
示
板
お
よ
び
チ
ャ
ッ
ト
ル
ー
ム
が
規
制
対
象
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
規
制
の

空
間
的
範
囲
が
過
度
に
広
汎
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
﹂
と
し
つ
つ
、﹁
政
党
も
し
く
は
候
補
者
に
対
す
る
支
持
・
反
対
の
意

見
が
、
選
挙
に
関
す
る
単
純
な
意
見
﹂
と
区
別
さ
れ
得
る
か
に
つ
い
て
も
曖
昧
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
言
論
社
の
削

除
措
置
も
し
く
は
法
執
行
機
関
の
過
料
を
課
す
こ
と
に
お
い
て
明
確
な
基
準
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
問
題
点
が
発
生
す
る
と

指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
仮
に
そ
の
意
味
が
明
確
だ
と
し
て
も
、﹁
政
党
お
よ
び
候
補
者
に
対
す
る
支
持
・
反
対
意
見
は
、
選
挙
過
程

で
行
わ
れ
る
政
治
的
意
思
表
現
の
核
心
で
あ
る
と
い
う
側
面
に
照
ら
す
と
、
こ
の
事
件
の
法
律
条
項
は
、
政
治
的
意
思
表
現
に
対
す

る
匿
名
表
現
の
自
由
を
事
実
上
剥
奪
す
る
条
項
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
う
え
で
、
特
に
候
補
者
に
対
す
る
﹃
支
持
の
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書
き
込
み
﹄
は
、
誹
謗
ま
た
は
名
誉
毀
損
の
恐
れ
が
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
反
対
の
文
と
同
様
に
実
名
認
証
を
要
求
す
る
こ
と

は
誹
謗
ま
た
は
名
誉
毀
損
等
の
選
挙
犯
罪
を
予
防
し
よ
う
と
す
る
立
法
目
的
に
付
合
し
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
匿
名
表
現
の
自
由
を

過
剰
に
制
限
す
る
﹂
と
し
た
。
そ
し
て
、
現
行
法
上
制
裁
手
段
が
整
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、﹁
捜
査
の
便
宜
及
び
選
挙
管
理
の

効
率
性
﹂
と
い
う
利
便
性
を
重
視
し
た
あ
ま
り
、﹁
国
民
を
潜
在
的
犯
罪
者
﹂
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
最
小
侵
害
性
に
反
す
る

と
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
述
べ
た
後
、﹁
法
益
の
均
衡
性
﹂
に
関
し
、
当
該
事
件
の
法
律
条
項
に
よ
る
規
制
期
間
で
あ
る
選
挙
期
間
が
、
政

治
的
表
現
の
自
由
を
行
使
す
る
に
当
た
っ
て
極
め
て
重
要
な
期
間
で
あ
る
こ
と
、
表
現
の
自
由
の
保
障
が
民
主
主
義
の
根
幹
を
な
す

重
要
な
憲
法
的
価
値
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
匿
名
表
現
の
自
由
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
不
利
益
は
、
選
挙
の

公
正
性
の
維
持
と
い
う
公
益
よ
り
も
決
し
て
よ
り
少
な
い
と
は
言
え
な
い
か
ら
、
法
益
の
均
衡
性
も
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し

た
。し

た
が
っ
て
、
本
件
の
法
律
条
項
は
、
過
剰
侵
害
禁
止
原
則
に
反
し
、
表
現
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
憲
法
に
反
す
る
と

し
た
。

︵
3
︶
検　

討

選
挙
は
、
国
民
主
権
の
理
念
に
基
づ
き
、
議
会
民
主
主
義
に
お
い
て
主
権
者
で
あ
る
国
民
自
ら
が
国
家
意
思
を
形
成
し
、
国
政
に

参
加
を
保
障
す
る
重
要
な
手
段
で
あ
り
、
選
挙
運
動
の
自
由
は
選
挙
権
、
被
選
挙
権
及
び
政
治
的
表
現
の
自
由
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ

た
基
本
権
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
基
本
権
は
、
国
家
の
意
思
形
成
に
影
響
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
国
家
権
力
を
創
設
ま
た

は
統
制
し
な
が
ら
議
会
民
主
主
義
と
い
う
客
観
的
秩
序
を
形
成
す
る
客
観
的
な
性
格
が
強
い
基
本
権
と
し
て
、
そ
の
制
限
は
最
小
限
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度
に
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(44)

に
も
拘
わ
ら
ず
選
挙
の
公
正
性
の
確
保
と
い
う
理
由
か
ら
国
民
の
選
挙
運
動
の
自
由
が
包
括
的
に
禁

止
さ
れ
、
形
骸
化
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
公
職
選
挙
法
を
め
ぐ
り
﹁
べ
か
ら
ず
選
挙
法
﹂
と
言
わ
れ
る
の
は
、

日
本
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
隣
の
国
、
韓
国
の
公
職
選
挙
法
も
、
日
本
か
ら
直
輸
入
さ
れ
た(45)

こ
と
で
、﹁
べ
か
ら
ず
選
挙
法
﹂
と

い
う
﹁
独
自
性(46)

﹂
を
継
受
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
選
挙
の
公
正
性
の
確
保
の
た
め
に
、
制
限
と
禁
止
が
過
度
に
広
汎
囲

に
及
び
、
選
挙
権
ま
た
は
被
選
挙
権
を
持
つ
主
権
者
に
選
挙
運
動
の
自
由
が
事
実
上
保
障
さ
れ
て
い
る
と
は
と
て
も
言
え
な
い
と
い

う
の
が
、
こ
の
領
域
に
お
け
る
両
国
の
共
通
認
識
で
は
な
か
ろ
う
か
。
選
挙
の
公
正
性
は
、
国
民
の
実
質
的
な
選
挙
の
自
由
と
機
会

の
均
等
を
保
障
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
選
挙
の
公
正
性
を
理
由
に
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
が
排
除
さ
れ
て

い
る
選
挙
法
は
、
国
民
主
権
を
実
現
す
る
最
も
重
要
な
ツ
ー
ル
と
し
て
、
大
き
な
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
こ
で
、
こ
の
種
の
問
題
に
つ
き
、
韓
国
の
憲
法
裁
判
所
や
学
界
は
ど
う
対
応
し
て
き
た
か
。
ま
た
、
そ
の
根
底
に
あ
る
根
本
的

な
問
題
は
何
か
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
た
い
。
こ
の
検
討
を
通
じ
て
、
西
欧
民
主
主
義
の
受
容
国
と
し
て
、
日
本
と
韓
国
が
抱
え

て
い
る
現
実
問
題
と
限
界
に
つ
き
、
直
視
す
る
機
会
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

上
述
の
よ
う
に
、
政
治
的
表
現
の
自
由
と
選
挙
の
公
正
性
と
い
う
二
つ
の
法
益
の
均
衡
は
、
そ
れ
ほ
ど
簡
単
な
問
題
で
は
な
い
。

憲
法
が
保
障
す
る
政
治
的
表
現
の
自
由
で
あ
っ
て
も
、
憲
法
裁
判
所
の
判
決
に
よ
り
、
選
挙
の
公
正
性
と
い
う
法
益
と
利
益
衡
量
す

る
し
か
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う
い
う
観
点
か
ら
、
憲
法
裁
判
所
の
判
決
に
示
さ
れ
た
特
性
と
法
理
に
つ
い
て
、
特
に
、
選
挙

関
連
事
例
に
お
い
て
政
治
的
表
現
の
自
由
と
し
て
の
選
挙
運
動
の
自
由
と
選
挙
の
公
正
性
確
保
の
二
つ
の
法
益
を
ど
ん
な
法
理
で
衡

量
し
て
い
る
の
か
、
選
挙
法
の
規
定
の
違
憲
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
基
準
で
判
断
し
て
い
る
の
か
、
比
例
原
則
乃
至
過
剰
禁
止
原

則
の
判
断
手
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

例
え
ば
、
選
挙
運
動
の
主
体
の
制
限
に
関
す
る
公
務
員
の
政
治
活
動
の
事
例
に
お
い
て
、
公
務
員
の
政
治
活
動
は
、
選
挙
の
中
立



215

インターネット上の実名制に関する憲法学的考察（二・完）（金）

を
害
す
る
と
の
理
由
か
ら
厳
格
に
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
憲
法
裁
判
所
は
幾
つ
か
の
判
決
を
通
じ
て
そ
の
合
憲
性
を
認
め
て
き
た(47)

。
特

に
、
二
つ
の
法
益
を
勘
案
す
る
に
当
た
っ
て
憲
法
裁
判
所
は
、﹁
立
法
目
的
の
正
当
性
と
手
段
の
適
合
性
﹂、﹁
被
害
の
最
小
性
﹂、﹁
法

益
の
均
衡
性
﹂
と
い
う
い
わ
ゆ
る
﹁
三
段
階
審
査
﹂
基
準
を
用
い
て
い
る
。

ま
ず
、
立
法
目
的
の
正
当
性
と
手
段
の
適
正
性
を
判
断
す
る
際
に
、
憲
法
裁
判
所
は
公
職
選
挙
法
の
第
85
条
第
1
項
が
選
挙
の
公

平
性
と
公
正
性
を
保
障
す
る
た
め
に
、
公
務
員
の
選
挙
運
動
を
禁
止
す
る
立
法
目
的
を
持
っ
て
お
り
、﹁
官
権
選
挙
や
公
的
地
位
に

い
る
者
の
選
挙
介
入
の
余
地
を
徹
底
的
に
排
除
す
る
こ
と
で
選
挙
の
公
正
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
公
務
員
に
対
し
選
挙
に
影
響
を

与
え
る
行
為
ま
で
禁
止
﹂
し
て
い
て
、
立
法
目
的
の
正
当
性
と
手
段
の
適
合
性
が
認
め
ら
れ
る
と
判
示
し
た(48)

