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国
際
人
権
保
障
の
旗
艦
的
役
割
を
担
っ
て
き
た
欧
州
人
権
裁
判
所
（
以
下
、
裁
判
所
）
が
「
自
律
的
解
釈
」
や
「
発
展
的
解
釈
」
と
い

っ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
解
釈
手
法
を
掲
げ
、
同
時
代
の
重
要
な
人
権
問
題
に
積
極
的
に
関
わ
り
ゆ
く
姿
勢
に
転
じ
た
の
は

一
九
七

0
年
代

後
半
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
生
け
る
文
書
」
た
る
欧
州
人
権
条
約
（
以
下
、
人
権
条
約
）
は
起
草
者
の
制
限
的
な
意
図
に
拘
束
さ
れ
て
は
な

ら
ず
、
「
理
論
上
ま
た
は
架
空
の
」
で
は
な
く
「
実
際
的
か
つ
効
果
的
な
」
権
利
を
保
障
す
べ
き
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
の
認
識

が
そ
れ
以
降
一
貫
し
て
司
法
判
断
の
基
調
を
な
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
起
草
の
時
点
で
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
と
も
、
あ
る
い
は
、
明

文
の
規
定
が
な
く
と
も
、
体
罰
や
婚
外
子
の
処
遇
、
経
済
的
に
困
窮
し
た
者
へ
の
法
律
扶
助
等
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
条
約
上
の
案
件
と
し

(3
)
 

て
取
り
扱
い
得
た
の
は
、
そ
れ
を
現
実
化
し
よ
う
と
す
る
裁
判
所
の
能
動
的
で
創
造
的
な
姿
勢
の
ゆ
え
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

だ
が
奇
妙
な
こ
と
に
、
能
動
的
で
創
造
的
な
そ
の
姿
勢
は
出
入
国
が
か
か
わ
る
事
案
に
な
る
と
條
忽
と
し
て
抑
制
さ
れ
鈍
磨
さ
れ
て
し

(4
)
 

ま
う
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
端
緒
と
も
な
っ
た
の
が
、
英
国
を
被
告
と
し
て
一
九
八
五
年
に
示
さ
れ
た

A
B
C
事
件
判
決
で
あ
る
。

移
民
（
外
国
人
）

〈
国
家
フ
ァ
ー
ス
ト
〉

の
処
遇
に
焦
点
を
あ
て
た
初
の
判
決
に
お
い
て
裁
判
所
・
全
員
法
廷
が
開
陳
し
た
の
は
、
条
約
（
私
生
活
・
家
族
生
活

の
尊
重
に
つ
い
て
定
め
る
第
八
条
）
は
自
国
領
域
に
住
む
者
の
家
族
を
入
国
さ
せ
る
一
般
的
義
務
を
締
約
国
に
課
し
て
は
お
ら
ず
、
「
確
立

し
た
国
際
法

(well'established
international l
a
w
)
の
問
題
と
し
て
、
国
は
、
条
約
上
の
義
務
に
従
う
こ
と
を
条
件
に
、
自
国
領
域
に

外
国
人

(non,nationals)

が
入
る
こ
と
を
管
理
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
」
、
と
い
う
「
実
際
的
か
つ
効
果
的
な
」
権
利
保
障
と
は
お
よ

(5
)
 

そ
対
局
に
位
置
す
る
法
認
識
で
あ
っ
た
。
原
告
ら
は
初
手
か
ら
人
間
で
は
な
く
外
国
人
に
類
型
化
さ
れ
、
国
民
に
劣
後
す
る
扱
い
を
「
確

立
し
た
国
際
法
」
の
名
の
下
に
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
出
入
国
に
つ
い
て
国
家
主
権
を
優
位
さ
せ
る

「確
立
し
た
国
際
法
」
は
、

そ
の
後
も
、
外
国
人
の
訴
え
を
退
け
る
多
く
の
司
法
判
断
の
礎
と
な
っ
て
再
述
さ
れ
て
い
く
。

の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
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人権救済の逆説 (455) 

チ
の
み
で
あ
る
」
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

裁
判
所
が
「
確
立
し
た
国
際
法
」
と
名
指
し
た
も
の
は
、
出
入
国
管
理
法
制
に
関
心
を
持
つ
者
で
あ
れ
ば
誰
し
も
が
各
所
で
何
度
と
な

く
接
し
て
き
た
定
型
旬
に
相
違
な
い
。
日
本
に
あ

っ
て
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
出
典
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
最
高
裁
マ
ク

(6
)
 

リ
ー
ン
事
件
判
決
の
説
示
に
想
到
す
る
だ
ろ
う
し
、
英
国
で
も
貴
族
院
が
「
外
国
人
を
受
け
入
れ
、
受
け
入
れ
を
拒
否
し
、
お
よ
び
国
外

に
退
去
さ
せ
る
権
限
は
、
最
も
早
く
か
ら
最
も
広
く
認
め
ら
れ
た
主
権
国
家
の
権
限
の
一
っ
で
あ
っ
た
」
と
判
示
し
て
い
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
司
法
判
断
の
淵
源
を
探
り
ゆ
け
ば
、
米
国
連
邦
最
高
裁
が

一
九
世
紀
末
に
下
し
た
問
題
含
み
の
判
断
に

逢
着
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
も
と
よ
り
、
国
民
国
家
を
範
型
と
し
て
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
憲
法
（
学
）
の
枠
組
み
に
お
い
て

は
、
国
民
／
外
国
人
と
い
う
二
分
法
は
基
本
的
に
維
持
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
と
了
解
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
憲
法
学
者
の
柳

井
健
一
は
、
安
念
潤
司
と
長
谷
部
恭
男
と
い
う
専
門
を
同
じ
く
す
る
二
人
の
泰
斗
の
言
に
依
拠
し
つ
つ
、
こ
の
点
を
肯
認
し
て
次
の
よ
う

(8) 

に
言
葉
を
継
い
で
い
る
。

憲
法
お
よ
び
国
際
慣
習
法
上
、

一
般
的
に
、
外
国
人
が
他
国
に
入
国
な
い
し
在
留
す
る
こ
と
を
権
利
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
て
お
ら

ず
、
そ
の
反
面
、
主
権
国
家
が
い
か
な
る
外
国
人
を
い
か
な
る
条
件
の
も
と
で
受
け
入
れ
る
か
に
つ
い
て
の
専
管
的
決
定
権
を
有
す

る
と
い
う
前
提
の
も
と
で
「
あ
ら
ゆ
る
人
に
国
内
で
い
か
な
る
活
動
を
行
う
か
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
入
国
・
在
留
の
自
由
を
認
め

る
制
度
は
『
ほ
と
ん
ど
戦
慄
す
べ
き
も
の
』
で
あ
っ
て
、
実
施
し
う
る
と
は
に
わ
か
に
は
考
え
に
く
い
」
の
だ
と
す
れ
ば
、

「現
実
に

実
施
可
能
な
の
は
、
同
国
人
を
ま
ず
は
権
利
主
体
と
し
て
想
定
し
、

つ
ぎ
に
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
拡
張
し
う
る
か
を
考
え
る
ア
プ
ロ
ー

つ
ま
り
は
、
入
国
し
在
留
す
る
国
の
国
籍
を
持
た
ぬ
者
の
権
利
保
障
を
語
る
場
合
に
は

〈国
家
（
主
権
）

フ
ァ
ー
ス
ト
〉
と
い
う
前
提
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む
ろ
ん
裁
判
所
は
、
出
入
国
管
理
の
局
面
に
条
約
の
適
用
は
な
い
な
ど
と
は
言
明
し
て
い
な
い
。
正
確
に
記
せ
ば
、
裁
判
所
は
欧
州
人

権
委
員
会
（
以
下
、
委
員
会
）
の
従
前
か
ら
の
見
解
を
踏
襲
し
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
締
約
国
の
領
域
に
入
り
ま
た
は
在
留
す
る
外
国
人

の
権
利
自
体
は
条
約
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
出
入
国
管
理
は
条
約
上
の
義
務
に
適
合
す
る
よ
う
に
な
さ
れ
な

(10
)
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
条
約
八
条
は
自
国
領
域
に
住
む
者
の
家
族
を
入
国
さ
せ
る
一
般
的
義
務
を
締
約
国
に
課
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

も
の
の
、
出
入
国
管
理
権
限
の
行
使
は
条
約
上
の
義
務
の
範
囲
お
よ
び
限
度
内
で
制
約
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
間
接
的
保
護
」
の
形
を
と
る
に
せ
よ
、
外
国
人
の
権
利
保
障
の
可
能
性
を
排
除
し
な
い
論
旨
自
体
は
歓
迎
す
べ
き
も
の
に

は
違
い
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
の
保
障
は
あ
く
ま
で
出
入
国
を
管
理
す
る
国
家
の
権
限
を
前
提
に
し
て
、
と
い
う
限
定
つ
き
の
も
の
で

(11
)
 

あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
国
家
の
国
境
管
理
権
限
を
所
与
の
前
提

（原
則
）
に
、
そ
れ
を
条
約
上
の
権
利

（第
八
条
）
に
よ

っ
て
制
限
で
き

る
か
ど
う
か
を
問
う
規
範
的
枠
組
み
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
両
者
の
配
置
は
そ
の
逆
で
は
な
い
。
条
約
の
基
本
的
な
趣
旨
に

趣
旨
に
本
来
的
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

の
も
と
に
こ
れ
を
行
う
こ
と
は
避
け
ら
れ
ず
、
そ
の
認
識
が
日
本
や
英
国
に
お
け
る
最
上
級
審
の
判
断
に
端
的
に
現
れ
出
て
き
た
と
い
う

と
を
想
起
す
る
に
、

〈国
家
（
主
権
）

こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
国
内
裁
判
所
が
国
民
を
構
成
員
と
し
た
政
治
共
同
体
に
立
脚
す
る
憲
法
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
国
家
機
関
で
あ
る
こ(9

)
 

の
思
考
回
路
を
辿
り
ゆ
く
そ
の
姿
勢
に
ー

_
け
っ
し
て
妥
当
と
は
思
え
ぬ
も
の
の

フ
ァ
ー
ス
ト
〉

ー

特
段
の
摩
詞
不
思
議
を
覚
え
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
人
類
社
会
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
固
有
の
尊
厳
と
平
等
で
譲
る
こ
と

の
で
き
な
い
権
利
と
を
承
認
」
し
、
「
す
べ
て
の
人
民
と
す
べ
て
の
国
民
と
が
達
成
す
べ
き
共
通
の
基
準
と
し
て
」
公
布
さ
れ
た
「
世
界
人

権
宣
言
に
掲
げ
る
権
利
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
集
団
的
な
実
施
を
確
保
す
る
」
こ
と
を
決
意
し
て
協
定
さ
れ
た
人
権
条
約
の
履
行
を
確
保

す
る
た
め
の
裁
判
所
が

〈国
家

（主
権
）
フ

ァ
ー
ス
ト
〉
の
立
場
を
と
る
こ
と
は
け

っ
し
て
自
明
の
理
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

人
権
を
初
手
か
ら
国
家
主
権
に
劣
位
さ
せ
る
立
場
の
選
択
は
、

「
人
類
社
会
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
権
利
」
を
最
重
視
す
る
は
ず
の
条
約
の
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人権救済の逆説 (457) 

2

「
確
立
し
た
国
際
法
」
と
い
う
障
壁

A
B
C
事
件
判
決
で
明
示
さ
れ
た
両
者
の
関
係
性
は
現
在
に
至
る
ま
で
変
わ
り
な
く
維
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
法
認
識
は
い
か

に
し
て
生
み
出
さ
れ
、
再
生
産
さ
れ
て
き
て
い
る
の
か
。
以
下
、
本
稿
で
は
、
裁
判
所
に
お
け
る
国
家
の
国
境
管
理
権
限
と
人
権
と
の
関

わ
り
を
批
判
的
に
辿
り
直
し
、
そ
の
含
意
に
つ
い
て
思
惟
を
巡
ら
せ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

(1
)
帝
国
の
遺
制

人
権
条
約
の
母
体
で
あ
る
欧
州
評
議
会
の
設
立
背
景
に
は
、
「
ヨ

ー
ロ

ッ
パ
統
合
運
動
と
、
急
速
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
東
欧
圏
へ
の

対
抗
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
根
底
に
は
、

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
文
明
の
内
部
か
ら
ナ
チ
ズ
ム
の
出
現
を
阻
止
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
危
機
意
識
が

