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続

・
国
民
参
加
と
司
法!
—

小 

栗 

実

一
 

は

じ

め

に

筆
者
は
、
昨
年
刊
行
さ
れ
た
『現
代
国
家
と
参
加(

公
法
学
研
究2
)

』(

法
律
文
化
社)

の
中
で
、
「憲
法
論
か
ら
み
た
、
権
力
へ
の
『参
加
』
」 

と
題
し
て
「
司
法
に
た
い
す
る
参
加
」
に
か
ん
す
る
研
究
動
向
を
紹
介
し
た
。
と

く
に
「
国
民
参
加
と
司
法
」
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
は
、
日 

本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
直
後
と
も
い
え
る
ー
九
五
〇
年
代
の
は
じ
め
か
ら
「
裁
判
官
の
独
立
」
と

「
司
法
に
た
い
す
る
国
民
参
加
」
の
二
つ 

の
理
念
が
対
抗
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
紹
介
し
た
。
そ
の
論
点
は
検
察
審
査
会•

陪
審
・
参
審
な
ど
の
具
体
的
な
司
法
参
加
の 

制
度
の
採
用
を
め
ぐ
る
賛
否
に
つ
い
て
も
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。 

?
-
 

そ
し
て
、
「
国
民
参
加
と
司
法
」
を
め
ぐ
る
検
討
の
一
つ
の
素
材
と
し
て
、
小
田
中
聡
樹
氏
と
樋
口
陽
一
氏
と
の
間
の
論7

裁
判
官
像
論 

争
と
よ
ば
れ
て
い
る
——
に
注
目
し
た
。
そ
の
論
争
へ
の
注
目
点
は
、
「
司
法
に
た
い
す
る
参
加
論
の
い
く
つ
か
の
前
提
、
す
な
わ
ち
参
加
の
対
象
・ 

目
的
・
方
法
な
ど
を
社
会
科
学
的
に
検
討
・
分
析
す
る
素
材
が
こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
」
と
考
え
た
点
に
あ
っ
た
。
言
い
か
え
る
と
、
「
国
民 

参
加
と
司
法
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
憲
法
解
釈
論
と
し
て
で
な
く
、
「科
学
と
し
て
の
憲
法
学
」
が
研
究
の
前
提
と
し
て
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踏
ま
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
い
く
つ
か
の
論
点
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
た
。

そ
の
一
つ
の
論
点
は
「
現
代
の
司
法
の
現
状
を
人
権
擁
護
の
視
点
か
ら
ど
う
認
識
す
る
の
か
」
に
あ
る
と
し
、
小
田
中
・
樋
口
両
氏
そ
れ
ぞ 

れ
の
、
司
法
に
た
い
す
る
現
状
認
識
の
キ
ポ
イ
ン
ト
を
引
用
し
た
。
そ
し
て
「
日
本
の
司
法
の
将
来
に
と
っ
て
今
何
が
い
ち
ば
ん
大
切
か
」 

と
い
う
問
い
に
対
す
る
両
氏
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
提
言•

方
向
性
の
指
摘
の
ち
が
い
を
考
え
て
み
た
。
 

し
か
し
、
前
の
小
論
で
は
、
紙
数
の
関
係
と
い
う
技
術
的
な
理
由
か
ら
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
十
分
に
論
点
を
整
理
し
き
れ
て
い
な 

い
、
と
い
う
内
容
上
の
理
由
で
、
中
途
半
端
な
研
究
動
向
の
紹
介
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
続
編
と
し
て
、
も
う
す
こ
し
論
点
整
理
を 

し
て
み
よ
う
、
と
い
う
の
が
、
こ
の
小
論
の
目
的
で
あ
る
。

ー
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
は
じ
め
に
か
け
て
急
速
に
展
開
し
た
、
最
高
裁
に
よ
る
裁
判
官
統
制
お
よ
び
司
法
全
体
に
た
い
す
る
統 

制
—
そ
れ
を
「
司
法
の
反
動
化
」
と
名
づ
け
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
—
は
、
裁
判
官
に
と
っ
て
、
そ
し
て
司
法
全
体
に 

と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
し
た
か?