。
次
に
、
被
害
の
最
小

性
と
関
連
し
て
憲
法
裁
判
所
は
、
公
職
選
挙
法
第
9
条
第
1
項
の
﹁
公
務
員
の
中
立
義
務
﹂
を
国
家
機
関
が
選
挙
に
お
い
て
均
等
な

機
会
の
保
障
と
国
民
の
自
由
で
開
放
的
な
意
思
形
成
過
程
を
阻
害
し
、
特
定
の
政
党
ま
た
は
候
補
者
に
不
公
平
に
影
響
を
及
ぼ
す
す

べ
て
の
行
為
を
包
括
的
に
禁
止
す
る
条
項
で
あ
る
と
し
て
お
き
な
が
ら
、
公
務
員
が
選
挙
運
動
の
企
画
に
参
加
ま
た
は
関
わ
る
行
為

を
禁
止
す
る
こ
と
は
選
挙
の
公
正
性
と
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
に
当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
こ
の
よ

う
な
立
法
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
公
務
員
の
選
挙
運
動
の
企
画
と
活
動
に
関
わ
る
一
切
の
行
為
を
禁
止
す
る
必
要
が
あ
る
と
判

示
し
て
き
た
。
三
つ
目
に
、法
益
の
均
衡
性
を
判
断
す
る
に
際
し
、憲
法
裁
判
所
は
、過
去
に
実
施
さ
れ
た
各
種
選
挙
に
お
い
て
﹁
官

権
、
金
権
等
の
介
入
に
よ
る
腐
敗
及
び
脱
法
と
そ
れ
に
よ
る
民
意
の
歪
曲
を
繰
り
返
し
経
験
﹂
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
正
さ
な
け

れ
ば
選
挙
の
民
主
的
正
当
性
と
代
表
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
、
特
に
公
務
員
の
選
挙
運
動
へ
の
参
加
は
弊
害
が
深
刻

で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
の
で
、﹁
政
治
的
表
現
の
自
由
の
う
ち
、
一
部
で
あ
る
選
挙
運
動
の
自
由
が
制
限
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
公
益
と
制
限
さ
れ
る
基
本
権
の
間
で
顕
著
な
不
均
衡
が
あ
る
と
見
做
す
こ
と
は
で
き
ず
、
衝
突
す
る
法
益
の

相
互
間
の
均
衡
性
も
具
備
さ
れ
て
い
る
と
し
、
過
剰
禁
止
原
則
に
反
し
な
い
と
判
示
し
た
。
し
か
し
少
数
の
裁
判
官
の
反
対
意
見
を
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通
じ
、
公
務
員
の
選
挙
運
動
を
一
律
に
全
面
的
に
禁
止
す
る
こ
と
は
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
政
治
的
表
現
の
自
由
に
対
す
る
過
度
な

制
限
で
あ
る
と
の
主
張
が
出
さ
れ
た(49)

。

以
上
の
よ
う
に
、
憲
法
裁
判
所
は
選
挙
の
公
正
性
の
確
保
に
過
度
に
重
き
を
置
く
あ
ま
り
、
政
治
的
表
現
の
自
由
の
一
様
態
で
あ

る
選
挙
運
動
の
自
由
の
保
護
に
つ
い
て
は
軽
視
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る(50)

。　
　

ま
た
、
そ
の
他
の
多
く
の
判
例(51)

か
ら
も
、
主
権
者
の
選
挙
権
の
行
使
と
い
う
側
面
よ
り
も
候
補
者
間
の
公
平
性
の
維
持
に
の
み
過

度
に
偏
っ
て
い
る(52)

と
い
う
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
る
論
者
は
、
韓
国
の
政
治
的
・
社
会
的
な
状
況
が
、
か

つ
て
の
日
本
の
統
治
体
制
が
君
主
制
か
ら
議
会
民
主
主
義
に
転
換
す
る
過
程
に
お
い
て
国
民
の
直
接
的
な
政
治
参
加
を
で
き
る
だ
け

抑
制
し
よ
う
と
し
た
特
殊
な
事
情
と
よ
く
似
て
い
る
と
し
て
い
る(53)

。
も
し
か
す
る
と
、
こ
の
こ
と
が
受
容
国
と
し
て
両
国
が
持
つ
共

通
の
﹁
独
自
性
﹂
な
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
第
二
章
で
基
本
権
の
性
格
に
つ
い
て
述
べ
た
通
り
、
統
合

過
程
論
者
が
主
張
す
る
基
本
権
の
二
重
的
性
格
が
果
た
し
て
き
た
役
割
は
依
然
大
き
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
少
な

く
と
も
選
挙
法
の
合
憲
性
に
つ
い
て
は
、西
欧
民
主
主
義
の
受
容
国
と
し
て
の
﹁
独
自
性
﹂
が
横
た
わ
っ
て
い
る
日
本
と
韓
国
は
、﹁
秩

序
﹂
か
ら
離
れ
、﹁
自
由
﹂
と
﹁
権
利
﹂
が
高
く
見
積
も
ら
れ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
か
す
る
と
、
こ
の
こ
と
が

両
国
に
お
け
る
民
主
主
義
の
成
熟
度
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
本
判
決
の
多
数
意
見
は
、
匿
名
表
現
も
表
現
の
自
由
の
保
護
領
域
に
含
ま
れ
る
と
明
確
に
し
な
が
ら
も
、
実
名
制
に
よ
る

萎
縮
効
果
よ
り
も
、
む
し
ろ
実
名
制
に
よ
る
公
正
性
の
確
保
が
予
想
さ
れ
る
と
し
、
手
段
の
適
合
性
を
認
め
た
。
一
方
、
反
対
意
見

は
、
実
名
制
に
よ
る
萎
縮
効
果
の
問
題
を
前
面
に
出
し
、
過
剰
禁
止
原
則
に
反
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
次
の
よ
う
な

二
つ
の
対
立
す
る
視
点
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
す
な
わ
ち
、
実
名
制
に
よ
る
﹁
萎
縮
効
果
︵chilling effect

︶﹂
と
﹁
抑

制
効
果
︵deterrent effect

︶﹂
で
あ
る(54)

。
多
数
意
見
は
、前
者
に
つ
い
て
は
考
慮
せ
ず
、公
職
選
挙
法
と
馴
染
み
や
す
い
後
者
を
使
い
、
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失
わ
れ
る
利
益
よ
り
も
得
ら
れ
る
利
益
に
重
点
を
置
く
手
法
を
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
韓
国
の
憲
法
裁

判
所
の
得
意
技
で
あ
る
比
例
原
則
を
使
い
、
過
剰
禁
止
原
則
に
反
し
な
い
と
す
る
結
論
を
導
い
た
。

二
　
情
報
通
信
網
法
上
の
本
人
確
認
制
判
決
（
二
〇
一
二
年
八
月
二
四
日
、
二
〇
一
〇
헌
마
四
七
、 

二
五
二
사
건
）

︵
1
︶
事　

実

本
件
の
請
求
人
Ａ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
掲
示
板
に
匿
名
で
意
見
を
掲
示
し
よ
う
と
し
た
が
、
本
人
確
認
制
を
規
定
し
た
情
報
通

信
網
法
第
44
条
の
5
第
1
項
2
号
、
同
法
施
行
令
第
29
条
、
第
30
条
第
1
項
︵
以
下
、﹁
本
条
の
法
令
条
項
﹂
と
す
る
︶
に
よ
り
、

掲
示
板
運
営
者
が
掲
示
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
手
続
を
経
な
け
れ
ば
、
掲
示
板
に
意
見
の
掲
示
が
で
き
な
く
す
る
措
置
を

取
っ
た
た
め
、
意
見
の
掲
示
が
で
き
な
く
な
り
、
本
件
の
法
令
条
項
が
請
求
人
の
表
現
の
自
由
等
を
侵
害
す
る
と
主
張
し
、
本
件
の

憲
法
訴
願
を
請
求
し
た(55)

。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
言
論
社
で
あ
る
﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
Ｋ
﹂
を
運
営
す
る
請
求
人
Ｂ
は
、
放
送
通

信
委
員
会
が
自
分
を
二
〇
一
〇
年
度
本
人
確
認
措
置
義
務
対
象
者
に
公
示
し
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
本
人
確
認
措
置
義
務
が
課
せ
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
本
人
確
認
措
置
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
法
的
根
拠
で
あ
る
本
件
の
法
令
条
項
が
、
請
求
人
の
言
論
の
自
由
等

を
侵
害
す
る
と
主
張
し
、本
件
の
憲
法
訴
願
を
請
求
し
た(56)

。
よ
っ
て
、本
件
の
法
律
条
項
が
過
剰
禁
止
原
則
に
反
し
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
利
用
者
の
表
現
の
自
由
、
個
人
情
報
自
己
決
定
権
お
よ
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
掲
示
板
を
運
営
す
る
情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の

言
論
の
自
由
を
侵
害
し
た
か
が
問
わ
れ
、憲
法
裁
判
所
は
、本
件
の
法
律
条
項
が
過
剰
禁
止
原
則
に
反
す
る
と
し
、裁
判
官
八
人
︵
一

人
空
席
︶
全
員
一
致
で
、
違
憲
判
断
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
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︵
2
︶
判
決
要
旨

ま
ず
、﹁
立
法
目
的
の
正
当
性
お
よ
び
手
段
の
適
合
性
﹂
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
急
速
な
普
及
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
お
い
て
流
通
す
る
情
報
の
波
及
力
及
び
影
響
力
が
大
き
く
な
る
反
面
、
そ
れ
に
よ
る
逆
機
能
も
増
加
し
て
い
る
な
か
、
本
件
の

法
律
条
項
が
規
定
し
て
い
る
本
人
確
認
制
は
、
健
全
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
文
化
を
形
成
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
正
当
な
目
的
達

成
に
寄
与
す
る
適
合
し
た
手
段
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。

続
い
て
、﹁
侵
害
の
最
小
性
﹂
に
つ
い
て
、
本
件
の
法
律
条
項
が
標
榜
す
る
健
全
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
文
化
の
形
成
等
の
目
的
は
、