あ
っ
た
：
．o
[
欧
州
評
議
色
が
発
足
後
直
ち
に
作
成
し
は
じ
め
た
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
人
権
条
約
も
、
こ
の
よ
う
な
背
景
に
照
ら
し
て
理
解
で
き

(13
)
 

る
も
の
で
あ
る
」
。

小
畑
郁
の
こ
の
指
摘
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
条
約
は
、
過
去
の
破
綻

（ナ
チ
ズ
ム
）
と
喫
緊
の
脅
威
（
共
産
主
義
）
を
前
に
、
欧
州
が

自
ら
の
民
主
主
義
と
自
由
を
集
団
的
に
保
障
し
よ
う
と
し
て
急
ぎ
立
ち
上
げ
た
一
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
最
重

視
さ
れ
た
の
は

「欧
州
11

私
た
ち
」
の
自
由
の
確
保
で
あ
り
、
他
者
た
る
外
国
人
の
権
利
保
障
は
必
ず
し
も
排
除
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い

と
は
い
え
、
そ
の
扱
い
は
劣
位
の
も
の
に
押
し
と
ど
め
ら
れ
た
観
が
あ
る
。
留
意
す
べ
き
こ
と
に
、
条
約
に
は
表
現

・
集
会
・
結
社
の
自

由
お
よ
び
差
別
禁
止
規
定
が
外
国
人
の
政
治
活
動
に
制
限
を
課
す
こ
と
を
妨
げ
ぬ
旨
を
特
別
に
記
し
た
条
項

（
第
一
六
条
）

が
お
か
れ
て

い
る
の
だ
が
、
条
約
が
依
拠
す
る
世
界
人
権
宣
言
に
は
こ
の
よ
う
な
定
め
は
な
い
。

(12
)
 

そ
ぐ
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
念
が
募
る
の
は
こ
の
ゆ
え
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
、
同
宣
言
が
謳
う
国
を
離
れ
る
権
利
、
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た
の
だ
が
、

る
。

庇
護
を
求
め
・

享
受
す
る
権
利
、
国
籍
へ
の
権
利
と
い

っ
た
、
外
国
人
に
と

っ
て
格
別
の
重
み
を
有
し
得
る
諸
権
利
に
つ
い
て
も
条
約
は

(14
)
 

明
ら
か
に
沈
黙
す
る
体
を
装
っ
て
い
る
。

も
と
よ
り
こ
う
し
た
沈
黙
の
背
景
に
欧
州
の
お
か
れ
た
特
殊
な
歴
史

・
政
治
的
事
情
が
あ
ず
か
っ
て
い
る
こ
と
は
言
を
侯
つ
ま
い
が
、

特
殊
な
事
情
と
い
え
ば
、
条
約
が
英
国
、
ベ
ル
ギ
ー
、

さ
れ
た
法
文
書
で
あ
る
こ
と
も
、
外
国
人
（
移
民
）

フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
と
い
っ
た
一
群
の
植
民
地
保
有
国
を
中
核
と
し
て
作
り
出

の
権
利
保
障
を
論
ず
る
際
に
は
看
過
し
得
な
い
点
で
あ
る
。
そ
れ
を
端
的
に
伝
え
る

第
五
六
（
旧
六
三
）
条
は
、
実
態
に
即
し
て
い
え
ば
植
民
地
条
項
と
称
す
べ
き
も
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
、
締
約
国
が
植
民
地
（
条
文
上
は

「
自
国
が
国
際
関
係
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
地
域
」
）
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
条
約
を
適
用
す
る
宣
言
を
行
え
る
こ
と
、
た
だ
し
、
植
民

地
に
お
い
て
条
約
の
規
定
は

「
現
地
の
必
要
に
妥
当
な
考
慮
を
払

っ
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
」
、
さ
ら
に
、
植
民
地
に
条
約
を
適
用
す
る
宣
言

を
行
な
っ
た
国
は
い
つ
で
も
当
該
植
民
地
に
つ
い
て
個
人
申
立
を
受
理
す
る
裁
判
所
の
権
限
を
受
諾
で
き
る
こ
と
、
が
定
め
ら
れ
て
い

本
稿
は
、
ベ
ル
ギ
ー
や
英
国
代
表
等
の
意
見
を
組
み
入
れ
て
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
の
条
項
の
起
草
過
程
あ
る
い
は
こ
の
条
項
が
各

(15
)
 

国
の
条
約
締
結

・
個
人
申
立
て
の
受
諾
に
及
ほ
し
た
影
響
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ

―っ

こ
こ
で
確
認
し
て

お
き
た
い
の
は
、
こ
の
条
項
の
制
定
を
導
い
た
植
民
地
主
義
の
遺
制
は
「
独
立
」
の
達
成
に
よ
っ
て
も
清
算
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の

(16
)
 

後
も
旧
植
民
地
か
ら
旧
宗
主
国
に
向
け
た
人
の
越
境
移
動
を
構
造
化
す
る
形
を
と

っ
て
継
続
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
や
英
国
等
に

(17
)
 

と

っ
て
み
れ
ば
、
植
民
地
住
民
へ
の
条
約
の
適
用
を
排
除
・
制
限
し
よ
う
と
し
て
導
入
し
た
こ
の
条
項
は
、
図
ら
ず
も
後
年
、
自
国
領
域

(18) 

に
た
ど
り
着
く
旧
植
民
地
住
民
へ
の
条
約
適
用
の
可
否
を
争
う
事
態
の
出
来
を
予
示
す
る
も
の
に
も
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

旧
宗
主
国
へ
の
人
の
移
動
は
、
西
欧

一
般
に
お
け
る
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
高
次
の
労
働
力
需
要
と
重
な
り
あ
っ
て
促
進
さ
れ
て
も
い

一
九
七

0
年
代
半
ば
に
至
り
、
国
際
経
済
の
変
動
の
波
濤
を
浴
び
て
労
働
需
要
は
急
速
に
縮
減
す
る
。
そ
の
中
で
、
「
南
」
か
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ら
西
欧
諸
国
に
入
る
手
立
て
と
し
て
代
わ
っ
て
援
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
家
族
再
結
合

(family
r
e
u
n
i
o
n
 

(19
)
 

原
則
で
あ
っ
た
。
だ
が
労
働
力
の
受
け
入
れ
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
る
一
方
で
、
移
民
に
供
さ
れ
た
入
国
の
扉
は
、
西
欧
諸
国
に
よ
っ
て
け

っ
し
て
寛
大
に
開
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
、
家
族
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
条
約
八
条
の
介
入
を
必
要
と
す
る
契
機
が
生
み
出

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
主
た
る
舞
台
の

一
っ
と
な
っ
た
の
が
旧
植
民
地
大
国
・
英
国
で
あ
る
。

英
国
で
は
す
で
に

一
九
六
二
年
以
降
、
植
民
地
当
局
に
よ
り
発
給
さ
れ
た
旅
券
に
よ
る
英
国
入
国
の
拒
否
・
制
限
を
可
能
と
す
る
移
民

一
九
七

0
年
代
に
は
こ
れ
に
血
統
主
義
も
追
加
さ
れ
、
国
内
労
働
市
場
保
護
の
観
点
か
ら
と
り
わ
け
新
コ

モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
諸
国
出
身
の
カ
ラ
ー
ド
移
民
受
け
入
れ
へ
の
警
戒
心
が
増
幅
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
て
厳
格
化
さ
れ
た
一
九
八

0
年
移
民

規
則
に
よ
り
、
自
ら
が
も
し
く
は
自
ら
の
両
親
が
英
国
生
ま
れ
で
な
い
た
め
夫
の
入
国
を
拒
否
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
女
性
た
ち
が
委
員

会
に
救
済
を
求
め
、
そ
の
う
ち
の
三
件
が
同
委
員
会
の
判
断
を
経
て
裁
判
所
で
検
討
さ
れ
る
段
と
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
事
件
の
申
立
人

が
、
英
国
永
住
権
を
も
つ
マ
ラ
ウ
ィ
出
身
の

A
b
d
u
l
a
z
i
z
(
イ
ン
ド
系
）
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
出
身
の

C
a
b
a
l
e
s
(
裁
判
所
に
事
案
が
付
託
さ
れ

る
ま
で
の
間
に
英
国
に
帰
化
）
、
そ
し
て
前
婚
の
際
に
英
国
市
民
権
を
取
得
し
て
い
た
エ
ジ
プ
ト
出
身
の

B
a
l
k
a
n
d
a
l
i
で
あ
っ
た

C
事
件
）
。

(
2
)
家
族
分
離
の
促
進

第
八
条
の
み
な
ら
ず
、

一
四
条
（
差
別
禁
止
）
、

三
条
（
非
人
道
的
処
遇
等
の
禁
止
）
お
よ
び
一

三
条
（
効
果
的
救
済
の
提
供
）

の
可
否
が
争
わ
れ
た
本
件
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
委
員
会
と
ほ
ぼ
同
様
の
結
論
を
提
示
し
た
。

法
改
正
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、

(A
B
 

家
族
呼
び
寄
せ
）
の

の
適
用

第
八
条
に
つ
い
て
裁
判
所
は
、
ま
ず
本
件
申
立
が
同
条
の
適
用
範
囲
に
入
り
得
る
こ
と
を
是
認
し
、
争
点
を
、
夫
の
入
国
・
在
留
を
認

め
る
積
極
的
義
務
を
英
国
が
負

っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
形
で
定
式
化
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
積
極
的
義
務
に
関
わ
っ
て
家
族
生
活
を
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ど
う
尊
重
す
る
か
は
事
案
に
よ
り
異
な
る
の
で
、
「
条
約
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
に
と
る
措
置
の
決
定
に
あ
た
り
、
締
約
国
は
広
範
な
評

価
の
余
地
を
有
す
る
」
と
述
べ
る
と
と
も
に
、
「
定
住
移
民
の
親
族
の
入
国
を
認
め
る
国
の
義
務
の
範
囲
は
、
当
人
の
お
か
れ
た
事
情
に
よ

り
異
な
る
」
と
し
、
さ
ら
に
続
け
て
、
本
件
は
家
族
生
活
だ
け
で
な
く
出
入
国
に
も
か
か
わ
っ
て
お
り
、
「
確
立
し
た
国
際
法
の
問
題
と
し

て
、
お
よ
び
、
条
約
上
の
義
務
に
従
う
こ
と
を
条
件
に
、
国
は
自
国
領
域
に
外
国
人
が
入
る
こ
と
を
管
理
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
こ
と

を
裁
判
所
と
し
て
は
無
視
で
き
な
い
」
と
判
じ
た
。
そ
し
て
「
第
八
条
に
よ
り
課
せ
ら
れ
る
義
務
は
、
夫
婦
の
居
所
選
択
を
尊
重
し
、
外

国
人
配
偶
者
を
定
住
の
た
め
自
国
に
受
入
れ
る
一
般
的
義
務
を
締
約
国
に
及
ぼ
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
説
く
に
及
ん
で

(20
)
 

い
る
。

第
八
条
の
適
用
に
か
か
る
こ
う
し
た
認
識
は
、
外
国
人
の
入
国
・
在
留
管
理
に
つ
き
日
本
の
法
廷
の
多
く
が
連
綿
と
依
拠
す
る
広
範
な

自
由
裁
量
の
論
旨
を
紡
彿
さ
せ
、
同
条
の
帰
趨
に
つ
い
て
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
な
判
断
を
下
す
の
か
を
容
易
に
想
像
さ
せ
る
も
の
で
も
あ

っ
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
裁
判
所
は
念
入
り
に
も
、
申
立
人
ら
が
、
自
ら
の
出
身
国
あ
る
い
は
夫
の
本
国
で
生
活
を
営
む
障
害
が
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
婚
姻
時
に
お
い
て
夫
の
定
住
が
英
国
法
上
困
難
で
あ

っ
た
事
情
を
知
り
得
た
は
ず
で
あ
る
こ
と
、

(21
)
 

に
も
言
及
し
、
よ

っ
て
家
族
生
活
の
尊
重
を
欠
い
て
い
た
と
は
い
え
な
い
と
の
結
論
を
導
く
に
至

っ
た
。

申
立
人
ら
が
訴
え
を
起
こ
し
た
後
背
に
、
既
に
示
唆
し
た
よ
う
な
人
の
越
境
移
動
を
促
す
構
造
的
な
要
因
が
広
が

っ
て
い
た
こ
と
は
紛

れ
も
な
い
。
移
民
規
則
の
改
正
も
、
も
っ
ぱ
ら
英
国
側
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
申
立
人
ら
は
英
国
で
婚
姻
生
活
を
営
む
こ
と
を