そ
れ
は
裁
判
お
よ
び
裁
判
官
を
、
こ
の
時
期
を
前
後
し
て
、
ど
う
変
え
た
の
か?
 

そ
し
て
、
裁
判
お
よ
び
裁
判
官
の
変
化
の
針
が
、
人
権
を
擁
護
す
る
方
向
と
は
逆
の
方
向
を
向
き
つ
つ
あ
る
と
し
た
ら
、
人
権
の
擁
護
・
若 

展
を
課
題
の
一
つ
と
す
る
民
主
主
義
憲
法
学
は
、
司
法
の
こ
う
し
た
現
状
の
改
革
の
た
め
に
、
そ
れ
に
た
い
す
る
対
抗
軸
を
ど
こ
に
お
く
べ
き 

か
。
い
わ
ば
、
人
権
の
擁
護
・
発
展
に
と
っ
て
有
益
な
「あ
る
べ
き
裁
判
官
」
と
し
て
の
像
、
「あ
る
べ
き
司
法
」
と
し
て
の
像
を
ど
の
よ
う 

に
設
定
す
る
の
か
。

さ
ら
に
司
法
の
改
革
に
と
っ
て
、
は
た
し
て
、
主
権
者
と
し
て
の
国
民
は
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
方
を
も
つ
べ
き
な
の
か
。
反
対
方
向
か
ら 

い
う
と
、
裁
判
官
や
司
法
全
体
は
、
主
権
者
と
し
て
の
国
民
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
で
の
ぞ
む
べ
き
な
の
か
。
こ

の
「裁
判
官
像
論
争
」 

を
私
は
こ
の
よ
う
な
問
題
設
定
と
し
て
う
け
と
め
た
。

(

こ
の
研
究
ノ
ー
ト
は
、

ー
九
八
五
年
三
月•

民
主
主
義
科
学
者
協
会
法
律
部
会
合
宿•

憲
法
分
科
会
で
報
告
し
、
そ
れ
に
た
い
す
る
討
論 

を
ふ
ま
え
て
、
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
未
消
化
の
論
点
ば
か
り
で
あ
る
が
、
自
分
の
今
後
の
研
究
の
ス
テ
ッ
プ
と
考
え
て
、
掲
載
さ
せ
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て
い
た
だ
い
た
。)

-- 

裁
判
官
の
思
想
を
枠
づ
け
る
支
配
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
な
に
か
一
「政
治
的
裁
判
官
像
」
と

「中
立
的
裁
判
官
像
」
— 

「
司
法
の
反
動
化
」
以
後
、
裁
判
官
に
た
い
す
る
管
理
・
統
制
が
、
日
本
国
憲
法
の
歴
史
の
な
か
で
か
っ
て
な
く
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
 

お
そ
ら
く
民
主
主
義
的
な
憲
法
学
者
に
と
っ
て
共
通
の
認
識
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
そ
う
し
た
管
理
・
統
制
は
、
「裁
判
官
像
」
に
つ
い
て 

ど
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
。
樋
口
・
小
田
中
両
氏
の
論
争
の
一
つ
の
論
点
は
こ
こ
に
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
 

こ
の
支
配
的
な
「
裁
判
官
像
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
た
い
し
て
、
ど
う
い
う
「あ
る
べ
き
裁
判
官
像
」
を
対
置
す
る
の
か
、
と
い
う
き
わ
め
て
実 

践
的
な
課
題
意
識
が
背
景
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

樋
口
氏
は
、
「裁
判
官
像
」
に
つ
い
て
の
現
在
の
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
典
型
を
、
石
田
和
外
最
高
裁
判
所
長
官(

当
時)

の
ー
九
七
〇

(3)

年
五
月
二
日
の
記
者
会
見
で
示
さ
れ
た
、
裁
判
官
に
つ
い
て
の
見
解
に
も
と
め
て
い
る
。
そ
こ
で
の
石
田
談
話
は
、
「
司
法
の
政
治
化
に
対
す 