IP
な
ど
の
追
跡
お
よ
び
確
認
、
当
該
情
報
の
削
除
、
臨
時
措
置
、
損
害
賠
償
、
刑
事
処
罰
な
ど
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
の
表
現
の

自
由
ま
た
は
個
人
情
報
自
己
決
定
権
を
制
約
し
な
い
他
の
手
段
に
よ
っ
て
も
十
分
に
達
成
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
特
性
を
考
慮
せ
ず
本
人
確
認
制
の
適
用
範
囲
を
広
汎
に
定
め
、
法
執
行
者
に
恣
意
的
な
執
行
の
可
能
性
を
与
え
る
な
ど
、

目
的
達
成
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
過
度
に
基
本
権
を
制
限
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
侵
害
の
最
小
性
︵
必
要
最
小
限
度
の
制
約
︶
を
認

め
な
い
と
し
た
。

そ
し
て
、﹁
法
益
の
均
衡
性
﹂
に
つ
い
て
本
件
の
法
律
条
項
は
、
国
内
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
の
海
外
サ
イ
ト
へ
の
逃
避
や
、

国
内
事
業
者
と
海
外
の
事
業
者
と
の
間
の
差
別
な
い
し
恣
意
的
法
執
行
の
是
非
に
よ
る
執
行
困
難
の
問
題
を
発
生
さ
せ
て
い
る
こ

と
、
ま
た
、
表
現
の
自
由
は
民
主
主
義
の
根
幹
を
な
す
重
要
な
憲
法
上
の
価
値
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
表
現
の
自
由
の
事
前
規
制
を
正

当
化
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
制
限
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
す
る
公
益
の
効
果
が
明
白
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
人
確
認
制
施

行
後
に
名
誉
毀
損
等
の
不
法
情
報
掲
示
が
顕
著
に
減
少
し
た
と
い
う
証
拠
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
果
的
に
当
初
の
目
的
の

よ
う
な
公
益
を
実
質
的
に
達
成
し
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。　
　

一
方
、
本
人
確
認
制
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
は
自
ら
の
身
元
露
出
に
よ
る
規
制
ま
た
は
処
罰
を
恐
れ
、
表
現
者
の
萎
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縮
効
果
の
可
能
性
が
高
く
、
外
国
人
や
住
民
登
録
番
号
が
な
い
在
外
国
民
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
掲
示
板
の
利
用
が
封
鎖
さ
れ
、
新
し

く
登
場
し
た
情
報
通
信
網
上
の
意
思
疎
通
手
段
と
競
争
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
掲
示
板
運
営
者
は
業
務
上
不
利
な
制
限
と
な
り
、
本

人
確
認
情
報
保
管
に
よ
る
掲
示
板
利
用
者
の
個
人
情
報
が
外
部
に
流
出
さ
れ
、
不
当
に
使
わ
れ
る
可
能
性
が
増
加
す
る
こ
と
に
な
っ

た
こ
と
か
ら
、
本
人
確
認
制
は
、
本
人
確
認
に
よ
っ
て
掲
示
板
利
用
者
及
び
情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
被
る
不
利
益
が
、
本
人

確
認
制
が
達
成
し
よ
う
と
す
る
公
益
よ
り
も
決
し
て
よ
り
少
な
い
と
は
言
え
な
い
た
め
、法
益
の
均
衡
性
も
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
本
人
確
認
制
を
規
律
し
て
い
る
本
件
の
法
令
条
項
は
、
過
剰
禁
止
原
則
に
反
し
、
請
求
人
Ａ
の
表
現
の
自
由
、
個

人
情
報
自
己
決
定
権
、
請
求
人
Ｂ
の
言
論
の
自
由
な
ど
基
本
権
を
侵
害
し
た
と
決
定
し
た
。

︵
3
︶
検　

討

韓
国
の
憲
法
裁
判
所
は
憲
法
上
の
表
現
の
自
由
に
つ
い
て
﹁
思
想
の
自
由
市
場
論
﹂
の
立
場
に
立
っ
て
判
断
を
行
っ
て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
も
競
争
を
通
じ
た
表
現
物
の
受
容
の
た
め
に
は
最
も
基
本
的
な
前
提
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
は
、
人
々
が
自

ら
の
思
想
を
い
か
な
る
外
圧
か
ら
も
影
響
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
に
発
表
で
き
る
雰
囲
気
さ
え
も
、
表
現
の
自
由
が
保
障
す
る
内

容
の
本
質
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
後
半
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
の
ウ
ォ
ー
レ
ン
コ
ー
ト

の
末
期
に
お
い
て
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
が
﹁
萎
縮
効
果
﹂
を
違
憲
判
断
の
論
拠
と
し
て
積
極
的
に
提
示
し
て
後
は
、
表
現
の
自
由
が
問

題
に
な
っ
た
事
案
に
お
い
て
、
萎
縮
効
果
を
考
慮
す
る
の
は
も
は
や
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
韓
国
の
憲
法
裁
判
所
も
い
く
つ
か
の

判
決
に
お
い
て
明
示
的
に
と
り
あ
げ
て
論
じ
て
い
る
。
特
に
、
表
現
の
自
由
を
制
限
す
る
法
律
お
よ
び
公
権
力
が
問
題
と
さ
れ
た
判

決
に
お
い
て
は
萎
縮
効
果
を
重
要
な
判
断
の
要
素
と
し
て
提
示
し
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

﹁
表
現
の
自
由
を
規
制
す
る
法
律
は
そ
の
規
制
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
他
の
表
現
に
対
し
、
萎
縮
効
果
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
、
規
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制
さ
れ
る
表
現
の
概
念
を
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
が
憲
法
上
要
求
さ
れ
る(57)

﹂
と
し
、
表
現
の
自
由
保
護
の
要
請
と
し
て
萎
縮
効
果
を

除
去
す
る
こ
と
に
拘
泥
す
る
。
実
際
、
憲
法
上
の
表
現
の
自
由
に
対
す
る
制
限
に
お
い
て
萎
縮
効
果
の
防
止
に
関
す
る
考
慮
は
、
表

現
の
自
由
に
お
け
る
本
質
的
内
容
侵
害
禁
止
と
密
接
な
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
何
故
な
ら
ば
、
表
現
の
自
由
は
権
利

の
性
質
上
壊
れ
や
す
く
傷
つ
き
や
す
い
反
面
、
危
険
を
伴
っ
て
行
う
表
現
行
為
を
通
し
て
、
表
現
者
が
得
ら
れ
る
利
益
は
少
な
い
と

い
う
機
能
的
脆
弱
性
に
対
す
る
配
慮
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
的
な
経
験
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、し
た
が
っ
て
、

政
治
的
表
現
に
関
す
る
国
家
か
ら
の
制
限
措
置
が
表
現
自
体
を
し
な
い
よ
う
心
理
的
な
萎
縮
を
起
こ
さ
せ
、
事
実
上
表
現
の
自
由
を

台
無
し
に
す
る
状
況
を
招
き
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
他
の
権
利
と
は
違
っ
て
萎
縮
効
果
の
防
止
を
図
る
法
理
を
採
用
し
て
い
る
。
こ

れ
に
関
連
し
て
、
以
下
で
は
、
明
確
性
の
原
則
と
表
現
の
自
由
に
関
す
る
﹁
萎
縮
効
果
﹂
に
つ
い
て
、
憲
法
裁
判
所
が
下
し
た
、
い

く
つ
か
の
事
例
を
確
認
す
る
。

大
統
領
の
選
挙
中
立
義
務
遵
守
要
請
等
措
置
取
り
消
し
事
件(58)

で
、
憲
法
裁
判
所
は
表
現
の
自
由
を
規
制
す
る
立
法
に
お
い
て
明
確

性
の
原
則
は
特
別
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
し
た
。
そ
れ
は
、
民
主
社
会
に
お
け
る
表
現
の
自
由
が
担
う
役
割
と
機
能
に
照
ら
し
合

わ
せ
て
み
る
と
、
不
明
確
な
規
範
に
よ
る
表
現
の
自
由
の
規
制
は
憲
法
上
保
護
さ
れ
る
表
現
に
対
し
て
も
萎
縮
す
る
効
果
を
伴
う
か

ら
で
あ
る
と
す
る
。　

す
な
わ
ち
、
何
が
禁
止
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
か
が
明
確
で
な
い
場
合
、
自
ら
が
行
お
う
と
す
る
表
現
が
規
制
の
対
象
で
は
な
い
と

い
う
確
信
が
な
い
基
本
権
主
体
は
、
規
制
を
憂
慮
し
て
表
現
行
為
を
自
ら
抑
制
す
る
可
能
性
が
高
い
。
し
た
が
っ
て
、
表
現
の
自
由

を
規
制
す
る
法
律
は
、
そ
の
規
制
に
よ
り
当
然
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
表
現
ま
で
萎
縮
す
る
効
果
が
及
ば
な
い
よ
う
、
規
制

さ
れ
る
表
現
の
概
念
を
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
が
憲
法
上
要
求
さ
れ
る
と
し
た
。

ま
た
、
刑
事
的
処
罰
と
表
現
の
自
由
に
対
す
る
﹁
萎
縮
効
果
﹂
に
関
す
る
、
電
気
通
信
事
業
法
第
53
条
等
違
憲
確
認
事
件(59)

で
、
憲
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法
裁
判
所
は
、﹁
表
現
の
自
由
を
制
限
す
る
法
令
の
規
定
は
具
体
的
で
明
確
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
漠
然
と
し
た
用
語
を
用
い

る
場
合
﹃
漠
然
性
ゆ
え
に
無
効
﹄
と
さ
れ
る
の
で
、﹃
公
共
の
安
全
﹄
も
し
く
は
﹃
美
風
良
俗
﹄
の
よ
う
な
用
語
は
そ
の
適
用
範
囲