(22
)
 

望
ん
で
い
た
も
の
の
、
裁
判
所
は
、
そ
れ
が
か
な
わ
ぬ
責
任
を
申
立
人
自
身
の
怠
慢
や
不
注
意
に
帰
し
た
。
そ
し
て
そ
の
理
由
付
け
の
基

礎
に
国
家
の
広
範
な
国
境
管
理
権
限
を
据
え
て
い
る
。
裁
判
所
の
ま
な
ざ
し
が
根
幹
に
お
い
て
国
家
（
英
国
）
の
側
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る

(23
)
 

こ
と
を
う
か
が
い
知
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

A
B
C
事
件
判
決
で
示
さ
れ
た
こ
の
判
断
枠
組
み
の
基
本
は
他
の
事
件
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
を
別
し
て
言
え
ば
、
国
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条
約
（
八
条
）
違
反
を
認
定
し
、
申
立
人
の
側
に
軍
配
を
あ
げ
て
も
い
る
。

殺
害
さ
れ
て
避
難
し
て
き
た
女
性
が
、
避
難
先
の
オ
ラ
ン
ダ
で
知
り
合
っ
た
難
民
と
婚
姻
し
て
二
人
の
子
を
儲
け
、
さ
ら
に
住
宅
を
購
入

す
る
な
ど
し
て
生
活
を
整
え
た
後
、
本
国
に
残
る
子
と
の
合
流
を
求
め
た
と
こ
ろ
、

(25
)
 

が
条
約
違
反
に
あ
た
る
と
訴
え
出
た
事
案
が
あ
る
。

オ
ラ
ン
ダ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
申
立
人
の
女
性
は
エ
リ
ト
リ
ア
に
自
ら
の
意
思
で
子
を
残
し
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
同
人
と
の
「
密
接

な
家
族
の
絆
」
は
す
で
に
消
失
し
て
い
る
、
と
さ
れ
た
。
だ
が
裁
判
所
は
、
子
を
残
し
て
き
た
事
情
に
か
か
る
オ
ラ
ン
ダ
の
見
解
に
疑
義

を
呈
す
る
と
と
も
に
、
申
立
人
ら
が
同
国
に
定
着
し
（
市
民
権
も
取
得
）
、
二
人
の
未
成
年
の
子
が
同
国
で
生
ま
れ
育
っ
て
も
い
る
こ
と
、

さ
ら
に
エ
リ
ト
リ
ア
に
残
し
て
き
た
子
(
-
五
歳
）
が
婚
姻
年
齢
に
達
し
た
た
め
養
育
し
て
い
る
祖
母
か
ら
退
学
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
等

を
勘
案
し
、

て
示
さ
れ
て
い
た
別
の
判
断
に
お
い
て
裁
判
所
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
に
合
法
的
に
在
留
す
る
一
一
人
の
子
ど
も
の
存
在
を
主
た
る

(26
)
 

理
由
と
し
て
、
ト
ル
コ
に
い
る
も
う
一
人
の
子
と
の
オ
ラ
ン
ダ
で
の
合
流
を
認
め
ぬ
措
置
を
や
は
り
条
約
違
反
と
認
定
し
て
い
た
が
、
判

決
文
が
伝
え
る
と
お
り
、
こ
の
先
行
判
断
が
エ
リ
ト
リ
ア
出
身
者
の
事
例
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

判
決
）

家
の
国
境
管
理
権
限
を
基
軸
に
据
え
、
こ
れ
と
の
関
係
で
申
立
人
の
お
か
れ
た
事
情
を
変
数
と
し
て
評
価
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
国
家
の
利
益
は
所
与
の
も
の
と
し
て
そ
の
内
実
を
具
体
的
に
追
究
せ
ず
、
申
立
人
側
の
事
情
の
み
を
評
価
の
対
象
に
す
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
国
家
の
国
境
管
理
権
限
は
「
確
立
し
た
国
際
法
」
に
よ
り
自
在
の
も
の
と
さ
れ
、
個
人
の
被
る
不
利
益

(24
)
 

は
相
当
な
水
準
に
達
し
な
い
か
ぎ
り
条
約
違
反
の
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
構
図
に
な
っ
て
い
る
。

む
ろ
ん
そ
れ
で
も
、
外
国
人
の
権
利
保
障
を
す
べ
か
ら
く
在
留
資
格
の
枠
内
に
押
し
込
め
る
日
本
の
最
高
裁
判
決
（
マ
ク
リ
ー
ン
事
件

オ
ラ
ン
ダ
当
局
に
よ
っ
て
こ
れ
を
拒
否
さ
れ
た
こ
と

オ
ラ
ン
ダ
の
措
置
は
申
立
人
の
利
益
と
の
公
正
な
均
衡
を
欠
い
て
い
る
と
し
て
第
八
条
違
反
を
認
定
し
た
。
こ
れ
に
先
立
っ

一
例
を
挙
げ
る
と
、

エ
リ
ト
リ
ア
で
の
内
戦
の
さ
な
か
夫
を

に
比
べ
れ
ば
個
人
の
権
利
が
実
現
さ
れ
る
扉
は
塞
が
れ
て
い
る
わ
け
で
は
い
な
い
。
現
に
い
く
つ
か
の
事
件
に
お
い
て
裁
判
所
は



(462) 神奈川法学第 51巻第 3号 2019年 10 

そ
の
一
方
で
デ
ン
マ
ー
ク
が
訴
え
ら
れ
た
事
案
で
は
、
帰
化
に
よ
り
同
国
民
と
な
っ
た
申
立
人
が
同
国
に
お
い
て
ガ
ー
ナ
人
妻
と
の
家

族
再
統
合
を
拒
否
さ
れ
た
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
た
。
市
民
権
を
取
得
し
て
二
八
年
を
経
過
し
な
い
こ
と
に
は
外
国
人
配
偶
者
と
の
結
合
を

認
め
ぬ
法
令
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
が
、
な
ん
と
も
名
状
し
が
た
い
こ
と
に
小
法
廷
は
第
八
条
（
全
員
一
致
）
に
つ
い
て
も
一
四
条
（
多
数

(27
)
 

意
見
）
に
つ
い
て
も
条
約
違
反
を
認
定
し
な
か

っ
た
。
こ
の
事
件
を
付
託
さ
れ
た
大
法
廷
は
、

二
八
年
の
時
の
経
過
を
求
め
る
当
該
規
則

が
民
族
的
出
身

(
e
t
h
n
ic
o
n
g
i
n
)

に
基
づ
く
間
接
的
な
差
別
効
果
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
と
し
て

（八
条
と
あ
わ
せ
た
）

(28
)
 

め
た
も
の
の
、
第
八
条
単
独
の
違
反
の
訴
え
に
つ
い
て
は
判
断
を
回
避
し
た
。

こ
の
大
法
廷
判
決
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
差
別
を
禁
ず
る
第
一

四
条
違
反
の
訴
え
を
第
八
条
と
関
連
づ
け
て
認
容
す
る
事
例
は
漸
増
す

一
四
条
違
反
を
認

る
傾
向
に
あ
り
、
ま
た
、
上
記
オ
ラ
ン
ダ
の
事
例
の
よ
う
に
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を

（黙
示
的
で
あ
れ
）
重
視
す
る
潮
流
も
顕
在
化
し

(29
)

（

30
)
 

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
家
族
再
統
合
の
訴
え
に
新
た
な
地
平
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
第
八
条
に
基
づ
く
主
張
を

退
け
る
裁
判
所
の
基
本
認
識
自
体
に
特
筆
す
べ
き
変
化
は
看
取
で
き
な
い
。
「南
」
か
ら
到
来
す
る
人
々
に
と

っ
て
み
れ
ば
、
裁
判
所
の
提

示
す
る
「
確
立
し
た
国
際
法
」
の
法
理
は
、
西
欧
諸
国
へ
の
入
国
・
在
留
を
妨
げ
る
巨
大
な
障
壁
の
ま
ま
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

条
約
八
条
に
つ
い
て
の
裁
判
例
を
調
査
し
て
い
く
と
、
入
国
・
在
留
に
か
か
る
も
の
よ
り
も
退
去
強
制
／
国
外
追
放
に
関
す
る
事
例
が

(31
)
 

多
い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
前
者
に
比
べ
、
後
者
の
条
約
違
反
を
争
う
ほ
う
が
訴
え
を
認
容
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
い

(32
)
 

う
実
務
的
判
断
に
想
到
す
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
、

一
九
八
八
年
に
示
さ
れ
た

B
e
r
r
e
h
a
b
事
件
判
決
を
喘
矢
と
し

(33
)
 

て
、
裁
判
所
は
立
て
続
け
に
退
去
強
制
措
置
の
条
約
八
条
違
反
を
認
定
す
る
判
断
を
公
に
し
た
。
申
立
人
の
多
く
を
占
め
て
い
た
者
が
移

民
第
二
世
代
で
あ
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、
国
民
と
移
民
第
二
世
代
と
の
間
の
差
異
を
除
去
す
る
こ
と
を
裁
判
所
が
密
か
に
企
図
し
て
お

3

退
去
強
制
／
国
外
追
放
の
正
統
化
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は
、
元
妻
お
よ
び
娘
を
も
申
立
人
と
し
て
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た

(34
)
 

り
、
「
外
国
人
の
追
放
に
関
す
る
慣
習
国
際
法
の
基
本
原
則
が
変
容
し
つ
つ
あ
る
」
と
論
じ
る
者
が
い
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
論
調
が
馴
染
む
時
期
の
前
史
と
し
て
想
起
し
て
お
く
べ
き
こ
と
に
、

B
e
r
r
e
h
a
b
事
件
判
決
が
示
さ
れ
る
一
九
八
八
年
ま
で

の
間
、
退
去
強
制
措
置
に
処
せ
ら
れ
た
者
か
ら
家
族
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
申
立
て
が
委
員
会
に
九

0
件
も
提
出
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、

こ
の
種
の
訴
え
が
な
さ
れ
始
め
た
一
九
五

0
年
代
後
半
以
降
、
委
員
会
は
そ
れ
ら
す
べ
て
を
「
明
ら
か
に
理
由
が
な
い

(35
)
 

fo
u
n
d
e
d
)
」
と
し
て
却
下
す
る
不
受
理

(
i
n
a
d
m
issi
bl
e)

判
断
を
示
し
続
け
て
い
た
。
西
欧
諸
国
に
入
国

・
在
留
を
求
め
る
者
の
場
合
と

(
m
a
m
fest
ly
 111

,
 

同
様
に
、
退
去
強
制
を
受
け
る
者
の
多
く
も
ま
た
「
南
」
の
出
身
者
で
あ
る
。
英
国
か
ら
追
放
さ
れ
る
パ
キ
ス
タ
ン
人
や
フ
ラ
ン
ス
か
ら

追
放
さ
れ
る
チ
ュ
ニ
ジ
ア
人
等
の
例
を
見
る
ま
で
も
な
く
、
そ
の
背
後
に
は
植
民
地
主
義
の
遺
制
と
も
い
う
べ
き
構
造
的

・
歴
史
的
要
因

が
広
が
っ
て
い
る
。
D
e
m
b
o
u
r
が
的
確
に
批
判
す
る
と
お
り
、
委
員
会
の
不
受
理
判
断
は
、
そ
う
し
た
要
因
へ
の
関
心
を
欠
く
こ
と
に
加

え
、
カ
ラ
ー
ド
移
民
は
そ
の
家
族
も
含
め
容
易
に
出
身
国
に
戻
り
定
着
で
き
る
は
ず
だ
、
と
い
う
実
証
的
根
拠
を
ま
っ
た
く
も
た
ぬ
人
種

化
さ
れ
た
人
間
観
を
濃
厚
に
湛
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
退
去
強
制
と
い
う
出
入
国
管
理
権
限
の
行
使
を
、
条
約
八
条
を
無
条
件
に

凌
駕
す
る
も
の
と
も
捉
え
て
い
た
。
「
委
員
会
の
決
定
は
、
申
立
人
の
退
去
強
制
が
い
っ
た
い
い
か
な
る
意
味
で
国
家
の
正
統
な
利
益
に

(36
)
 

資
す
る
の
か
を
説
明
し
て
い
な
い
。
詳
細
な
理
由
づ
け
は
、
明
ら
か
に
必
要
な
も
の
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
。