る
歯
止
め
に
な
っ
て
い
た
…

『裁
判
を
受
け
る
人
』
『国
民
』
に
よ
る
え
り
好
み
を
許
さ
な
い
と
い
う
『雑
音
』
峻
拒
の
観
点
」
を
と
り
払
い
「
こ 

れ
ま
で
の
裁
判
観
を
文
字
ど
お
り
根
底
か
ら
く
つ
が
え
す
も
の
だ
っ
た
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
氏
は
こ
の
石
田
談
話
の
論
理
に
ょ 

れ

ば

「裁
判
官
は
、
『裁
判
を
受
け
る
人
』
『国
民
』
に
よ
っ
て
——
『右
』
か
ら
で
あ
れ
『左
』
か
ら
で
あ
れ
——

『思
想
』
『良
心
』
『全
人
格
』
『世 

界
観
』
を
た
え
ず
詮
索
さ
れ
、
踏
絵
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
指
摘
し
て
、
こ
の
論
理
は
「
『司
法
の
政
治
化
』

へ
と
、
と
め
ど
な
く 

の
め
り
こ
ん
で
い
く
論
理
を
含
ん
で
い
る
」
と
批
判
し
た
。

石
田
長
官
後
の
最
高
裁
で
、
こ
の
論
理
が
ど
う
受
け
つ
が
れ
た
の
か
、
 

に
つ
い
て
、
「
私
に
は
わ
か
ら
な
い
」
と
し
つ
つ
「幸
い
、
七
九
年 

四
月
二
日
、
服
部
新
長
官
は
…
…
『司
法
の
政
治
化
』
に
歯
止
め
を
か
け
る
伝
統
的
な
裁
判
観
に
立
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
一
応
の
評
価 

を
与
え
て
は
い
る
が
、
氏
に
と
っ
て
、
現
在
の
裁
判
官
に
と
っ
て
の
最
大
の
問
題
が
、
な
お
こ
の
「
司
法
の
政
治
化
」
と
い
う
事
態
で
あ
る
と

(4)

い
う
認
識
に
変
わ
り
は
な
い
。
言
い
か
え
る
と
「
石
田
談
話
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
新
し
い
政
治
的
裁
判
官
像
」
に
、
現
在
の
裁
判
官
に
た
い
す
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る
管
理
・
統
制
の
支
配
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
に
た
い
し
て
、
小
田
中
氏
は
次
の
よ
う
な
批
判
を
お
こ
な
っ
た
。
「
し
か
し
、
樋
口
氏
が
問
題
視
す
る
よ
う
な
司
法
の
現 

象
を
直
接
的
に
生
み
だ
し
て
き
た
政
府
、
与
党
お
よ
び
司
法
行
政
当
局
の
行
動
や
措
置
を
支
え
正
当
化
し
て
き
た
の
は
、
憲
法
忠
誠
に
義
務
づ 

け
ら
れ
た
政
治
的
裁
判
官
像
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
、
価
値
中
立
、
憲
法
中
立
、
政
治
的
中
立
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
中
立
的
裁
判
官
像
の

(5)

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
。
そ
の
論
拠
を
小
田
中
氏
は
、
石
田
談
話
に
先
立
っ
て
最
高
裁
判
所
の
公
式
見
解
と
し
て
出 

さ
れ
た
岸
盛
一
最
高
裁
判
所
事
務
総
長
談
話(

ー
九
七
〇
年
四
月
八
日)

に
も
と
め
て
い
る
。
小
田
中
氏
に
よ
れ
ば
樋
口
氏
の
い
う
「
政
治
的

(6) 

裁
判
官
像
」
は

「
む
し
ろ
中
立
的
裁
判
官
像
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
補
充
し
強
化
す
る
も
の
と
し
て
意
味
を
も
っ
て
い
た
」
と
と
ら
え
る
べ
き
、
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
「何
故
、
憲
法
忠
誠
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
政
治
的
裁
判
官
像
が
支
配
権
力
側
に
と
っ
て
の
主
要
な
イ
デ
オ
ロ 

ギ
ー
に
な
り
え
な
い
の
か
」
と
い
う
問
い
に
た
い
し
て
、
小
田
中
氏
は
「
そ
れ
は
、
わ
が
国
で
は
憲
法
が
支
配
権
力
側
に
よ
る
支
配
の
イ
デ
オ 