が
過
度
の
広
汎
性
を
有
し
不
明
確
で
あ
り
、
結
局
、
表
現
の
自
由
を
萎
縮
さ
せ
、
法
運
営
当
局
に
よ
る
恣
意
的
な
執
行
を
可
能
に
せ

し
め
、
表
現
の
自
由
を
侵
害
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
法
治
主
義
と
権
力
分
立
お
よ
び
罪
刑
法
定
主
義
に
反
し
、
無
効
と
す
る
﹂
と
し

た
。
特
に
、
違
反
の
制
裁
手
段
に
刑
罰
を
使
用
す
る
場
合
に
は
表
現
の
﹁
萎
縮
効
果
﹂
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
相
対
的
に
大
き
い
こ
と

が
予
測
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
特
性
を
考
慮
し
、
よ
り
厳
し
い
明
確
性
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ

事
情
の
場
合
、
国
家
は
行
き
過
ぎ
た
表
現
規
制
を
行
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
規
制
の
不
作
為
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

そ
し
て
、
害
悪
が
明
白
に
検
証
さ
れ
て
い
な
い
表
現
を
規
制
す
る
こ
と
は
、
得
ら
れ
る
利
益
よ
り
も
失
わ
れ
る
利
益
の
方
が
よ
り
大

き
い
と
み
な
す
の
も
そ
う
い
っ
た
表
現
す
ら
表
現
の
自
由
の
本
質
を
構
成
す
る
か
ら
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
害
悪
が
明
白
に
検
証
さ
れ
て
い
な
い
表
現
を
規
制
す
る
こ
と
は
、
得
ら
れ
る
利
益
よ
り
も
失
わ
れ
る
利
益
の
方
が
よ
り

大
き
い
と
み
な
す
の
も
そ
う
い
っ
た
表
現
す
ら
表
現
の
自
由
の
本
質
を
構
成
す
る
か
ら
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
行
政
的
制
裁
と
表
現
の
自
由
に
お
け
る
﹁
萎
縮
効
果
﹂
に
関
す
る
、﹁
定
期
刊
行
物
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
第
16
条
第

3
項
の
憲
法
訴
願
事
件(60)

で
、
言
論
仲
裁
委
員
会
の
管
轄
に
あ
る
訂
正
報
道
請
求
制
度
と
﹁
萎
縮
効
果
﹂
と
は
密
接
な
関
連
を
も
っ
て

い
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
決
定
し
た
。
こ
の
法
第
16
条
に
定
め
ら
れ
た
訂
正
報
道
請
求
権
が
定
期
刊
行
物
に
関
し
て
、
報
道
内
容
の

是
非
を
問
わ
ず
被
害
者
の
訂
正
報
道
文
を
無
料
で
掲
載
す
る
義
務
を
課
す
と
い
う
点
か
ら
み
て
、
こ
れ
は
現
実
的
に
定
期
刊
行
物
の

編
集
権
を
制
限
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
間
接
的
に
報
道
機
関
の
報
道
活
動
を
萎
縮
さ
せ
、
ひ
い
て
は
経
営
を
圧
迫
し
、
報
道
の
自
由

に
対
す
る
障
害
に
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
し
、
本
条
項
は
違
憲
で
あ
る
と
し
た
。

し
か
し
、
先
に
取
り
上
げ
た
、
情
報
通
信
網
法
上
の
本
人
確
認
制
に
つ
い
て
、
憲
法
裁
判
所
が
基
本
権
制
限
に
関
す
る
決
定
の
際
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に
、
論
証
の
道
具
と
し
て
用
い
た
手
法
は
、
萎
縮
効
果
論
に
つ
い
て
は
深
入
り
せ
ず
、
上
述
し
た
憲
法
裁
判
所
の
判
例(61)

と
同
様
﹁
比

例
原
則
乃
至
過
剰
侵
害
禁
止
原
則
﹂
を
持
ち
出
し
て
判
断
を
下
し
て
い
る
。

憲
法
裁
判
所
曰
く
、﹁
過
剰
侵
害
禁
止
原
則
と
い
う
の
は
、
国
家
が
国
民
の
基
本
権
を
制
限
す
る
内
容
の
立
法
活
動
を
行
う
に
当

た
っ
て
、
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
本
原
則
な
い
し
立
法
活
動
の
限
界
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、
国
民
の
基
本
権
を
制
限
し
よ

う
と
す
る
立
法
の
目
的
が
憲
法
及
び
法
律
の
体
系
上
そ
の
正
当
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︵
目
的
の
正
当
性
︶、
ま
た
そ
の

目
的
の
達
成
の
た
め
に
そ
の
方
法
が
効
果
的
で
あ
り
、
適
切
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
︵
方
法
の
適
切
性
︶、
立
法
権
者

が
選
択
し
た
基
本
権
制
限
の
措
置
が
立
法
目
的
達
成
の
た
め
に
か
り
に
適
切
だ
と
し
て
も
よ
り
緩
和
さ
れ
た
形
態
も
し
く
は
方
法
を

模
索
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
基
本
権
の
制
限
は
、
必
要
最
小
限
度
に
留
め
る
べ
き
で
あ
り
︵
被
害
の
最
小
性
︶、
そ
の
立
法
に
よ
っ

て
保
護
し
よ
う
と
す
る
公
益
と
私
益
を
比
較
衡
量
す
る
際
に
保
護
さ
れ
る
公
益
が
よ
り
大
き
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
法
益

の
均
衡
性
︶
と
い
う
憲
法
上
の
原
則
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
要
件
が
満
た
さ
れ
た
時
に
国
家
の
立
法
作
用
に
よ
う
や
く
正
当
性
が

認
め
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
民
の
受
忍
義
務
が
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
要
求
は
今
日
の
法
治
国
家
の
原
理
か
ら
当

然
抽
出
さ
れ
る
確
固
た
る
原
則
と
し
て
不
動
の
位
置
を
占
め
て
い
て
、
憲
法
第
37
条
第
2
項
に
も
こ
の
よ
う
な
趣
旨
の
規
定
を
置
い

て
い
る
の
で
あ
る
﹂(62)
。
そ
の
根
拠
と
し
て
憲
法
第
37
条
第
2
項
を
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
条
項
は
、
前
段
と
後
段
に
構
成
さ
れ
、
ど

ち
ら
か
ら
そ
の
根
拠
を
見
出
す
の
か
と
い
う
憲
法
的
な
根
拠
提
示
が
問
題
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、前
段
の﹁
必
要
な
場
合
に
限
り
﹂か
、

そ
れ
と
も
後
段
の
﹁
本
質
的
な
内
容
は
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
﹂
か
に
よ
る
の
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
は
比
例
原
則
な
い
し
過
剰
侵

害
禁
止
原
則
を
、
後
者
の
場
合
は
本
質
的
な
内
容
侵
害
禁
止
と
い
う
独
自
の
原
則
を
導
出
し
な
が
ら
こ
れ
を
維
持
し
て
い
る
よ
う
に

み
え
る(63)

。
こ
れ
に
つ
き
憲
法
裁
判
所
は
、
過
剰
侵
害
禁
止
原
則
が
持
っ
て
い
る
四
つ
の
部
分
原
則
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
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﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
実
名
制
﹂
に
関
す
る
憲
法
裁
判
所
の
判
例
も
同
様
な
方
法
に
よ
っ
て
結
論
を
導
い
て
お
り
、
問
題
に
な
っ
た

法
律
条
項
が
、
被
害
を
最
小
化
す
る
た
め
の
必
要
な
条
件
と
そ
れ
に
見
合
っ
た
効
果
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
が
均
衡
を
保
っ
て
い

る
︵
侵
害
の
最
小
性
が
認
め
ら
れ
る
︶
と
し
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
お
い
て
公
益
と
私
益
に
対
し
て
比
較
衡
量
を
行
い
、
ゆ
え
に
過
剰

侵
害
禁
止
原
則
に
反
し
な
い
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
基
本
権
制
限
に
関
す
る
憲
法
裁
判
所
の
通
常
の
判
断
の
一
つ
に

す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
視
点
を
変
え
れ
ば
、
比
較
衡
量
と
い
う
手
法
の
根
本
的
な
問
題
が
内
在
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
も
、
民
主
主
義
の
根
幹
を
な
す
と
も
言
わ
れ
る
表
現
の
自
由
に
関
す
る
憲
法
判
断
の
手
法
と
し
て
用
い
る
場
合
は
な
お
さ
ら
で

あ
る
。

第
二
節　

憲
法
裁
判
所
の
判
決
が
示
唆
す
る
も
の

憲
法
の
番
人
と
し
て
憲
法
裁
判
所
が
、
韓
国
の
憲
政
史
の
な
か
で
様
々
な
紆
余
曲
折
を
経
て
、
よ
う
や
く
機
能
し
始
め
た
の
は
、

一
九
八
九
年
の
始
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
短
い
期
間
で
、
量
・
質
と
と
も
に
飛
躍
的
な

0

0

0

0

活
躍
を
見
せ
、
そ
の
存
在
感
を
見
せ
つ
け

て
い
る(64)

。
韓
国
の
憲
法
裁
判
所
が
、
こ
れ
ほ
ど
飛
躍
的
な

0

0

0

0

実
績
を
残
し
た
裏
に
は
長
い
間
軍
事
独
裁
政
権
下
で
築
い
て
き
た
憲
法
観

が
一
役
を
果
た
し
た
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
一
節
で
取
り
上
げ
た
二
つ
の
判
決
か
ら
も
、
そ
の
影
が
薄
ら
と
見
え

隠
れ
す
る
の
は
、
著
者
の
気
の
せ
い
で
は
な
か
ろ
う
。
以
下
で
は
、
こ
の
二
つ
の
判
決
に
対
す
る
憲
法
裁
判
所
の
判
決
が
示
唆
す
る