そ
う
で
あ
っ
た
だ
け
に
、

B
e
r
r
e
h
a
b
事
件
判
決
は
待
望
久
し
き
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
た
。
事
案
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

オ
ラ
ン
ダ
人
と
の
婚
姻
に
よ
り
同
国
に
居
住
し
、
就
労
許
可
も
得
た

B
e
r
r
e
h
a
b

(
モ
ロ
ッ
コ
国
籍
）
は
、
そ
の
後
、
婚
姻
関
係
の
破
綻
に

よ
り
離
婚
に
至
る
。
同
人
は
離
婚
後
ほ
ど
な
く
し
て
生
ま
れ
た
娘
と
定
期
的
に
面
会
し
て
い
た
の
だ
が
、
離
婚
を
理
由
に
在
留
許
可
の
更

新
を
拒
否
さ
れ
、
国
外
退
去
を
命
じ
ら
れ
る
。
き
わ
め
て
異
例
な
こ
と
に
、
当
該
措
置
が
第
三
条
お
よ
び
八
条
違
反
に
あ
た
る
と
の
訴
え

（
た
だ
し
、

元
妻
の
申
立
は
不
受
理
と
な
る
。
な
お
、
申
立
人
は
元
妻

と
再
婚
し
、
オ
ラ
ン
ダ
在
留
が
再
び
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
た
）
。
裁
判
所
は
、
長
年
オ
ラ
ン
ダ
に
正
規
在
留
し
て
い
た

B
e
r
r
e
h
a
b
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一
九

が
、
在
留
資
格
を
喪
失
し
た
こ
と
以
外
な
ん
ら
の
違
法
行
為
も
行
な
っ
て
お
ら
ず
、
娘
と
の
関
係
も
緊
密
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
オ
ラ
ン

(37
)
 

ダ
の
追
求
し
た
目
的
と
採
用
し
た
手
段
（
追
放
措
置
）
と
の
間
に
不
均
衡
が
あ
る
と
し
て
、
第
八
条
違
反
の
認
定
に
踏
み
込
ん
だ
。

こ
の
判
決
の
後
、
裁
判
所
は
、

M
o
u
s
t
a
q
u
z
m
事
件
を
手
始
め
に
、
犯
罪
を
犯
し
退
去
強
制
に
処
せ
ら
れ
た
移
民
第
一
―
世
代
の
処
遇
に
つ

い
て
第
八
条
の
観
点
か
ら
判
断
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
申
立
人
に
有
利
な
判
断
が
引
き
続
い
た
際
に
移
民
第
二

世
代
の
退
去
を
阻
止
す
る
裁
判
所
の
隠
さ
れ
た
企
図
の
存
在
を
指
摘
す
る
向
き
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
真
相
が
ど
う
あ
れ
、
違
反
認
定
に
至

っ
た
理
由
に
つ
い
て
明
確
な
基
準
は
必
ず
し
も
示
さ
れ
ず
、
そ
の
後
、
違
反
な
し
と
の
判
断
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
「
違

反
」
と
「
違
反
な
し
」
と
を
分
か
つ
境
界
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
が
判
然
と
し
な
い
事
態
に
陥
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
家
族
・
私
生
活
に
干

渉
す
る
措
置
を
正
当
化
す
る
に
は
、
目
的
と
手
段
と
の
均
衡
（
民
主
社
会
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
）
が
判
断
の
要
で
あ
る
こ
と
は
確

(38
)
 

か
だ
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
要
素
に
ど
の
よ
う
な
重
み
を
も
た
せ
て
評
価
を
行
う
の
か
が
い
か
に
も
不
分
明
で
あ
っ
た
。
現
に
、

九
六
年
に
移
民
第
二
世
代
の
事
件
で
初
の
違
反
な
し
と
の
判
断
に
な
っ
た

B
o
u
g
h
a
n
e
m
1
事
件
判
決
で
は
、
反
対
意
見
を
表
明
し
た

M
a
r
t
e
n
s
裁
判
官
が
、
多
数
意
見
の
採
用
す
る
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
予
測
不
能
な
「
く
じ
び
き

(lottery)
」
に
な
ぞ
ら

(39
)
 

え
て
論
難
し
て
い
た
。

(40
)
 

こ
う
し
た
批
判
に
応
え
る
べ
く
、
裁
判
所
は
二

0
0
一
年
に
判
断
基
準
を
次
の
八
つ
に
整
序
し
て
提
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
申
立
人
の

犯
し
た
犯
罪
の
性
質
・
重
大
性
、
当
該
国
で
の
滞
在
期
間
、
犯
罪
後
に
経
過
し
た
時
間
と
そ
の
間
の
申
立
人
の
行
動
、
関
係
す
る
者
た
ち

の
国
籍
、
家
族
状
況
（
婚
姻
期
間
そ
の
他
夫
婦
の
家
族
生
活
の
真
正
を
示
す
事
情
）
、
家
族
関
係
に
入
っ
た
時
点
で
の
配
偶
者
に
よ
る
犯
罪

の
了
知
、
子
の
存
在
と
年
齢
、
配
偶
者
が
申
立
人
の
出
身
国
（
送
還
先
）
で
遭
遇
す
る
困
難
の
深
刻
さ
、
で
あ
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
違

反
を
導
く
に
あ
た
り
、
こ
れ
ら
の
基
準
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
の
か
は
判
決
文
か
ら
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
か

(41
)
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(42
)
 

こ
う
し
て
そ
の
後
も
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
安
定
性
を
欠
く
判
断
が
続
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

二
0
0
六
年
に
至
り、

基
準

の
明
確
化
を
託
さ
れ
て
大
法
廷
が
退
去
強
制
事
案
に
つ
い
て
判
断
を
示
す
機
会
が
訪
れ
た
。
大
法
廷
は
、

二
0
0
一
年
に
示
さ
れ
て
い
た

上
記
八
つ
の
基
準
に
さ
ら
に

二
つ
の
基
準
（
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
•
福
利
（
と
り
わ
け
送
還
先
で
遭
遇
す
る
困
難
の
深
刻
さ
）
、
滞
在

国

・
送
還
先
の
国
と
の
社
会
的
・
文
化
的
・
家
族
的
結
び
つ
き
の
強
さ
）
を
追
加
し
た
う
え
で
、
第
八
条
に
つ
き
違
反
な
し
と
し
た
小
法

(43
)
 

廷
判
決
を
踏
襲
し
、
申
立
人
の
退
去
強
制
を
是
認
す
る
判
断
を
導

い
た
。
判
断
の
指
針
が
拡
充
さ
れ
た
こ
と
の
善
し
悪
し
は
と
も
か
く

も
、
大
法
廷
判
決
は
こ
れ
ら
を
本
件
事
案
に
当
て
は
め
る
に
あ
た
り
、
ど
の
基
準
を
い
か
に
評
価
し
て
申
立
人

（オ
ラ
ン
ダ
在
留
）
の
ト

ル
コ
ヘ
の
退
去
強
制
が

「公
正
な
均
衡
」
を
欠
か
な
い
と
判
ず
る
に
及
ん
だ
の
か
を
ま

っ
た
＜
説
明
し
な
か

っ
た
。
基
準
の
数
自
体
が
増

や
さ
れ
て
も
、
「
く
じ
引
き
」
の
ご
と
き
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
の
判
断
が
変
わ
る
こ
と
は
お
よ
そ
な
か

っ
た
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

大
法
廷
は
二

0
0
八
年
に
、
未
成
年
時
に
犯
し
た
非
暴
力
的
な
犯
罪
に
よ
り
申
立
人
を
ブ
リ
ガ
リ
ア
ヘ
退
去
強
制
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
措
置
を
「
民
主
的
社
会
に
必
要
な
」
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
し
て
第
八
条
の
違
反
を
認
定
し
て
い
る
が
、
判
断
基
準
の
あ
て
は
め
に
つ

(44
)
 

い
て
は

一
人
の
裁
判
官
か
ら
異
な
る
評
価
も
示
さ
れ
た
。
こ
の
判
決
以
降
も
条
約
違
反
の
判
断
こ
そ
出
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
不
受
理

喧

あ
る
い
は
違
反
な
し
の
判
決
は
さ
ら
に
多
数
に
及
ひ
、
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
の
比
重
が
増
し
て
い
る
と
は
い
え
、
判
断
の
仕
方
は
ケ
ー

ス
バ
イ
ケ
ー
ス
の
位
相
を
払
拭
し
得
て
い
る
よ
う
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
そ
し
て

一
連
の
判
断
が
立
ち
至
る
結
果
を
見
や
る
に
、
裁
判

所
へ
の
訴
え
は
退
去
強
制
の
取
り
消
し
で
は
な
く
、

是
認
に
逢
着
す
る
例
が
あ
き
ら
か
に
多
い
。
裁
判
所
へ
の
救
済
申
立
が
も
た
ら
し
て

(46
)
 

い
る
の
は
、
申
立
人
の
顔
い
と
は
裏
腹
に
、
退
去
強
制
を
正
統
化
す
る
非
人
道
的
な
結
末
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
と
の
関
連
で
さ
ら
に
留
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
こ
の
間
、
「
確
立
し
た
国
際
法
」
の
定
型
句
が
強
化
さ
れ
て
出
来
す
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
退
去
強
制
に
か
か
る
事
案
で
は
、

B
e
r
r
e
h
a
b
事
件
な
ど
初
期
の
判
決
に
見
当
た
ら
な
か

っ
た

「確
立
し
た
国
際
法
」
へ

(47
)
 

の
言
及
が
、

U
n
e
r
事
件
判
決
に
あ

っ
て
は

A
B
C
事
件
判
決
を
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア

ッ
プ
す
る
形
で
次
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
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I[]

に
な
っ
て
い
る
。

当
裁
判
所
は
、
確
立
し
た
国
際
法
の
問
題
と
し
て
、
お
よ
び
、
条
約
上
の
義
務
に
従
う
こ
と
を
条
件
に
、
自
国
領
域
に
外
国
人
が

入
る
こ
と
お
よ
び
そ
の
在
留
を
管
理
す
る
権
利
を
国
が
有
し
て
い
る
こ
と
を
冒
頭
で
再
確
認
し
て
お
<
。
[欧
州
人
権
]
条
約
は
外

国
人
が
特
定
の
国
に
入
り
ま
た
は
在
留
す
る
権
利
を
保
障
し
て
お
ら
ず
、
国
は
、
公
の
秩
序
を
維
持
す
る
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
外

国
人
を
追
放
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
国
の
決
定
は
、
第
八
条

一
項
に
よ
り
保
護
さ
れ
る

権
利
に
干
渉
す
る
場
合
に
は
、
法
律
に
従
い
か
つ
民
主
的
社
会
に
お
い
て
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
差
し
迫
っ
た
社

会
的
必
要
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
、
と
り
わ
け
追
求
さ
れ
る
正
統
な
目
的
と
均
衡
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い

。

当
裁
判
所
は
、
外
国
人
が
受
入
れ
国
に
成
人
と
し
て
ま
た
は
き
わ
め
て
若
年
時
に
入
国
し
た
か
ど
う
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
こ
れ

ら
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
当
裁
判
所
は
長
期
滞
在
移
民
の
退
去
強
制
禁
止
に
関
す
る
勧
告
一
五
〇

四
（
二
0
O
I

)

に
触
れ
て
お
く
。
こ
れ
は
、
受
入
れ
国
で
生
ま
れ
育

っ
た
長
期
滞
在
移
民
が
い
か
な
る
事
情
に
よ

っ
て
も
退
去
強

制
さ
れ
な
い
こ
と
を
と
り
わ
け
て
保
障
す
る
よ
う
閣
僚
委
員
会
が
加
盟
国
に
勧
奨
す
る
こ
と
を
欧
州
評
議
会
議
員
会
議
が
勧
告
し
た

も
の
で
あ
る
。
自
国
で
出
生
し
あ
る
い
は
幼
少
期
に
入
国
し
た
長
期
滞
在
移
民
を
そ
の
犯
罪
歴
に
基
づ
ぎ
退
去
強
制
さ
せ
る
こ
と
は

で
き
な
い
旨
の
立
法
を
行
っ
た
か
ま
た
は
そ
の
旨
の
政
策
を
採
用
し
て
い
る
一
群
の
国
が
あ
る
と
は
い
え
、
退
去
強
制
さ
れ
ぬ
絶
対

的
権
利
は
条
約
第
八
条
か
ら
は
生
じ
得
な
い
。
現
に
、
同
条
二
項
は
一
項
が
保
障
す
る
一
般
的
権
利
へ
の
例
外
を
明
瞭
に
認
め
る
文