ロ
ギ
ー
と
な
り
え
な
い
と
い
う
、
憲
法
と
民
主
主
義
を
め
ぐ
る
特
殊
な
事
情
が
あ
る
か
ら
」
と
説
明
す
る
。
 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
現
在
の
裁
判
官
像
の
支
配
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
、

一
方
は
「
政
治
的
裁
判
官
像
」
、
他

方

は

「
中
立
的
裁
判 

官
像
」
を
そ
れ
ぞ
れ
想
定
す
る
。

た
だ
小
田
中
氏
の
い
う
「憲
法
と
民
主
主
義
を
め
ぐ
る
特
殊
な
事
象
」
の
文
脈
で
い
わ
れ
て
い
る
「憲
法
」
と
、
樋
口
氏
の
い
う
「
『憲
法
』
 

へ
の
忠
誠
」
の
文
脈
で
い
わ
れ
て
い
る
「憲
法
」
と
で
は
、
樋
口
氏
が
注
意
ぶ
か
く
カ
ッ
コ
を
つ
け
て
い
る
よ
う
に
、
意
味
が
ち
が
っ
て
い
る 

こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
樋
口
氏
の
い
う
「憲
法
」
と

は

「
日
本
の
現
実
を
そ
の
ま
ま
憲
法
の
名
に
お
い
て
肯
定
し
正
当
化
で
き 

る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
『憲
法
』
な
の
で
あ
る
」
。
言
い
か
え
る
と
、
最
高
裁
判
所
長
官
が
正
当
化
し
う
る
現
実
、
も
っ
と
直
截
に
い
え
ば
、
 

現
在
の
体
制
こ
そ
、
そ
こ
で
の
「憲
法
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
小
田
中
氏
の
い
う
「憲
法
」
と
は
、
人
権
価
値
・
平
和
主
義
原
理
を 

意
味
す
る
憲
法
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
現
在
の
わ
が
国
で
は
小
田
中
氏
の
い
う
意
味
で
の
「憲
法
」
は
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
た
り
え
な
い
。 

が
、
樋
口
氏
の
問
題
提
起
は
、
最
高
裁
判
所
長
官
が
正
当
と
考
え
る
「憲
法
」

つ
ま
り
体
制
へ
の
迎
合
を
一
人
ひ
と
り
の
裁
判
官
に
強
制
す
る
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状
況
が
、
現
在
の
わ
が
国
の
裁
判
官
の
回
り
に
起
こ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
 

樋
口
氏
は
、
こ
の
七
〇
年
代
の
新
し
い
裁
判
観
を
「新
派
的
裁
判
観
」
と
名
づ
け
、
「
旧
派
的
裁
判
観
」
と
対
照
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
こ 

の

「
旧
派
的
裁
判
観
」
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
の
思
想
の
枠
づ
け
に
お
い
て
「
中
立
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
重
要
な
は
た
ら
き
を
す
る
、
と
指
摘 

し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
小
田
中
氏
の
「
中
立
的
裁
判
官
像
」
の
論
拠
と
も
な
っ
て
い
る
ー
九
七〇

年
四
月
八
日
の
事
務
総
長
談
話
が
や
は
り

(7)

論
拠
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
裁
判
官
像
を
あ
ら
わ
す
文
章
と
し
て
最
も
典
型
的
な
も
の
は
、
 

樋
口
氏
も
引
用
す
る
、
田
中
耕
太
郎
最
高
裁 

判
所
長
官
の
次
の
よ
う
な
発
言(

ー
九
五
五
年
五
月
ー
ー
六
日
、
長
官

・
所
長
会
同
に
て)

で
あ
ろ
う
。
「
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
勢
力
と
く
に
ジ
ャ
ー

(8) 

ナ
リ
ズ
ム
そ
の
他
一
般
社
会
の
方
面
か
ら
く
る
各
種
の
圧
力
に
対
し
裁
判
官
が
毅
然
と
し
て
独
立
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
い
わ
ば
、
 