も
の
と
は
何
か
、
そ
し
て
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
李
ジ
ュ
ン
イ
ル
の
論
文
を
引
用
し
、
検
討
を
行
う
。

韓
国
の
﹁
法
学
研
究
﹂
の
﹁
基
本
権
制
限
に
関
す
る
決
定
に
お
け
る
憲
法
裁
判
所
の
論
証
道
具
﹂
と
題
し
た
論
文(65)

で
、
李
ジ
ュ
ン

イ
ル
は
、
韓
国
の
憲
法
裁
判
所
の
決
定
事
例
に
つ
い
て
分
析
を
行
い
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
基
本
権
制
限
が
あ
る
と
こ
ろ
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に
比
例
原
則
が
あ
り
、
比
例
原
則
が
あ
る
と
こ
ろ
に
基
本
権
制
限
が
あ
る(66)

﹂。
こ
こ
で
、
彼
は
憲
法
裁
判
所
が
そ
れ
な
り
の
比
例
原

則
に
対
す
る
用
語
、
部
分
原
則
、
定
義
、
憲
法
的
な
根
拠
等
を
整
理
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
相
当
、
図
式
的
な
理
解
に
偏
り
、

し
た
が
っ
て
﹁
比
例
原
則
を
判
断
基
準
と
し
て
事
例
を
決
定
す
る
際
に
、
原
則
と
事
例
を
繋
ぐ
論
証
道
具
は
性
急
に
定
め
ら
れ
た
結

論
に
先
走
り
、
粗
雑
さ
を
み
せ
て
い
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
問
題
点
と
し
て
憲
法
の
根
拠
規
定
で
あ
る
第
37
条
第
2
項
を

取
り
上
げ
、
時
に
は
﹁
比
例
原
則
乃
至
過
剰
禁
止
原
則
︵
ま
た
は
順
序
を
変
え
て
︶﹂、
時
に
は
﹁
比
例
原
則
﹂
の
み
、
時
に
は
﹁
過

剰
禁
止
原
則
﹂
の
み
を
使
用
す
る
用
語
選
択
で
あ
る
と
し
て
い
る(67)

。

前
節
の
、
一
で
紹
介
し
た
公
職
選
挙
法
上
の
実
名
確
認
制
、
二
で
紹
介
し
た
情
報
通
信
網
法
上
の
本
人
確
認
制
の
両
方
と
も
憲
法

裁
判
所
は
同
じ
く
﹁
過
剰
禁
止
原
則
﹂
を
用
い
、
異
な
る
結
論
を
下
し
た
。
以
下
で
は
、
そ
の
結
論
を
分
け
ら
れ
た
手
法
に
つ
い
て

見
て
み
た
い
。

公
職
選
挙
法
上
の
実
名
確
認
制
に
関
す
る
憲
法
裁
判
所
の
判
断
枠
組
み
は
、
あ
る
種
想
定
内
の
こ
と
で
、
常
識
的

0

0

0

な
人
の
予
測
可

能
な
判
断
枠
組
み
か
ら
、
さ
ほ
ど
外
れ
て
は
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
匿
名
表
現
は
表
現
の
自
由
の
保
護
領
域
に
含
ま
れ
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
が
原
因
で
選
挙
の
平
穏
と
公
正
が
脅
か
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
選
挙
に
お
い
て
匿
名
表
現
に
よ
る
経
済
的
な
損
失
を
防
ぎ
、

そ
し
て
確
固
た
る
地
位
を
保
持
し
て
い
る
﹁
選
挙
の
公
正
性
﹂
に
関
す
る
こ
と
だ
か
ら
、
目
的
の
正
当
性
、
手
段
の
適
合
性
、
法
益

の
均
衡
性
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
く
﹁
過
剰
禁
止
原
則
﹂
に
反
し
な
い
と
い
え
よ
う
。
そ
の
反
面
、
同
じ
判
断
枠
組
み
か
ら
異

な
る
結
論
に
至
っ
た
反
対
意
見
は
匿
名
表
現
を
表
現
の
自
由
の
核
心
に
捉
え
、
多
数
意
見
が
主
張
す
る
弊
害
を
認
め
な
が
ら
も
匿
名

表
現
の
憲
法
上
の
価
値
に
鑑
み
、
強
く
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
公
職
選
挙
法
上
の
﹁
実
名
確
認
制
﹂
が
合
憲
判
断
さ
れ
て
か
ら
三
年
も
経
た
な
い
内
に
、
今
度
は
情
報
通
信

網
法
上
の
﹁
本
人
確
認
制
﹂
の
判
決
に
お
い
て
、
憲
法
裁
判
官
の
構
成
員
が
二
人
入
れ
替
わ
っ
た
だ
け
で
、
一
転
し
て
﹁
過
剰
禁
止
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原
則
﹂に
反
す
る
と
判
示
し
た
。
同
じ
判
断
手
法
を
用
い
な
が
ら
、ま
っ
た
く
異
な
る
判
断
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、﹁
選

挙
の
公
正
性
﹂
と
の
比
較
衡
量
の
際
に
は
、
目
的
と
手
段
と
の
関
係
に
お
け
る
侵
害
の
最
小
性
と
、
得
ら
れ
る
公
益
と
失
わ
れ
る
私

益
と
の
関
係
に
お
け
る
法
益
の
均
衡
性
に
つ
き
、合
理
性
の
基
準
で
審
査
す
る
け
れ
ど
も
、﹁
健
全
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
文
化
を
形
成
﹂

す
る
た
め
の
﹁
逆
機
能
﹂
除
去
に
は
一
転
し
て
厳
格
な
審
査
で
臨
み
、憲
法
の
番
人
と
し
て
の
本
領
発
揮
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。

こ
う
し
た
﹁
選
挙
の
公
正
性
﹂
と
﹁
健
全
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
文
化
を
形
成
﹂
す
る
た
め
の
﹁
逆
機
能
﹂
除
去
と
の
不
合
理
な
差
を

設
け
る
憲
法
裁
判
所
の
論
証
に
対
し
て
は
、
比
例
原
則
乃
至
過
剰
禁
止
原
則
の
判
断
手
法
に
内
在
し
て
い
る
根
本
的
な
問
題
、
す
な

わ
ち
、
こ
の
国
に
お
け
る
性
急
な
西
洋
民
主
主
義
の
受
容
の
反
動
と
し
て
存
置
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
プ
レ
モ
ダ
ン
的
な
残
滓

が
、
憲
法
裁
判
所
の
判
断
手
法
の
空
洞
化
を
招
い
て
い
る
と
い
う
問
題
を
顕
露
し
て
い
る
と
す
る
反
証
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問

題
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
想
起
し
て
欲
し
い
の
は
、
上
記
で
紹
介
し
た
李
ジ
ュ
ン
イ
ル
の
指
摘

で
あ
る
。
再
度
、
彼
の
言
葉
を
引
用
す
る
と
﹁
比
例
原
則
を
判
断
基
準
と
し
て
事
例
を
決
定
す
る
際
に
、
原
則
と
事
例
を
繋
ぐ
論
証

道
具
は
性
急
に
定
め
ら
れ
た
結
論
に
先
走
り
、
粗
雑
さ
を
み
せ
て
い
る
﹂。

以
上
の
よ
う
に
、
韓
国
に
お
け
る
憲
法
裁
判
所
の
判
断
手
法
の
現
状
を
踏
ま
え
る
と
、
基
本
権
保
障
に
関
す
る
構
造
的
な
問
題
が

与
え
る
影
響
と
い
う
の
は
、
少
な
く
な
い
と
考
え
て
い
る
。

お
わ
り
に

韓
国
は
、
世
界
で
も
例
が
な
い
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
実
名
制
を
二
〇
〇
七
年
七
月
に
導
入
し
、
当
時
は
一
日
平
均
訪
問
者
三
〇
万
人
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以
上
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
が
対
象
に
な
っ
た
が
、
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
産
牛
肉
輸
入
問
題
で
国
民
的
な
デ
モ
集
会
に
展
開
し

た
、
ろ
う
そ
く
集
会
を
機
に
、
二
〇
〇
九
年
四
月
か
ら
一
日
平
均
訪
問
者
一
〇
万
人
以
上
の
サ
イ
ト
に
拡
大
適
用
さ
れ
、
政
権
の
言

論
統
制
に
そ
の
役
割
を
果
た
し
、
昨
年
八
月
に
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
官
全
員
一
致
の
決
定
で
そ
の
姿
を
消
す
こ
と
に
な
っ
た(68)

。
こ
れ

を
受
け
て
、
関
連
法
の
見
直
し
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
公
職
選
挙
法
も
例
外
で
は
な
い
。
今
後
の
動
き
に
つ
い
て
も
注

目
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
扱
っ
た
韓
国
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
実
名
制
に
関
し
て
、
い
く
つ
か
の
独
自
の
視
点
か
ら
考
察
を
行
っ

た
。
こ
れ
を
通
じ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
媒
体
を
め
ぐ
る
議
論
の
際
に
、
い
く
つ
か
の
考
慮
す
べ
き
問
題
点
を
明
ら
か
に
で

き
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
日
本
と
韓
国
が
、
あ
く
ま
で
西
欧
民
主
主
義
の
受
容
国
と
し
て
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
根

本
的
な
問
題
点
に
つ
い
て
、
公
職
選
挙
法
と
関
連
し
て
﹁
選
挙
の
公
正
性
﹂
と
い
う
共
通
の
﹁
独
自
性
﹂
を
通
じ
て
扱
っ
た
。
両
国

の
憲
法
に
刻
ま
れ
て
い
る
個
々
人
の
権
利
保
障
よ
り
も
、
公
の
秩
序
に
傾
き
易
い
受
容
国
な
ら
で
の
土
壌
が
健
在
で
あ
る
限
り
、
両

国
に
お
け
る
西
欧
型
の
民
主
主
義
は
、
多
く
の
学
者
の
緻
密
な
努
力
に
か
か
わ
ら
ず
、
砂
城
の
楼
閣
に
な
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
本
稿
が
追
っ
て
き
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
実
名
制
は
そ
の
姿
を
消
し
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