上
記
議
員
会
議
勧
告
は
ま
た
‘
[
上
記
]
段
落
で
言
及
し
た
範
疇
の
者
を
除
く
ほ
か
、
刑
事
犯
罪
を
実
行
し
た
長
期
滞
在
移
民
は
国

民
に
適
用
さ
れ
る
の
と
同

一
の
通
常
法
の
手
続
き
お
よ
び
制
裁
に
服
す
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
退
去
強
制
と
い
う
「
制
裁
」
は
国

の
安
全
に
影
響
を
与
え
る
特
に
重
大
な
犯
罪
で
あ
っ
て
有
罪
と
認
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
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い
る
。 い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
法
廷
は
、
外
国
人
が
き
わ
め
て
強
い
居
住
資
格
を
有
し
、
高
度
の
統
合
を
成
し
遂
げ
て
い
よ
う
と
も
、

条
約
八
条
二
項
に
掲
げ
る
一
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
理
由
に
よ
り
外
国
人
を
退
去
強
制
す
る
締
約
国
の
権
限
の
行
使
に
あ
た
り
、
そ
の

立
場
は
国
民
と
同
一
に
は
な
り
得
な
い
と
考
え
る
。
当
裁
判
所
は
さ
ら
に
、
有
罪
判
決
を
受
け
刑
事
法
上
の
制
裁
に
処
せ
ら
れ
た
定

住
移
民
に
居
住
許
可
を
取
消
し
お
よ
び
／
ま
た
は
退
去
強
制
命
令
を
発
す
る
決
定
は
、
第
七
議
定
書
四
条
の
適
用
に
あ
た
っ
て
も
、

ま
た
、
よ
り

一
般
的
に
も
、

二
重
処
罰
で
は
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

締
約
国
は
、
社
会
を
保
護
す
る
た
め
、
刑
事
犯
罪
に
よ
り
有
罪
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
措
置
を
と
る
権
利
を
有
し
て
い
る
I

む

ろ
ん
、
第
八
条
一
項
の
保
障
す
る
権
利
に
干
渉
す
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
措
置
が
民
主
的
社
会
に
お
い
て
必
要
で
、
追
求
さ

れ
る
目
的
と
均
衡
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
に
し
て
だ
が
。
そ
う
し
た
行
政
措
置
の
性
格
は
、
処
罰
的
と
い
う
よ
り
も
予
防
的
と
み
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。

や
や
長
め
の
引
用
に
な
っ
た
が
、
国
家
主
権
を
防
護
す
る
「
確
立
し
た
国
際
法
」
へ
の
裁
判
所
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
が
ま
す
ま
す
強
ま

(48) 

っ
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
「
確
立
し
た
国
際
法
」
は
、
い
ま
や
退
去
強
制
事
案
に
も
欠
か
せ
ぬ
原
則
と
し
て
判
決
を
彩
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
上
記
判
決
で
言
及
さ
れ
て
い
る
欧
州
評
議
会
議
員
会
議
の
勧
告
は
、
裁
判
所
が
再
述
し
て
い
る
と
お
り
、
長
期
滞

在
し
て
い
る
移
民
を
退
去
強
制
し
な
い
よ
う
加
盟
国
に
勧
奨
す
る
も
の
で
あ
り
、
欧
州
に
広
が
る
退
去
強
制
の
非
人
道
的
実
態
へ
の
強
い

懸
念
の
表
明
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
判
決
に
は
こ
の
勧
告
に
従
っ
て
国
内
法

・
政
策
の
変
更
を
手
が
け
た
国
が
あ
る
こ
と
も
記
さ
れ
て

し
か
し
そ
う
し
た
事
実
を
了
知
し
つ
つ
も
、
裁
判
所
は
上
記
勧
告
に
公
然
と
異
議
を
唱
え
る
に
及
ん
だ
。
幼
少
時
に
入
国
し
て
以
来
長

期
に
わ
た
っ
て
滞
在
し
て
い
る
移
民
で
あ
っ
て
も
、
退
去
強
制
す
る
権
限
を
国
が
変
わ
ら
ず
に
有
し
て
い
る
こ
と
が
念
入
り
に
強
調
さ
れ
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て
い
る
。
裁
判
所
が
「
人
権
」
裁
判
所
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
る
に
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
主
権
国
家
の
代
弁
者
よ
ろ
し
く
国
境
管
理

権
限
の
刻
印
に
固
執
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
判
決
か
ら
う
か
が
い
知
れ
る
も
の
を
端
的
に
表
す
れ
ば
、

(50
)
 

裁
判
所
は
、
国
家
の
利
益
（
国
境
管
理
権
限
）
を
人
間
の
利
益
に
優
先
さ
せ
る
機
制
を
奥
深
く
身
体
化
し
た
司
法
機
関
と
し
て
、
そ
の
存

(51
)
 

在
を
移
民
（
外
国
人
）
に
向
け
て
い

っ
そ
う
高
く
屹
立
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

国
境
管
理
へ
の
歴
史
的
視
座

冷
戦
が
終
結
し
条
約
が
「
東
方
」
に
拡
張
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
そ
の
様
相
に
は
少
な
か
ら
ぬ
変
化
が
見
ら
れ
る
と
は
い
え
、
裁
判
所
に

と
っ
て
み
れ
ば
、
普
遍
的
人
権
の
理
念
を
世
界
に

〈善
導
〉
し
て
や
ま
ぬ
西
欧
諸
国

（と
り
わ
け
中
核
諸
国
）

的
に
は
信
頓
に
基
づ
く
そ
れ
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
大
規
模
人
権
侵
害
国
が
溢
れ
か
え
っ
た
中
南
米
や
ア
フ
リ
カ
諸
国
を
相
手
に
す
る
の

と
で
は
、
原
則
的
な
構
え
が
大
い
に
異
な
る
の
も
由
な
き
こ
と
で
は
な
い
。
人
の
越
境
移
動
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
西
欧
に
浸
潤
す
る
メ

ン
タ
リ
テ
ィ
は
「
受
け
入
れ
国
側
」
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
こ
の
ゆ
え
に
「
送
り
出
し
国
側
」
の
そ
れ
が
支
配
的
な
地
域
と
は
違
っ
た
国
境

(52
)
 

観
が
無
意
識
に
せ
よ
裁
判
所
全
体
に
刻
印
さ
れ
て
き
た
と
も
い
え
る
。

見
過
ご
せ
な
い
こ
と
に
、
裁
判
所
が
移
民
の
権
利
に
か
か
る
事
案
を
扱
い
始
め
た
一
九
八

0
年
代
は
、
近
年
の
日
本
の
よ
う
に
西
欧

（欧
米
）
に
お
い
て
「
庇
護
の
危
機
」
が
煽
ら
れ
始
め
た
時
期
で
あ
っ
た
。
「
偽
装
難
民

(b
o
gu
s
r
e
f
u
g
e
e
)
」
と
い
う
語
が
案
出
さ
れ
巷
間

に
流
布
し
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。
そ
し
て

D
a
u
v
e
r
g
n
e
の
い
う
よ
う
に
、
「
こ
う
し
た
傾
向
に
あ
っ
て
最
も
重
要
な
の
は
、
庇
護
申
請

の
取
締
ま
り
が
、
移
民
の
流
入

一
般
（
特
に
非
正
規
移
民
）

4
 

の
取
締
ま
り
と
織
り
合
わ
さ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
：
．
庇
護
の
危
機
を
非
正
規

移
民
の
取
締
ま
り
全
般
か
ら
切
り
離
す
の
は
困
難
で
あ
る
。
：
．
庇
護
の
危
機
は
一
九
八

0
年
代
半
ば
に
始
ま
っ
た
が
、

(53
)
 

ば
ま
で
に
は
非
正
規
移
民
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
取
締
ま
り
が
本
格
的
に
手
が
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
」
。
国
境
を
超
え
て
移
民
が
流

一
九
九

0
年
代
半

へ
の
ま
な
ざ
し
は
、
基
本
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入
す
る
こ
と
へ
の
恐
怖
心
が
裁
判
所
の
所
在
す
る
西
欧
を
席
巻
す
る
時
代
状
況
が
広
が

っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
移
民
流
入
の
恐
怖
は
、

二

―
世
紀
が
深
ま
る
中
で
さ
ら
に
深
刻
化
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

国
境
管
理
権
限
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
多
く
の
訴
え
を
門
前
払
い
し
続
け
た
委
員
会
の
実
績
を
基
層
に
据
え
つ
つ
、
国
家
主
権
に
い

っ
そ

う
謙
抑
的
な
立
場
を
推
進
す
る
に
あ
た
り
、
裁
判
所
に
と
っ
て

「確
立
し
た
国
際
法
」
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
ぬ
法
命
題
で
あ

っ
た
。
先

述
の
と
お
り
、
「
確
立
し
た
国
際
法
」
を
評
し
て
英
国
の
最
上
級
審
は
「
最
も
早
く
か
ら
最
も
広
く
認
め
ら
れ
た
主
権
国
家
の
権
限
の
一
っ

(54) 

で
あ

っ
た
」
と
評
し
て
い
る
。
A
B
C
事
件
判
決
は
、
裁
判
所
自
ら
が
以
後
、
連
蒻
の
ご
と
く
引
用
し
て
い
く
「
確
立
し
た
国
際
法
」
の

存
在
に
つ
い
て
な
ん
ら
の
た
め
ら
い
な
く
自
明
の
理
と
し
て
扱
っ
て
い
た
の
だ
が
、
英
国
貴
族
院
が
い
う
よ
う
に
「
最
も
早
く
か
ら
最
も

広
く
認
め
ら
れ
た
主
権
国
家
の
権
限
」
だ

っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
当
然
の
扱
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
だ
ろ
う
。

た
し
か
に
、
世
界
的
に
最
も
権
威
の
あ
る
国
際
法
テ
キ
ス
ト
の

―
つ
で
あ
る

O
p
p
e
n
h
e
i
m
の
著
書
も
こ
う
記
す
。
「
外
国
人
の
受
け
入

れ
は
裁
量
の
問
題
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
国
も
、
そ
の
領
域
的
至
高
性
に
よ
っ
て
、
自
国
領
域
の
す
べ
て
あ
る
い
は
そ
の
い
ず
れ
の
部
分
か

(55) 

ら
も
外
国
人
を
排
除
す
る
権
限
を
有
す
る
。
」
こ
う
し
た
法
認
識
を
先
駆
的
に
示
し
た
司
法
判
断
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
、

一
九
世
紀
末
に

米
国
連
邦
最
高
裁
判
所
が
宣
明
し
た
次
の

一
節
で
あ
る
。
「
主
権
に
固
有
の
も
の
と
し
て
、
か
つ
、
自
己
保
存
に
欠
か
せ
ぬ
も
の
と
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
主
権
国
家
が
自
己
の
統
治
下
へ
の
外
国
人
の
受
け
入
れ
を
禁
止
す
る
こ
と
、

ま
た
は
、
も

っ
ぱ
ら
自
己
が
適
当
と
認
め
る
場
合

に
適
当
と
認
め
ら
れ
る
条
件
に
基
づ
い
て
外
国
人
の
受
け
入
れ
を
認
め
る
権
限
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
国
際
法
上
認
め
ら
れ
た
格
言
で

(56
)
 

あ
る
」

し
か
し
、
歴
史
的

・
実
証
的
に
い
え
ば
、
国
家
の
国
境
管
理
権
限
は
、
米
連
邦
裁
が
い
う
よ
う
に
「
国
際
法
上
認
め
ら
れ
た
格
言
」
で

も
、
英
貴
族
院
が
い
う
よ
う
に
「
最
も
早
く
か
ら
最
も
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
権
限
」
だ

っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、

一
九
世
紀
末

に
至
る
ま
で
、
欧
米
に
お
い
て
は
、
国
内
で
の
移
動
や
国
民
の
出
国
が
制
限
さ
れ
こ
そ
す
れ
、
外
国
人
の
受
け
入
れ
は
国
力
の
源
泉
と
し
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と
も
あ
れ
、

国
で
同
様
の
法
律
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
に
入
る
と
国
境
管
理
は
他
の
多
く
の
国
に
も
伝
播
し
、

間
も
対
象
も
限
定
の
な
い

一
般
化
し
た
形
の
国
境
管
理
が
顕
現
し
て
い
っ
た
。
戦
時
下
に
広
が
っ
た
国
境
管
理
は
、

慌
を
機
に
さ
ら
に
強
化
さ
れ
て
い
く
。
C
h
e
t
a
i
l
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
「
要
す
る
に
、

り
か
ら
―

1
0
世
紀
の
中
葉
に
か
け
て
、
出
入
国
管
理
は
、
主
と
し
て
人
種
的
理
由
で
導
入
さ
れ
、
そ
れ
が
戦
時
法
制
下
で
一
般
化
し
、

さ

れ
な
い
。

国
家
が
外
国
人
の
入
国
管
理
権
限
を
国
際
法
に
基
づ
い
て
主
張
し
始
め
た
の
は
、

一
八
八
二
年
以
降
、
米
国
は
、
そ
れ
ま
で
の
リ
ベ
ラ
ル
な
法
思
潮
を
一
変
さ
せ
て
人
種
・
国
籍
に
基
づ
く
入
国
禁
止

政
策
を
法
定
し
て
い
く
。
国
境
で
の
排
斥
の
対
象
は
ま
ず
中
国
人
に
向
け
ら
れ
た
。
こ
の
差
別
的
措
置
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
判
断
を

求
め
ら
れ
た
連
邦
最
高
裁
は
、
後
に
「
中
国
人
入
国
拒
否
事
件

(
C
h
m
e
s
e
E
x
c
l
u
s
i
o
n
 C
a
s
e
)
」
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
判
決
の
中

で
、
自
己
保
存
権
を
有
す
る
主
権
国
家
の
固
有
の
権
限
と
し
て
、
国
家
は
外
国
人
の
入
国
を
拒
否
で
き
る
と
断
ず
る
に
及
ん
だ
。
つ
い
で

排
斥
の
対
象
は
日
本
人
に
拡
張
さ
れ
た
の
だ
が
、
こ
の
事
案
も
ま
た
連
邦
最
高
裁
ま
で
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
上
記
一
八

九
二
年
判
決
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

米
連
邦
裁
の
判
断
は
歴
史
的

・
実
証
的
根
拠
を
欠
く
問
題
含
み
の
も
の
で
あ
っ
た
も
の
の
、
同
趣
旨
の
判
断
は
英
国
や
カ
ナ
ダ
な
ど
の

裁
判
所
で
も
示
さ
れ
て
い

-v
0
Pl
e
n
d
e
r
は
、
こ
う
し
た
不
精
確
な
司
法
判
断
が
も
た
ら
さ
れ
た
事
情
と
し
て
、
代
理
人
弁
護
士
が
外
国

人
の
受
け
入
れ
を
国
家
に
義
務
づ
け
る
一
連
の
学
術
文
献
や
国
家
実
行
の
存
在
に
裁
判
所
の
関
心
を
引
き
寄
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
言
及
し

(58
)
 

て
い
る
。
国
際
法
の
実
情
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
し
た
議
論
が
行
わ
れ
て
い
れ
ば
、
ま
っ
た
く
異
な
る
判
断
が
後
世
に
残
さ
れ
た
の
か
も
し

一
八
八
二
年
に
中
国
人
入
国
拒
否
を
打
ち
出
し
た
法
律
が
米
国
で
制
定
さ
れ
て
以
来
、
ま
る
で
ド
ミ
ノ
倒
し
の
よ
う
に
各

は
米
国
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
適
用
の
期

一
九
二
九
年
の
大
恐

一
九
世
紀
の
終
わ

一
九
世
紀
末
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
端
緒
を
開
い
た
の

(57
)
 

て
大
い
に
歓
迎
さ
れ
て
い
た
。
外
か
ら
の
入
国
に
は
ほ
ぼ
制
限
が
な
か
っ
た
の
が
実
態
で
あ
る
。
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‘̀ 
1王

る
。

に
稿
を
改
め
て
接
近
し
て
い
く
こ
と
で
、
「
確
立
し
た
国
際
法
」

げ
る
裁
判
所
で
あ
れ
ば
な
お
の
こ
と
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

(59
)
 

ら
に
経
済
危
機
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
て
近
代
国
家
の
標
準
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」
。
国
家
の
国
境
管
理
権
限
は
、
こ
の
よ
う
に
一
九
世
紀

末
に
立
ち
上
が
り
、
二

0
世
紀
を
通
し
て
、
各
国
の
判
例
や
国
際
法
・
憲
法
学
者
ら
の
自
己
言
及
的
な
引
用
の
積
み
璽
ね
に
力
を
得
て
世

界
化
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
最
も
早
く
か
ら
最
も
広
く
認
め
ら
れ
た
」
も
の
で
は
到
底
な
く
、

し
た
国
際
法
」
と
い
う
に
は
そ
の
起
源
も
系
譜
も
実
に
脆
弱
な
も
の
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

外
国
人
の
出
入
国
管
理
に
か
か
る
裁
判
所
の
判
断
に
は
、
国
境
管
理
権
限
の
生
成
に
か
か
る
こ
う
し
た
歴
史
的
視
座
へ
の
関
心
が
あ
ま

り
に
も
希
薄
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
こ
と
を
こ
れ
に
重
ね
合
わ
せ
て
言
葉
を
継
げ
ば
、
人
の
移
動
を
促
す
構
造
的
要
因
を
等
閑
に
付
す
姿

勢
に
も
顕
著
な
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
時
空
を
超
え
て
動
か
ぬ
絶
対
的
な
存
在
た
る
国
境
と
、
自
己
責
任
原
則
の
下
に
専
ら
自
発
的

に
移
動
し
て
い
る
か
の
ご
と
き
抽
象
的
な
外
国
人
像
が
件
み
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
「
確
立
し
た
国
際
法
」
を
歴
史
的
に
相
対
化
し
、
外
国
人

の
入
国
拒
否
あ
る
い
は
退
去
強
制
が
体
現
す
る
と
さ
れ
る
利
益
の
内
実
を
個
別
具
体
的
に
突
き
詰
め
て
い
く
判
断
姿
勢
が
、
「
人
権
」
を
掲

「
確
立
し
た
国
際
法
」
を
墨
守
す
る
裁
判
所
の
認
識
を
支
え
て
い
る
も
の
を
追
究
し
て
い
く
先
に
件
立
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
人

間
を
国
籍
に
よ
っ
て
区
分

（差
別
）
す
る
こ
と
を
自
然
視
す
る
思
考
に
相
違
な
い

。
自
由
主
義
に
領
導
さ
れ
た
根
深
き
そ
の
思
考
の
深
層

へ
の
根
源
的
批
判
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
い
う
思
い
で
あ

(1
)
小
畑
郁

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
人
権
法
の
憲
法
秩
序
化

J

(信
山
社
、

二
0
一
四
年
）
四
五
I

四
六
頁。

一
九
七

0
年
代
後
半
は
、
国
際
社
会
全
般
に
お
い

て
人
権
保
障
を
強
化
す
る
機
運
が
高
ま
っ
た
時
期
で
も
あ

っ
た
。
阿
部
浩
己
「
国
際
法
に
お
け
る
人
権
」

『時
の
法
令
』
二

0
五
六
号

（二
0
一
八
年
）
六

一
片
の
た
め
ら
い
も
な
く
「
確
立
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二
ー
六
一
二
頁
参
照
。

(
2
)
m
y
r
e
r
0
,
U
且
e
d
k
]・n
g
d
o
m
.
a
p
p
L
 58
5
6
¥
7
2
`
J
u
d
g
m
e
n
t
.
 2
5
 A
p
n
l
 19
7
8
,
 pa
r
a
.
 31

:
 A
z
r
e
y
 v
.
 Ir

e
l
a
n
d
,
 ap
p
l. 
6
2
8
9
¥
7
3
:Ju
d
g
m
e
n
t
,
 9
 O
c
t
 19
7
9
.
 

p
a
r
a
.
 

2
4
.
 

(
3
)江
島
晶
子
「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
解
釈
の
特
徴
」

戸
波
江
二
ほ
か
絹

『ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
』
（
信
山
社、

—
10
0

八
年
）
所
収

、

―
一九
頁
。

(
4
)
A
b
d
u
l
a
z
i
z,
 Ca

b
l
e
s
 a
n
d
 B
a
l
k
g
d
d
l
i
o
.
u
m
[
e
d
 K
i
n
g
d
o
m
,
 ap
p
ls
 9
2
1
4
¥
8
0
,
 94

7
3
¥
8
1, 
9
4
7
4
¥
8
1
`
P
C
 J
u
d
g
m
e
n
t, 
2
8
 M
a
y
 1
9
8
5
'
本
_芦
向
に
ね
～
い
て

こ
の
判
決
は

A
B
C
事
件
判
決
と
略
称
す
る
。

(
5
)
I
d
., 
p
a
r
a
s
 6
7
,
 68
.
 

(
6
)
「
憲
法
―
―
二
条
一
項
は
、
日
本
国
内
に
お
け
る
居
住

・
移
転
の
自
由
を
保
障
す
る
旨
を
規
定
す
る
に
と
ど
ま
り
、
外
国
人
が
わ
が
国
に
入
国
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
な
ん
ら
規
定
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
国
際
慣
習
法
上
、
国
家
は
外
国
人
を
受
け
入
れ
る
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
く
、
特
別

の
条
約
が
な
い
限
り
、
外
国
人
を
自
国
内
に
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
、
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
場
合
に
い
か
な
る
条
件
を
付
す
る
か
を
、
当
該
国
家
が

自
由
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
考
え
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
憲
法
上
、
外
国
人
は
、
わ

が
国
に
入
国
す
る
自
由
を
保
障
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
所
論
の
よ
う
に
在
留
の
権
利
な
い
し
引
き
続
き
在
留
す
る
こ
と
を
要
求
し

う
る
権
利
を
保
障
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
（
最
大
判
一
九
七
八
年
一

0
月
四
日
、

L
E
X
¥
D
B
2
7
0
0
0
2
2
7
)
。
な
お
、
判
決
文
中
の

引
用
は
省
略
し
た
。

(
7
)
E
u
r
o
p
e
g
R
o
m
a
 C
e
n
t
e
r
 a
n
d
 O
t
h
e
r
s
 v
.
 Im

m
i
g
ミ
思
n
Officer a
t
 P
r
a
g
u
e
 A

ミ忌、
[
[
2
0
0
4
]
U
K
H
L
 5
5
,
 pa
r
a
.
 11 

[
L
o
r
d
 B
in
g
h
a
m
]
 

(
8
)
柳
井
健
一
「
国
民
と
外
国
人
の
間
;
刊
例
法
理
に
お
け
る
『
外
国
人
の
人
権
』
論
の
再
検
討
」
『
法
と
政
治
j

六
0
巻
一
号
(
―
]
0
0
九
年
）
四
頁
。
柳

井
は
別
稿
で
次
の
よ
う
に
も
言
う
。
「
憲
法
と
い
う
制
度
自
体
が
、
そ
も
そ
も
特
定
の
政
治
共
同
体
11

国
家
と
不
即
不
離
に
し
か
存
在
し
え
な
い
の
だ
と
す

れ
ば

、

そ
こ
で
保
障
さ
れ
た
権
利
に
つ
い
て
は

、

当
該
政
治
共
同
体
の
枠
内
あ
る
い
は
そ
れ
と
の
相
関
で
し
か
考
慮
し
え
な
い
。

：
•
そ
も
そ
も
外
国
人
に
対

す
る
権
利
保
障
は
、
必
然
的
に
国
民
と
の
関
係
で
劣
後
す
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
」
（
「
外
国
人
の
人
権
論
ー
権
利
性
質
説
の
再
検
討
」
愛
敬
浩
二
編

『人
権

の
主
体
』
｀
座
人
権
論
の
再
定
位
2
]
（
法
律
文
化
社
、

二
0
1
0
年
）
所
収
、
一
七

0
頁
）
。
も
っ
と
も
、
後
藤
光
男
は
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。
「
外
国
人

に
保
障
さ
れ
る
権
利
を
、
外
国
人
在
留
制
度
の
枠
内
に
限
定
す
る
議
論
は
、
実
質
的
に
は
外
国
人
の
人
権
否
定
論
で
あ
る
。
．
．．． 

こ
う
し
た
見
解
の
帰
結

は
、
外
国
人
の
人
権
肯
定
論
か
ら
い
っ
て
ほ
と
ん
ど
戦
慄
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
（
「
外
国
人
政
策
と
入
国
・
在
留
・
再
入
国
の
自
由
」
大
浜
啓
吉
編

『公
共

政
策
と
法
』
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
0
0
五
年
）
七
三
頁
）
。

(9)
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
と
っ
て
き
た
対
照
的
な
姿
勢
に
つ
い
て
、
馬
場
里
美
「
出
入
国
管
理
に
お
け
る
『
私
生
活
及
び
家
族
生
活
を
尊
重
さ
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れ
る
権
利
』
」
『早
稲
田
法
学
会
雑
誌
』
第
五
0
巻

（二
0
0
0
年
）
二

0
六
ー

ニ
0
七
頁
。

(
1
0
)
A
B
C,
 su
p
r
a
 n
o
t
e
 4
,
 p

a
r
a
.
 