匿
名
表
現
が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
﹁
匿
名
﹂
は
、
そ
の
遡
源
性
ゆ
え
に
単
に
相
手

と
顔
を
突
き
合
せ
な
い
と
い
う
﹁
非
対
面
性
﹂
の
意
味
に
と
ど
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
匿
名
表
現
の

問
題
は
、
オ
フ
ラ
イ
ン
に
お
け
る
匿
名
表
現
の
問
題
と
は
異
な
る
要
素
を
内
包
し
て
お
り
、
そ
の
対
応
に
つ
い
て
も
異
な
っ
た
思
考

が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、今
回
は
紙
幅
の
制
限
も
あ
り
、十
分
に
尽
く
せ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
含
め
て
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
の
匿
名
表
現
に
関
す
る
残
さ
れ
た
論
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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注
⑴　

第
37
条
第
2
項
は
、﹁
国
民
の
す
べ
て
の
自
由
と
権
利
は
、
国
家
安
全
保
障
、
秩
序
維
持
又
は
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
な
場
合
に
限
り
、
法
律
に

よ
り
制
限
が
可
能
で
あ
る
が
、
制
限
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
自
由
と
権
利
の
本
質
的
な
内
容
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
規
定
し
て
い
る
。

⑵　

第
21
条
第
4
項
は
、﹁
言
論
・
出
版
は
、
他
人
の
名
誉
若
し
く
は
権
利
、
公
衆
道
徳
又
は
社
会
倫
理
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
。
言
論
・
出
版
が
他
人

の
名
誉
又
は
権
利
を
侵
害
し
た
と
き
は
、
被
害
者
は
、
こ
れ
に
対
す
る
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
規
定
し
て
い
る
。

⑶　

例
え
ば
、
황
창
근
﹁
정
보
통
신
망
법
상 

본
인
확
인
제
에 

대
한 

공
법
적 

고
찰
︵
情
報
通
信
網
法
上
の
本
人
確
認
制
に
対
す
る
公
法
的
考
察
︶﹂、︵
世
界

憲
法
研
究
、
제
四
三
권
二
호
︶;

김
재
범
﹁
익
명
성
폐
해
자
정
만
으
론 

해
결 

어
렵
다
︵
匿
名
性
の
弊
害
、
自
制
だ
け
で
は
解
決
困
難
︶﹂﹃
국
회
보
﹄

︵
二
〇
〇
五
・
五
︶
一
〇
六
면;
姜
京
根
﹁
인
터
넷
언
론
과 

선
거
︵
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
言
論
と
選
挙
︶﹂﹃
憲
法
研
究
﹄︵
二
〇
〇
三
、
제
九
권
제
三
호
︶

一
三
八
면
、﹁
인
터
넷
언
론
의 

선
거
보
도
와 

법
적
・
제
도
적 

쟁
점
︵
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
言
論
の
選
挙
報
道
と
法
的
・
制
度
的
争
点
︶﹂、︵
언
론
과 

법
제

三
권 

一
호
、
한
국
언
론
법
학
회
、
二
〇
〇
四
、六
︶
二
二
면
。

⑷　

し
か
し
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
と
い
う
の
は
、
古
典
的
な
意
味
の
表
現
の
自
由
が
、
大
衆
媒
体
の
発
達
に
よ
り
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し

て
自
ら
の
意
思
や
認
識
を
表
現
す
る
自
由
を
も
ち
え
な
い
状
態
に
置
か
れ
た
国
民
一
般
に
、
大
衆
的
な
手
段
を
行
使
し
て
、
討
論
の
機
会
を
切
り
開
く

た
め
の
﹁
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
﹂
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
使
わ
れ
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
は
こ
れ
と
は
正
反
対
の
意
味

で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

⑸　

前
掲
、
姜
京
根
﹁
인
터
넷
언
론
과 

선
거
︵
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
言
論
と
選
挙
︶﹂、一
三
九
면
。

⑹　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、﹁
最
も
参
加
的
な
市
場
﹂
な
い
し
﹁
表
現
促
進
的
媒
体
﹂
と
し
、進
入
障
壁
が
低
く
表
現
の
双
方
向
性
が
保
障
さ
れ
る
特
性
を
持
っ

て
い
る
と
し
た
。
헌
재
、
二
〇
〇
二
・
六
・
二
七
、
九
九
헌
마
四
八
〇
．

⑺　

前
掲
注
⑸
、一
四
二
頁
。
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⑻　

黄
晿
根
・
前
掲
注
⑵
、三
一
五
頁
以
下
。

⑼　

前
注
、
三
一
七
頁
。

⑽　

韓
国
は
、
誰
し
も
が
自
由
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
使
用
で
き
る
よ
う
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
役
所
に
設
置
さ
れ
て
い
た
。　

⑾　

黄
晿
根
・
前
掲
注
⑵
、三
二
五
頁
。

⑿　

前
注
、
三
二
八
頁
参
照
。

⒀　

前
注
、
三
三
〇
頁
参
照
。

⒁　

김
재
범
・
前
掲
注
⑵
、一
〇
九
면
．

⒂　

한
상
희
﹁
사
이
버
공
간
에
서
의 
익
명
성
과 

책
임
︵
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
い
て
の
匿
名
性
と
責
任
︶﹂、﹃C

LIS M
onthly

﹄、︵
정
보
통
신
정
책
연
구
원
、

二
〇
〇
三
、
五
︶、
二
一
면. 

⒃　

앤
드
류 

사
피
로 

저/

김
명
준
역
、﹃
테
크
놀
러
지
와 

통
제
혁
명
﹄
커
뮤
니
케
이
션
북
스
、
二
〇
〇
一
、
백
욱
익
﹁
인
커
넷
에
서
의 

표
현
의 

자
유 

보
호

를 

위
한 

정
책
연
구
보
고
서
︵
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
表
現
の
自
由
保
護
の
た
め
の
政
策
研
究
報
告
書
︶﹂、
국
가
인
권
위
원
회
、
二
〇
〇
四
。
권
창

국
﹁
사
이
버
공
간
에 

있
어
서 

표
현
의 

자
유
와 

한
계–
사
이
버
공
간
에
서
의 

명
예
훼
손
에 

대
한 

형
사
법
적 

규
제
와 

인
터
넷
실
명
제 

도
입 

문
제
를 

중

심
으
로–

︵
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
表
現
の
自
由
と
限
界
︶﹂、
형
사
정
책
연
구
、
제
一
九
권
제
四
호
、
二
〇
〇
八
．

⒄　

홍
완
식
﹁
인
터
넷
실
명
제 

관
련 

법
률
안
의 

입
법
원
칙
에 

따
른 
검
토
︵
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
実
名
制
関
連
法
律
案
の
立
法
原
則
に
よ
る
検
討
︶﹂、︵
토
지

공
법
연
구 

제
三
一
집
、
二
〇
〇
六
・
五
︶、︵
사
단
법
인 

한
국
토
지
공
법
학
회
︶、
二
九
八
면;

조
소
영
﹁
공
직
선
거
법
상 

인
터
넷 

관
련 

규
제
에 

대
한 

헌
법
적 

검
토
︵
公
職
選
挙
法
上
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
規
制
に
対
す
る
憲
法
的
検
討
︶﹂、﹃
세
계
헌
법
연
구
﹄
제
一
三
권 

제
一
호
、︵
세
계
헌
법
학
회
、 

한
국
학
회
、
二
〇
〇
七
︶五
四
면
．

⒅　

조
소
영
・
前
掲
、
五
四
頁
参
照
。
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⒆　

박
용
상
﹃
표
현
의 

자
유
︵
表
現
の
自
由
︶﹄、
현
암
사
、
二
〇
〇
二
、
一
二
六
면
．

⒇　

刑
法
第

307
条
﹇
名
誉
毀
損
﹈
①
公
然
と
事
実
を
摘
示
し
、
人
の
名
誉
を
毀
損
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
金
庫
五
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。
②
公
然
と
虚
偽
の
事
実
を
摘
示
し
、
人
の
名
誉
を
棄
損
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
、
一
〇
年
以
下
の
資
格
停
止
又
は
一
千
万
ウ
ォ
ン

以
下
の
罰
金
に
処
す
る;

第
308
条
﹇
死
者
の
名
誉
毀
損
﹈
公
然
と
事
実
を
摘
示
し
、
死
者
の
名
誉
を
毀
損
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
金
庫

五
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る;

民
法
第

764
条
﹇
名
誉
毀
損
の
場
合
の
特
則
﹈
他
人
の
名
誉
を
毀
損
し
た
者
に
対
し
、
裁
判
所
は
、
被
害
者

の
請
求
に
よ
り
、
損
害
賠
償
に
応
じ
る
か
、
も
し
く
は
、
損
害
賠
償
と
共
に
名
誉
棄
損
に
対
す
る
適
切
な
処
分
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る;

情
報
通
信

網
法
第
70
条
﹇
罰
則
﹈
①
人
を
誹
謗
す
る
目
的
で
、
情
報
通
信
網
を
通
し
て
公
然
と
事
実
を
摘
示
し
、
他
人
の
名
誉
を
棄
損
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の

懲
役
又
は
二
千
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
②
人
を
誹
謗
す
る
目
的
で
、
情
報
通
信
網
を
通
じ
て
公
然
と
虚
偽
の
事
実
を
摘
示
し
、
他
人
の
名

誉
を
棄
損
し
た
者
は
、
7
年
以
下
の
懲
役
又
は
一
〇
年
以
下
の
資
格
停
止
又
は
五
千
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る;

公
職
選
挙
法
第

250
条
﹇
虚
偽

の
事
実
公
表
罪
﹈
①
当
選
す
る
︵
又
は
さ
れ
る
︶
目
的
で
、
演
説
・
放
送
・
新
聞
・
通
信
・
雑
誌
・
張
り
紙
・
宣
伝
文
書
及
び
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ

て
候
補
者
︵
候
補
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
を
含
む
、
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
様
︶
を
有
利
に
さ
せ
、
候
補
者
及
び
そ
の
配
偶
者
又
は
直
系
尊
・
卑
属

及
び
兄
弟
姉
妹
の
出
生
地
・
身
分
・
職
業
・
経
歴
等
・
財
産
・
人
格
・
行
為
・
所
属
団
体
等
に
関
し
虚
偽
の
事
実
︵
学
歴
を
掲
載
す
る
場
合
、
第
64
条

第
1
項
の
規
定
に
よ
る
方
法
で
掲
載
し
な
い
場
合
を
含
む
︶
を
公
表
す
る
か
、
公
表
さ
せ
た
者
と
虚
偽
の
事
実
を
掲
載
し
た
宣
伝
文
書
を
配
布
す
る
目

的
で
所
持
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
千
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
②
当
選
さ
せ
な
い
目
的
で
、
演
説
・
放
送
・
新
聞
・
通
信
・

雑
誌
・
張
り
紙
・
宣
伝
文
書
及
び
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
候
補
者
を
不
利
に
さ
せ
る
た
め
に
、
候
補
者
及
び
そ
の
配
偶
者
又
は
直
系
尊
・
卑
属
及
び

兄
弟
姉
妹
に
関
し
、
虚
偽
の
事
実
を
公
表
し
、
又
は
公
表
さ
せ
た
者
と
、
虚
偽
の
事
実
を
掲
載
し
た
宣
伝
文
書
を
配
布
す
る
目
的
で
所
持
し
た
者
は
、

七
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
以
上
三
千
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
第
251
条﹇
候
補
者
誹
謗
罪
﹈当
選
又
は
当
選
さ
せ
な
い
目
的
で
、

演
説
・
放
送
・
新
聞
・
通
信
・
雑
誌
・
張
り
紙
・
宣
伝
文
書
及
び
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
公
然
と
事
実
を
摘
示
し
、
候
補
者
︵
候
補
者
に
な
ろ
う
と
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す
る
者
を
含
む
︶、
そ
の
配
偶
者
又
は
直
系
尊
・
卑
属
及
び
兄
弟
姉
妹
を
誹
謗
し
た
者
は
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。
但
し
、
真
実
な
事
実
と
し
て
公
共
の
利
益
に
関
す
る
場
合
に
は
処
罰
し
な
い
。

�　

정
재
황 

외
﹁
사
이
버 

공
간
상
의 

표
현
의 

자
유
와 

그 

규
제
에 

관
한 

연
구
︵
サ
イ
バ
ー
空
間
上
の
表
現
の
自
由
と
そ
の
規
制
に
関
す
る
研
究
︶﹂, ︵
헌
법

재
판
연
구
제
一
三
권
、
헌
법
재
판
소
、
二
〇
〇
二
、
一
二
︶、 

七
四
면;

윤
명
선
﹁
사
이
버
스
페
이
스
와 

표
현
의
자
유
︵
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
と
表
現
の

自
由
︶﹂、︵
인
터
넷
・
언
론
・
법
、
한
국
법
제
연
구
원
、
二
〇
〇
二
︶、
二
八
면
。

�　

정
재
황
・
前
掲
、
七
二
頁
。

�　

황
성
기
﹁
인
터
넷 

실
명
제
에 

관
한 

헌
법
학
적 

연
구
︵
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
す
る
憲
法
学
的
研
究
︶﹂︵
法
学
論
叢
第
二
五
巻
第
1
号
、

二
〇
〇
八
︶、
七
頁
以
下
。

�　

前
掲
注
、
二
〇
頁
。

�　

前
掲
注
、
一
八
頁
。

�　

Joseph M
cIntyre, Executor of Estate of M

argaret M
cIntyre, D

eceased, Petitioner v. O
hio Elections C

om
m

ission, 514 U
.S. 334 ︵1995

︶.

�　

한
상
희
・
前
掲
注
⒂
、
二
〇
頁
。

�　

前
掲
注
�
、
二
一
頁
以
下
。

�　

行
政
自
治
体
が
運
営
す
る
住
民
登
録
電
算
網
は
公
開
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
実
名
制
の
適
用
対
象
者
は
、︵
株
︶
韓
国
信
用
評
価
情
報
等
、
信
用
情
報

業
者
や
信
用
情
報
集
中
期
間
の
住
民
登
録
電
算
資
料
を
活
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
公
職
選
挙
法
上
の
実
名
制
の
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
業
者
が
収
集

し
た
住
民
番
号
︵
個
人
情
報
︶
を
本
人
の
許
可
な
し
に
活
用
す
る
こ
と
が
、
果
た
し
て
﹁
信
用
情
報
の
利
用
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
﹂
に
反
し
な
い

か
が
問
題
だ
と
し
て
い
る
。

�　

前
掲
注
⒂
、
二
三
頁
以
下
。
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�　

旧
公
職
選
挙
法
第
82
条
の
6
の
第
3
項
と
第
4
項
は
、
行
政
自
治
府
長
官
と
信
用
情
報
の
利
用
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
上
の
信
用
情
報
業
者
に
よ
る

住
民
番
号
電
算
資
料
か
ら
本
人
確
認
を
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
信
用
情
報
業
者
と
い
う
の
は
、
一
九
九
三
年
全
国
民
に
金
融
取
引
実

名
制
が
施
行
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活
用
す
る
こ
と
を
言
う
。
し
か
し
、
金
融
取
引
実
績
が
な
い
人
々
に
と
っ
て
は
、

政
治
的
意
思
表
現
が
で
き
な
く
な
る
と
指
摘
す
る
論
者
も
い
る
。
성
선
제
﹁
인
터
넷 

선
거
보
도
에 

대
한 

규
제
의 

문
제
점
과 

개
선
방
안
︵
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
選
挙
報
道
に
対
す
る
規
制
の
問
題
点
と
改
善
方
法
︶﹂、﹃
언
론
중
재
﹄
제
二
四
권 

제
二
호
、︵
언
론
중
재
위
원
회
、
二
〇
〇
四
、
六
︶、
四
一
면
．

�　

前
掲
注
⒂
、
二
五
頁
。

�　

二
〇
一
一
年
七
月
二
六
日
韓
国
の
大
手
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
一
つ
で
あ
る
ネ
イ
ト
が
管
理
保
存
し
て
い
る
三
五
〇
〇
万
人
の
個
人
情
報
︵
住
民
番
号
︶

が
流
出
し
、
盗
ん
だ
住
民
番
号
を
利
用
し
て
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
が
再
発
行
さ
れ
る
な
ど
、
住
民
番
号
盗
用
に
よ
る
犯
罪
が
多
発
し
て
い
る
こ
と
か
ら

大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
る
。http://new
s.donga.com

/3/all/20110825/39812792/1 ︵
二
〇
一
一
・
八
・
二
七
、
ア
ク
セ
ス
︶。

�　

前
掲
注
⒂
、
二
六
頁
。

�　

掲
示
板
と
は
、﹁
そ
の
名
称
と
は
関
係
な
く
、
情
報
通
信
網
を
利
用
し
て
一
般
に
公
開
す
る
目
的
で
符
号
・
文
字
・
音
声
・
音
響
・
画
像
・
動
画
像
等

の
情
報
を
利
用
者
が
掲
載
で
き
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
ま
た
は
技
術
的
装
置
﹂
を
言
う
。

�　

황
성
기
・
前
掲
注
�
、
二
八
頁
以
下
。

�　

公
共
機
関
及
び
情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
善
良
な
管
理
者
の
注
意
に
よ
っ
て
第
1
項
に
よ
る
本
人
確
認
措
置
を
し
た
場
合
に
は
、
利
用
者
の
名
義

が
第
三
者
に
よ
っ
て
不
正
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
発
生
し
た
損
害
に
対
す
る
賠
償
責
任
を
減
免
又
は
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

�　

황
성
기
・
前
掲
注
�
、
三
〇
頁
以
下
。

�　

權
寧
星
﹁
言
論
・
出
版
の
自
由
の
法
理
﹂︵
서
울
대
학
교
法
学
第
一
九
巻
二
号
、
一
九
七
九
︶、
三
七
頁
。

�　

同
様
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
も
、
論
者
に
よ
っ
て
は
、
全
く
異
な
る
見
解
を
と
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
市
民
の
防
御
的
な
自
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由
権
に
軸
足
を
お
い
て
、
大
衆
媒
体
は
、
古
典
的
な
表
現
の
自
由
権
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
強
調
す
る
論
者
︵
金
哲
洙
﹃
憲

法
学
概
論
﹄︵
博
英
社
、
一
九
九
九
︶、
六
〇
七
頁;

公
的
な
責
務
に
軸
足
を
置
い
て
、﹁
個
体
の
人
間
か
ら
出
発
す
る
の
で
は
な
く
、
組
織
的
な
社
会
か

ら
出
発
し
、
民
主
政
治
の
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
の
世
論
形
成
の
自
由
﹂
と
し
て
把
握
し
、
言
論
の
公
的
な
責
務
と
そ
の
制
度
的
保
障
を
強
調
す
る
論

者
︵
許
榮
、﹃
憲
法
理
論
과 

憲
法
﹄︵
博
英
社
、
二
〇
〇
一
︶
三
五
九
頁
に
分
か
れ
て
い
る
。

�　

二
〇
〇
八
헌
마
三
二
四
사
건.

�　

二
〇
〇
九
헌
바
三
一
사
건.