5
9
.
 

(11
)
馬
場
、
前
掲
論
文
（
注

9
)

一
九
八
頁
。
同

「外
国
人
の
在
留
と
私
生
活
・
家
族
生
活
の
尊
重

の
尊
重
ー

ブ
ル
テ
ィ

フ
判
決
ー
」
戸
波
編
、
前
掲
書

（注
3

）
一
―-五
―
―
—三
五
六
頁
も
参
照
。

(12)
裁
判
所
の
判
断
に
お
い
て
人
権
と
国
家
主
権
の
立
場
が
倒
置
さ
れ
る
あ
り
よ
う
を
、

D
e
m
b
o
u
r
Li
'S
t
r
a
s
b
o
u
r
g
 r
e
v
e
r
s
a
『
と
名
付
け
て
い
る
。

M
a
r
i
e
-B
e
n
e
d
i
c
t
e
 D
e
m
b
o
u
r
,
 Wh

e
n
 H
u
m
a
n
s
 B
e
c
o
m
e
 M
i
g
r
a
n
t
s
 (O
x
f
o
r
d
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 P
r
e
s
s
,
 20

1
5
)
,
 p.
 

4
.
 

(13)
小
畑
、
前
掲
書
（
注
l
)
四
0
頁
。

(14)
国
を
離
れ
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
の
集
団
追
放
の
禁
止
等
と
と
も
に
、

一
九
六
三
年
の
第
四
議
定
書
に
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
な
お
、

世
界
人
権
宣
言
と
同
じ
年
に
米
州
諸
国
会
議
で
採
択
さ
れ
た
米
州
人
権
宣
言
に
も
、
庇
護
を
受
け
る
権
利
と
国
籍
へ
の
権
利
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

(15)
起
草
過
程
に
お
け
る
議
論
に
つ
い
て
、

E
u
r
o
p
e
a
n
C
o
u
r
t
 of H
u
m
a
n
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i
g
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s
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L
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T
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A
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|
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e
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D
F
.
 

(16)
た
と
え
ば
英
国
に
お
け
る
そ
の
実
態
に
つ
い
て
、
原
田
桃
子
「
ヒ
ー
ス
保
守
党
内
閣
に
お
け
る
移
民
問
題
ー

一
九
七
一
年
移
民
法
の
成
立
を
め
ぐ

っ
て」

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
史
研
究
』
第

一
六
巻

（二
0
0
五
年
）
第

一
章
、
佐
久
間
孝
正

『移
民
大
国
イ
ギ
リ
ス
の
実
験
』
（勁
草
書
房
、―

1
0
0
七
年
）
第
二
章

参
照
。

(17)
植
民
地
条
項
は
条
約
の
適
用
範
囲
を
原
則
と
し
て

「欧
州
の
法
的
空
間
」
（
欧
州
諸
国
「
本
土
」
の
領
域
）
に
限
局
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ

っ
た
が
、

植
民
地
が
次
々
に
独
立
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
こ
の
規
定
は
歴
史
的
な
遺
物
と
な

っ
た
感
を
漂
わ
せ
て
い
た
と
こ
ろ
、

ニ―

世
紀
を
迎
え
る
時
期
に
、
再
び

「
欧
州
の
法
的
空
間
」
が
屹
立
す
る
事
態
が
出
来
す
る
。
北
大
西
洋
条
約
機
構

(N
A
T
o
)
に
よ
る
セ
ル
ビ
ア
燥
撃
の
条
約
適
合
性
が
問
わ
れ
た

一
件
に

お
い
て
、
裁
判
所
は
、
条
約
が

「締
約
国
の
法
的
空
間
に
お
い
て
」
適
用
さ
れ
る
と
説
示
し
、
非
締
約
国
た
る
セ
ル
ビ
ア
領
内
に
お
け
る
条
約
の
適
用
を
排

除
し
た
の
で
あ
る

(B
ミ
娑
g
i
c
v
.
 Be

l
giu
m

`
a
p
p
l. 
5
2
2
0
7
¥
0
9
,
 

G
C
 Ju
d
g
m
e
n
t
,
 1
2
 D
e
c
.
 

2
0
0
1
)
。
イ
ラ
ク
に
お
け
る
英
兵
の
射
殺
行
為
が
問
題
と
な
っ
た

事
案
に
お
い
て
、
英
国
貴
族
院
の
ロ
ジ
ャ

ー
卿

（裁
判
官）

は
、
欧
州
の
領
域
を
超
え
て
条
約
を
適
用
す
る
の
で
は
、
「
他
の
人
権
機
関
の
管
轄
と
衝
突
す

る
だ
け
で
な
く
、
人
権
帝
国
主
義
と
非
難
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
」
と
説
い
て
い
る

(A
l
'
S
k
e
i
n
i
,
[2
0
0
7
]
 U
K
H
L
 5
8
)
。
こ
の
言
は
非
西
洋
国
の
主
権
を

尊
重
す
る
姿
勢
の
表
わ
れ
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
そ
も
そ
も
本
件
事
案
は
英
国
に
よ
る
違
法
な
イ
ラ
ク
侵
攻
が
も
た
ら
し
た
無
法
状
態
の
中
で
生
じ
た

も
の
で
あ
る
。
管
轄
概
念
を
領
域
と
同
視
す
る
考
え
方
か
ら
は
、
「
権
利
を
守
ら
れ
る
西
洋
人
」
と

「無
権
利
状
態
に
お
か
れ
る
非
西
洋
人
」
と
い
う
非
対

称
な
図
式
が
浮
き
立
っ
て
く
る
。
他
方
で
、
国
際
司
法
裁
判
所
や
自
由
権
規
約
委
員
会
、
さ
ら
に
米
州
人
権
委
員
会
等
は
法
的
空
間
を
欧
州
に
限
定
す
る
よ

犯
罪
を
犯
し
た
外
国
人
の
追
放
と
家
族
生
活

私
生
活
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う
な
こ
と
は
し
て
き
て
い
な
い
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
右
記
B
a
n
k
o
v
1
c
事
件
判
決
の
妥
当
性
に
つ
い
て
各
方
面
か
ら
痛
烈
な
批
判
を
受
け
た
裁
判
所
も
、

二
0
―
一
年
に
至
り
、
条
約
の
適
用
を
「
欧
州
の
法
的
空
間
」
に
限
局
し
な
い
立
場
に
転
じ
て
は

い
る

(
A
l
'
S
k
e
i
n
i
v
.
 U

n
i
t
e
d
 K
i
n
g
d
o
m
,
 appl. 

5
5
7
2
1
¥
0
7
,
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C
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u
d
g
m
e
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t
,
 7
 Jul
y
 2
0
1
1
)
。

(18)
委
員
会
が
移
民
の
処
遇
に
関
し
て
本
案
判
断
（
条
約
違
反
）
に
踏
み
込
ん
だ
初
期
の
代
表
例
も
、
英
国
を
相
手
ど
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
E
a
s
t

A
f
r
i
c
a
n
 A
s
i
a
n
s
 v
 the U
n
i
t
e
d
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i
n
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e
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9
7
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+
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+
o
n
+
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n
+
r
i
g
h
t
s
+
a
f
r
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a
n
+
a
s
i
a
n
+

u
k
%
2
7
.
 

(19
)
人
の
越
境
移
動
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
主
に
次
の
文
献
を
参
照
。
S
t
e
p
h
e
n
C
a
s
t
l
e
 a
n
d
 M
a
r
k
 J. 
M
ill
e
r
,
 Th

e
 A
g
e
 o
f
 M
z
唸
痣
思
z
:
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 

忍
苫
苔
・o
n
M
o
v
e
m
e
n
t
s
 inこ
h
e
M
o
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n
 
W
o
r
l
d
 (
M
a
c
m
i
l
l
a
n
,
 20

0
9
)
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(
20
)
A
B
C,
 su

p
r
a
 n
o
t
e
 4
,
 pa
r
a
s
 6
7
,
 68
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(21
)
一
九
八

0
年
移
民
規
則
は
国
内
労
働
市
場
の
保
護
を
眼
目
と
し
て
い
た
の
だ
が
、
外
国
人
労
働
者
を
男
性
と
等
視
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
女
性
の
人
国

が
男
性
に
比
べ
て
緩
和
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
裁
判
所
は
そ
の
性
差
別
的
な
側
面
を
と
ら
え
て
（
第
八
条
と
あ
わ
せ
て
）
第
一
四
条
の
違
反
を
認

定
し
、
第
一

―
―
一
条
に
つ
い
て
も
同
様
に
違
反
を
認
定
し
た
。
そ
の
反
面
で
、
裁
判
所
は
、
人
種
に
よ
る
差
別
も
、
（
英
国
市
民
権
を
有
し
て
い
た

B
a
lk
an,

dali
に
つ
い
て
）

出
生
に
よ
る
差
別
も
認
め
ず
、

第
三
条
の
違
反
も
な
か
っ
た
と
判
じ
た
。

(22)
他
国
（
出
身
国
）
で
生
活
を
営
む
こ
と
を
妨
げ
る
障
害
の
有
無
と
、
家
族
生
活
が
形
成
さ
れ
始
め
た
時
点
で
在
留
に
か
か
る
法
的
障
害
を
知
り
得
て
い
た

か
ど
う
か
に
、
裁
判
所
は
そ
の
後
も
一
貫
し
て
関
心
を
寄
せ
て
き
た

（た
だ
し
、
他
国
で
生
活
を
営
む
障
害
と
の
か
か
わ
り
で
は
、
在
留
先
で
の
再
統
合
が

唯
一
の
方
法
で
あ
る
こ
と
を
示
す
必
要
は
な
く
な
り
、
現
在
で
は
在
留
先
で
の
再
統
合
が
「
最
も
適
切
で
あ
る
」
こ
と
を
示
せ
ば
足
り
る
と
解
さ
れ
て
も
い

る
。
C
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u
n
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of E
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p
e
 C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
e
r
 for H
u
m
a
n
 R
i
g
h
t
s
,
 

R
e
a
l
i
z
i
n
g
 the right to f
a
m
i
l
y
 re
u
n
io
n
 o
f
 re
f
u
g
e
es in E
u
r
o
p
e
,
 Is

s
u
e
 P
a
p
e
r
,
 

J
u
n
e
 

2
0
1
7
,
 p.
 

2
1
,
 av

a
il
a
b
l
e
 at h
t
t
p
s
:/＼
r
m
.
c
o
e
.
i
n
t¥
p
r
e
m
s
,
0
5
2
9
1
7
-g
b
r
'
1
7
0
0
,
r
e
a
l
i
s
i
n
g
,
r
e
f
u
g
e
e
s
'
1
6
0
x
2
4
0
,
w
e
b
¥
1
6
8
0
7
24
b
a
0
)
0
}
）の一

―
つ
の
要
(m四
じ
↑

加
え
て
、
実
際
の
家
族
生
活
が
破
砕
さ
れ
る
程
度
、
入
国
を
阻
止
す
べ
き
公
の
秩
序
上
の
要
因
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
近
年
は
さ
ら
に
子
ど
も

の
最
善
の
利
益
に
も
相
当
の
重
み
を
与
え
る
（
た
だ
し
決
定
的
で
は
な
い
）
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る

(
E
j
i
r
n
s
o
n
v
.
 G

e
r
r
n
a
i
g
a
p
p
l. 
n
o
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5
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¥
1
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h
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h
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h
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i
o
n
 C
a
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:
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n
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n
a
l
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i
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o
n
 v
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G
e
r
m
a
n
y
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S
t
r
a
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b
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r
g
 O
b
s
e
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e
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s
,
 Ma

r
c
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0
,
 

2
0
1
8
,
 av

a
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b
l
e
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t
t
p
s
:/＼
s
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r
a
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b
o
u
r
g
o
b
s
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r
v
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o
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¥
2
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1
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0
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¥
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0
¥
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chi
ld
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n
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d
e
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o
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t
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t
i
o
n
,cases,
an,analysis,of,ejimson,＜
'
g
e
r
m
a
n
y
＼
ヰ

S
o
r
e
,
4
1
5
8
.

(23
)
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
諸
国
市
民
が
英
国
へ
の
入
国
の
自
由
を
喪
失
す
る
に
至

っ
た
移
民
法
改
正
過
程
に
人
種
的
動
機
の
伏
在
を
認
め
条
約
三
条
違
反
を
認
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定
し
た
委
員
会
の
従
前
の
判
断

(E
a
s
t
A
f
r
i
c
a
n
 A
s
z
a
n
s
 v
.
 the U

n
i
t
e
d
 K
i
ng
d
o
m
,
 

s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 1
8
)
を
看
過
す
る
か
の
よ
う
に
、
裁
判
所
は
、
「
移
民
の

急
増
と
国
家
の
吸
収
能
力
を
超
え
る
移
住
率
の
も
た
ら
す
危
険
性
」
を
同
法
の
改
正
理
由
で
あ
る
と
し
て
い
る

(
A
B
C,
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 4
.
 pa

r
a
.
 12

)
。

(
24
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D
e
m
b
o
u
r
.
 su

p
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 n
o
t
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 1
2
.
 p.
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T
u
q
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e
 v
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5
¥
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 D
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 20
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S
e
n
 v
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e
t
h
e
r
l
a
n
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p
l. 
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6
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¥
9
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d
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e
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i
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r
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 M
a
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0
1
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(29
)
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
の
確
保
を
主
た
る
理
由
の
一
っ
と
し
て
、
配
偶
者
と
の
再
統
合
を
認
め
ぬ
措
置
を
第
八
条
違
反
と
認
定
し
た
初
の
事
例
と
し
て
、

]et[nesse v
 the N
e
t
h
e
r
l
a
n
ds,
 appl. 

1
2
7
3
8
¥
1
0
.
 G

C
 J
u
d
g
m
e
n
t
.
 3
 O
c
t
 2
0
1
4
.
 

(30
)
最
近
の
判
例
に

つ
い
て
、

C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
e
r
for H
u
m
a
n
 R
i
g
h
t
s
.
 su

p
r
a
 n
o
t
e
 2
2
.
 pp
.
 

2
3
ー2
5

(31
)
退
去
強
制
と
の
関
連
で
裁
判
所
に
お
け
る
条
約
八
条
の
適
用
状
況
を
批
判
的
に
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
阿
部
浩
己

「国
際
法
の
暴
力
を
超
え
て
」
（岩

波
書
店
、
二
0
1
0
年
）
一

三
三

ー
一
四
0
頁
。
な
お
、
本
稿
で
は
「
退
去
強
制
」
と
「
（
国
外
）
追
放
」
と
い
う
述
語
を
互
換
的
に
用
い
る
。

(32
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 ~
判
切
翫⑰
が
溢
夫
体判
断
守
セ
后リわ
ャ{P
い
追
吻
ム
ロ

に
ふ
）
、
未
女
目
〖
会
の
判ぃ
断i
（冬
介
約
違
反）
を
岳
又
け
て
友
好
的

解
決
が
図
ら
れ
、
退
去
強
制
の
取
消
し
と
在
留
許
可
が
認
め
ら
れ
て
も
い
る
。
S
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e
e
.
 g.
,
 

D
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d
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1991.
も

っ
と
も
一

九
九
六
年
に
至
り
、
裁
判
所
は
移
民
第
二
世
代
の
関
わ
る
事
案
に
お

い
て
も
違
反
な
し
と
の
判
断
を
示
す
よ
う
に
な
る

(
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芦
官
神8レJ
｛琢

族
生
活
の
保
護
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『
法
学
セ
ミ
ナ
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』

一
九
九
二
年
三
月
号
、

一
六

ー
ニ
0
頁
も
参
照
。

(35)

M
a
r
k
 Villiger
.
 "E

x
p
u
l
s
i
o
n
 a
n
d
 t
h
e
 Ri
g
h
t
 to R
e
s
p
e
c
t
 for P
r
iv
a
t
e
 a
n
d
 F
a
m
i
l
y
 Life
 (A
r
t
icle 8
0
f
 t
h
e
 C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
)
＇
A
n
 In
t
r
o
d
u
ct
io
n
 to 

t
h
e
 C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
's
 C
ase,
L
a
w
", 
in F
r
a
n
z
 M
a
t
s
c
h
e
r
 a
n
d
 H
e
r
b
e
r
t
 P
e
t
z
o
ld 
(e
d
s
.)
P`
r
o窓
c
t
i
n
g
H
u
m
a
n
 R
ig
hts: 
T
h
e
 Eu
r
o
p
e
a
n
 D
i
m
e
n
s
i
o
n
 

(C
a
r
l
 H
e
y
m
a
n
n
s
 V
e
rl
a
g
,
 19

8
8
)
,
 pp
.
 

6
5
7
-
6
6
2
 

(
36
)
D
e
m
b
o
u
r
.
 su

p
r
a
 n
o
t
e
 1
2
.
 p.
 17

1
 



(476) 神奈川法学第 51巻第 3号 2019年 24 

(37)
た
だ
し
、
一
人
の
裁
判
官
は
、
国
外
（
モ
ロ
ッ
コ
）
で
も
父
と
娘
の
接
触
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
第
八
条
の
違
反
は
な
い
と
い
う
反
対
意
見
を
付

し
て
い
る
。
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70・

臣
泣
場
の
一言華示え
d

庶
g

用すノ
h
ば
、
冷
公
の
よ
ヽ
つ
に
な
る
。
「
一
九
九
六
年

以
降
の
判
決
で
は
、
以
前
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
事
案
に
つ
い

て
も
八
条
違
反
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
人
権
裁
判
所
の
判
断
に
は
一
貫
性
が
な
く

予
測
可
能
性
に
欠
け
、
法
的
安
定
性
を
阻
害
す
る
と
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
裁
判
所
は
：・

一
般
的
な
基
準
を
立
て
る
こ
と
な
く
、
個
別
の
事
情
に
基

づ
く
判
断
を
行
な
っ
た
た
め
、
そ
れ
が
、
判
断
が
恣
意
的
で
あ
る
と
い
う
批
判
を
招
く

一
因
に
な

っ
た
の
で
あ
る
」

（
馬
場
「
外
国
人
の
在
留
と
私
生
活
・

家
族
生
活
の
尊
重
」
（前
掲
・
注
11
)、
三
―
―
頁
）
。
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(41
)
も

っ
と
も
、
同
意
意
見
を
表
し
た
三
名
の
裁
判
官
た
ち
は
、
犯
罪
後
七
年
が
経
過
し
、
そ
の
間
、
申
立
人
が
再
犯
に
及
ん
で
い
な
い
こ
と
か
ら
社
会
復
帰

し
得
た
と
み
て
第
八
条
違
反
に
同
意
し
た
旨
を
明
記
し
て
い
る
。
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8
9
-
3
0
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(46)
圧
倒
的
多
数
の
申
立
が
単
独
裁
判
官
お
よ
び
三
人
構
成
の
委
員
会
の
段
階
で
却
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
―

10
一
七

年
の
統
計
に
つ
い
て
、

E
u
r
o
p
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C
o
u
r
t
 of H
u
m
a
n
 R
ig
h
ts,
 A

n
n
u
al 
R
e
p
o
r
t
 2
0
1
7
,
 p
.
 

1
6
3
 e
t
 se
q
,
 htt

p
s
:/¥
w
w
w
.e
c
h
r
.coe.int¥
D
o
c
u
m
e
n
t
s
¥
A
n
,
 

n
u
alー

r
e
p
ortー
2
0
1
7
_

E
N
G.
pdf. 

(47
)
O
n
e
r,
 su

p
r
a
 n
o
t
e
 4
3
,
 p

a
r
a
s
 
54
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56
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(;
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:
;
用
箇
所
の
訳
は
省
略
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(48
)
そ
れ
ゆ
え
に
、
申
立
人
の
事
情
を
「
例
外
的

(e
x
c
e
p
t
io
n
a
l)
」
と
み
る
場
合
に
は
じ
め
て
均
衡
性
の
評
価
を
国
家
に
不
利
な
も
の
と
す
る
判
断
が
生
ま

れ
る
こ
と
に
な
る

(Je
u
n
e
s
s
,
sz
苓、
a
n
o
t
e
 2
9
,
 p
a
r
a
.
 

1
2
2
)

。

(49
)
裁
判
所
は
、

「出
入
国
を
管
理
す
る
国
の
権
利
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
は
、
申
立
人
の
よ
う
な
外
国
人
が
、
入
国
ま
た
は
在
留
を
適
法
に
拒
否
さ
れ
て
締
約
国
を

離
れ
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
出
入
国
管
理
お
よ
び
手
続
に
従
い
国
を
離
れ
る
義
務
で
あ
る
」
と
も
説
い
て
い
る

(Id.,p
a
r
a
.
 

1
0
0
)

。
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(50)
ブ
ル
ド
ュ

ー
の
い
う
ハ
ビ
ト
ゥ
ス

(h
a
b
i
t
u
s
)
と
い
う
語
が
こ
の
文
脈
で
も
妥
当
す
る
も
の
と
考
え
れ
る
。
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
ピ
エ

ー
ル
・

フ
ル
ド
ュ
ー
〔
原
山
哲
訳
]
『資
本
主
義
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
』
（
藤
原
書
店
、

一
九
九
三
年
）

参
照
。

(51)
も
っ
と
も
、
-
O
n
e
r
事
件
判
決
に
は
三
名
の
裁
判
官
が
共
同
反
対
意
見
を
付
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
議
員
会
議
の
勧
告
に
沿
い
長
期
滞
在
移
民
が
国
民

と
同

一
の
公
正
な
取
扱
い
を
可
能
な
か
ぎ
り
受
け
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る

(Joint
D
i
s
s
e
n
t
i
n
g
 O
p
i
n
i
o
n
 of J
u
d
g
e
s
 C
o
s
t
a
,
N
u
p
a
n
c
i
c
 a
n
d
 

T
u
r
m
e
n
)
。
こ
の
三
名
に
限
ら
ず
、
裁
判
所
を
構
成
す
る
裁
判
官
の
中
に
は
人
権
を
損
な
う
国
境
管
理
権
限
行
使
へ
の
強
い
警
戒
心
を
隠
さ
ぬ
者
も
常
に

存
在
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
裁
判
所
の
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
判
断
を
「
く
じ
引
き
」
と
評
し
た

M
a
r
t
e
n
s
裁
判
官
は
、

B
o
u
g
h
a
n
e
m
i
事
件
判
決

（前
掲

注

33)
の
反
対
意
見
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
「
統
合
さ
れ
た
外
国
人
ー
す
な
わ
ち
、
そ
の
国
で
人
生
の
す
べ
て
あ
る
い
は
ほ
ぼ
す
べ
て
を
過

ご
し
た
外
国
人
ー
は
、
国
民
と
同
じ
く
退
去
強
制
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
裁
判
所
は
始
め
る
べ
き
で
あ
る
」
。
退
去
強
制
事
案
に
お
い
て
判

断
が
安
定
し
て
い
な
い
背
景
に
も
、
国
境
管
理
を
め
ぐ
る
認
識
の
相
違
が
裁
判
所
内
で
絶
え
な
い
実
情
が
与
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
内
部
に
お
け
る
そ
う

し
た

「亀
裂
」
の
中
に
、
「
確
立
し
た
国
際
法
」
を
身
体
化
し
た
司
法
機
関
を
変
容
さ
せ
る
芽
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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阿
部
浩
己

「
グ
ロ
ー
バ
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化
す
る
国
境
管
理
」
『世
界
法
年
報
』
三
七
号
（
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I

八
年
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四
ニ
ー
四
四
頁
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※
本
稿
で
引
用
し
た

H
P
の
最
終
閲
覧
日
は
、
い
ず
れ
も
―

-0
一
九
年
一
月

一
0
日
で
あ
る
。


	51(3)-p2
	51(3)-p3
	51(3)-p4
	51(3)-p5
	51(3)-p6
	51(3)-p7
	51(3)-p8
	51(3)-p9
	51(3)-p10
	51(3)-p11
	51(3)-p12
	51(3)-p13
	51(3)-p14
	51(3)-p15
	51(3)-p16
	51(3)-p17
	51(3)-p18
	51(3)-p19
	51(3)-p20
	51(3)-p21
	51(3)-p22
	51(3)-p23
	51(3)-p24
	51(3)-p25