�　

公
職
選
挙
法
第
49
条
第
1
項
、
第
59
条

�　

강
태
수
﹁
선
거
운
동
의 

자
유
에 
대
한 

제
한
의 

문
제
점
과 

개
선
방
향
︵
選
挙
運
動
の
自
由
に
関
す
る
制
限
の
問
題
点
と
改
善
方
向
︶﹂︵
世
界
憲
法
研

究
第
一
四
巻
二
号
︶
一
頁
以
下
。

�　

宋
石
允
﹁
선
거
운
동 

규
제
입
법
의 

연
원–
一
九
二
五
년 

일
본 

보
통
선
거
법
의 

성
립
과 

한
국 

분
단
체
제
에
의 

유
입–

︵
選
挙
運
動
規
制
立
法
の
淵
源

︱
一
九
二
五
年
日
本
の
普
通
選
挙
法
の
成
立
と
韓
国
分
断
体
制
へ
の
流
入
︱
﹂︵
서
울
대
학
교 

法
学 

제
四
六
권 

제
四
호
、
二
〇
〇
五
︶、五
一
頁
で
は
、﹁
韓

国
は
一
九
五
八
年
か
ら
、
一
九
二
五
年
に
日
本
で
制
定
さ
れ
一
九
三
四
年
に
改
悪
さ
れ
た
選
挙
法
制
下
で
生
き
、
一
九
九
四
年
か
ら
は
、
一
九
四
五
年

以
来
の
日
本
式
選
挙
法
制
下
で
生
き
て
い
る
﹂
と
し
、
韓
国
の
分
断
体
制
に
お
い
て
、
日
本
の
選
挙
法
を
受
け
入
れ
易
い
状
況
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

�　

日
本
の
諸
法
律
に
は
西
欧
か
ら
の
影
響
が
何
ら
か
の
形
で
現
れ
て
い
る
が
、
選
挙
法
に
お
い
て
は
独
自
性
が
強
く
、
そ
の
よ
う
な
一
般
的
傾
向
と
は
異

な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
作
間
忠
雄
﹁
現
代
選
挙
法
の
諸
問
題
﹂
芦
部
信
喜
編
﹃
現
代
の
立
法
﹄︵
岩
波
・
講
座
現
代
法
3
、
一
九
六
五
年
︶

一
二
五
、一
六
〇
頁
。

�　

헌
법
재
판
소
二
〇
〇
四
・
五
・
十
四
、二
〇
〇
四
헌
나
一
．

�　

헌
법
재
판
소 

二
〇
〇
五
・
六
・
三
〇
、二
〇
〇
四
헌
바
三
三
．
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�　

二
〇
〇
四
헌
바
三
三
︵
재
판
관 

김
효
종
、
송
인
준 

반
대
의
견
︶。
そ
の
後
、
二
〇
〇
八
年
五
月
憲
法
裁
判
所
は
、
公
務
員
の
政
治
参
加
が
選
挙
の
公
正

性
を
侵
害
す
る
蓋
然
性
が
あ
る
と
の
理
由
に
よ
り
公
務
員
の
選
挙
運
動
の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
は
﹁
手
段
の
適
正
性
と
被
害
の
最
小
性
の
原
則
に
反

し
、
そ
の
よ
う
な
禁
止
が
選
挙
の
公
正
性
の
確
保
に
貢
献
す
る
こ
と
が
非
常
に
少
な
い
こ
と
か
ら
法
益
の
均
衡
性
に
も
反
す
る
と
の
新
た
な
判
決
を
下

し
た
。︵
二
〇
〇
六
헌
마
一
九
六
︶。

�　

김
경
호
﹁
정
치
표
현
의 

자
유
와 

선
거
운
동 

규
제
에 

대
한 

헌
법
재
판
소 

결
정 

연
구
︵
政
治
表
現
の
自
由
と
選
挙
運
動
の
規
制
に
関
す
る
憲
法
裁
判
所

決
定
の
研
究
︶﹂︵
언
론
과
학
연
구 

제
八
권
二
호
、 

二
〇
〇
八
・
六
︶、
三
六
頁
以
下
。

�　

憲
法
裁
判
所
が
下
し
た
公
職
選
挙
法
上
の
政
治
的
表
現
と
関
連
し
た
事
例
は
総
計
三
四
件
︵
一
九
九
五
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
ま
で
︶
で
、棄
却
一
三
件
、

合
憲
一
三
件
、
却
下
二
件
、
棄
却
・
違
憲
一
件
、
棄
却
・
却
下
二
件
、
違
憲
・
却
下
一
件
、
違
憲
二
件
で
あ
っ
た
︵
김
경
호
、
一
五
頁
︶。

�　

이
성
환
﹁
선
거
관
게
법
에 

대
한 

헌
법
재
판
소 

결
정
의 

문
제
점
︵
選
挙
関
係
法
に
関
す
る
憲
法
裁
判
所
決
定
の
問
題
点
︶﹂︵
헌
법
실
무
연
구
회 

월
레

회 

발
표
문
、
二
〇
〇
〇
︶、
一
二
頁
。

�　

박
용
상
﹃
표
현
의
자
유
︵
表
現
の
自
由
︶﹄︵
현
암
사
、
二
〇
〇
二
︶、
二
二
쪽
．

�　
﹁
抑
制
効
果
︵deterrent effect

︶﹂
と
は
、
法
律
が
内
在
し
て
い
る
違
法
行
為
に
対
す
る
抑
制
効
果
を
指
す
こ
と
で
、﹁
萎
縮
効
果
︵chilling effect

︶﹂

と
は
区
別
さ
れ
た
概
念
と
し
て
使
う
。

�　

二
〇
一
〇
헌
마
四
七
사
건
．

�　

二
〇
一
〇
헌
마
二
五
二
사
건
．

�　

헌
재
一
九
九
八
・
四
・
三
〇
선
고
、
九
五
헌
가
一
六;

헌
재 

二
〇
〇
二
・
六
・
二
七
선
고
、
九
九
헌
마
四
八
〇
．
憲
法
裁
判
所
は
、
表
現
の
自
由
を
規
制

す
る
立
法
に
お
い
て
、
明
確
性
原
則
は
特
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
し
た
上
で
、
民
主
社
会
に
お
い
て
表
現
の
自
由
が
果
た
す
役
割
と
機
能
に
照
ら
し

た
場
合
、
不
明
確
な
規
範
に
よ
る
表
現
の
自
由
の
規
制
は
、
憲
法
上
保
護
さ
れ
て
い
る
表
現
に
対
す
る
萎
縮
効
果
を
伴
う
か
ら
で
あ
る
と
明
ら
か
に
し
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論　　説

た
︵
헌
재 

二
〇
〇
六
・
六
・
二
九
、二
〇
〇
五
헌
마
一
六
五
︶。

�　

二
〇
〇
八
・
一
・
一
七
、
二
〇
〇
七
헌
마
七
〇
〇
．

�　

二
〇
〇
二
・
六
・
二
七
、
九
九
헌
마
四
八
〇
．

�　

一
九
九
一
・
九
・
一
六
、
八
九
헌
마
一
六
五
．

�　

一
九
八
九
・
三
・
一
七
、
八
八
헌
마
一;

一
九
八
九
・
九
・
八
、
八
八
헌
가
六;

一
九
九
〇
・
六
・
二
五
、
八
九
헌
가
九
八
내
지 

一
〇
一
︵
병
합
︶． 

一
九
九
〇
・
九
・
一
〇
、
八
九
헌
마
八
二
、
一
九
九
〇
・
一
〇
・
八
、
八
九
헌
마
八
九;

一
九
九
〇
・
一
〇
・
一
五
、
八
九
헌
마
一
七
八;

一
九
九
一
・
三
・

一
一
．
九
一
헌
마
二
一;
一
九
九
一
・
四
・
一
、
八
九
헌
마
一
六
〇;

一
九
九
一
・
五
・
一
三
、
八
九
헌
가
九
七
、
九
九
二
、一
二
、二
四
、
九
二
헌
가
八
、

一
九
九
三
．
五
、
一
三
、
九
一
헌
마
一
九
〇
、
一
九
九
四
、
六
、
三
〇
、
九
二
헌
가
九
、
一
九
九
五
・
二
・
二
三
、
九
二
헌
바
一
二;

一
九
九
六
・
二
・

二
九
、
九
四
헌
마
一
三;

一
九
九
七
・
四
・
二
四
、 

九
五
헌
마
九
〇
．

�　

一
九
九
〇
、
九
、
三
、
八
九
헌
가
九
五

�　

一
九
八
九
、
一
二
、
二
二
、
八
八
헌
가
一
三
．

�　

鄭
宗
燮
﹁
韓
国
の
民
主
化
過
程
に
お
け
る
憲
法
裁
判
所
と
基
本
権
の
実
現
︱
一
九
八
八
年
か
ら
一
九
九
八
年
ま
で
︱
﹂︵
立
命
館
法
学
、
一
九
九
九
年

四
号
︶、
九
三
六
頁
以
下
。

�　

이
준
일
﹁
기
본
권
제
한
에 

관
한 

결
정
에
서 

헌
법
재
판
소
의 

논
증
도
구
︵
基
本
権
制
限
に
関
す
る
決
定
に
お
い
て
憲
法
裁
判
所
の
論
証
道
具
︶﹂︵
憲
法

學
研
究
第
四
集
第
三
号
、
二
〇
〇
六
︶、
二
六
四
頁
。

�　

前
掲
注
、
二
六
五
頁
。

�　

前
掲
注
、
二
五
六
頁
。

�　

本
稿
が
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
み
、
本
誌
二
四
三
号
に
﹁︵
一
︶﹂
を
掲
載
し
た
後
、﹁︵
二
・
完
︶﹂
を
掲
載
し
よ
う
と
し
た
時
に
、
本
件
と
関
わ
る
重
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大
な
判
決
が
憲
法
裁
判
所
か
ら
下
さ
れ
、
当
初
予
定
し
て
い
た
枠
組
み
を
変
更
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
た
め
、
第
三
章
、
第
四
章
の
構
成
が
﹁︵
一
︶﹂

に
掲
載
し
た
目
次
と
異
な
る
形
成
に
な
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。