裁
判
官
に
つ
い
て
、
司
法
外
の
「
圧
力
」
か
ら
の
「独
立
」
を
旨
と
す
べ
し
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
「
中
立
的
裁
判
官
像
」
は
、
今
な
お
裁
判
官
の
思
想
の
枠
づ
け
に
お
け
る
支
配
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も 

「
政
治
的
裁
判
官
像
」
と

い

う

「新
派
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギI

に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
。 

こ
こ
で
、
若
干
の
私
見
を
の
べ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
樋
口
氏
の
と
ら
え
方
と
し
て
、
「
旧
派
的
裁
判
観
」
「新
派
的
裁
判
観
」
と
い
う
名 

称
が
与
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
歴
史
的
な
展
開
が
あ
っ
た
、
と
理
解
し
が
ち
で
あ
る
が
、
樋
口
氏
の
こ
の
二
つ
の
裁
判
観 

の
定
式
は
、
け
っ
し
て
裁
判
観
の
歴
史
的
な
展
開
に
つ
い
て
の
分
析
道
具
と
い
う
の
で
は
な
く
、
戦
後
の
支
配
的
な
裁
判
観
の
典
型
の
析
出
に 

向
け
ら
れ
て
い
る
定
式
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
考
え
て
く
る
と
、
「中
立
的
裁
判
官
像
」
か

ら

「
政
治
的
裁
判
官
像
」

へ
、
と
い
う
図
式
で
理
解
す
べ
き
で
は
な
く
て
、
こ
の
二
つ
の 

裁
判
官
像
は
、
司
法
の
実
態
の
問
題
状
況
の
中
で
、
そ
の
時
点
、
そ
の
局
面
で
の
裁
判
官
を
め
ぐ
る
問
題
性
を
析
出
す
る
概
念
装
置
と
し
て
理 

解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

だ
と
す
る
と
、
現
在
の
司
法
内
部
の
裁
判
官
統
制•

管
理
の
強
化
が
急
速
に
す
す
み
、
裁
判
所
内
部
に
お
け
る
思
想
統
制
と
い
う
問
題
性
に 

注
目
し
て
、
最
高
裁
そ
し
て
政
府
・
与
党
の
も
と
め
る
裁
判
官
像
を
「
政
治
的
裁
判
官
像
」
と
と
ら
え
る
こ
と
は
、
不
当
で
あ
る
と
は
思
え
な
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い
し
、
現
在
の
司
法
の
問
題
性
を
す
る
ど
く
描
き
出
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
「
政
治
的
裁
判
官
像
」
が
小
田
中
氏
の
前
提
と
す
る
、
そ

の

「提
唱
者
の
主
観
の
面
に
お
い
て
も
、
現
実
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な 

機
能
の
面
に
お
い
て
も
」
は
た
し
て
現
在
支
配
的
に
な
っ
て
い
る
か
、
に
つ
い
て
は
議
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
樋
口
氏
が
「
政
治
的
中
立
」
と 

「憲
法
忠
誠
」
の
二
つ
の
観
念
が
論
理
的
に
は
両
立
し
が
た
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
わ
か
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
そ
の
主
張
は
論
理 

的
次
元
で
考
え
ら
れ
て
い
る
。
実
際
に
は
裁
判
官
の
主
観
の
面
に
お
い
て
は
、
そ
の
二
つ
の
観
念
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る 

だ
ろ
う
し
、
現
実
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
機
能
と
い
う
点
で
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
小
田
中
氏
が
、
こ
の
二
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
関 

係
に
つ
い
て
「憲
法
忠
誠
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
「
政
治
的
中
立
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
補
充
し
強
化
す
る
も
の
、
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
こ 

の
混
在
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
樋
口
氏
の
議
論
は
、
あ
く
ま
で
「
両
立
し
が
た
い
」
論
理
の
次
元
で
た
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ 

て
、
現
実
の
機
能
を
問
題
と
す
る
小
田
中
氏
の
議
論
と
土
俵
が
こ
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

と
す
る
と
、
現
在
の
裁
判
官
の
支
配
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
何
か
、
と
問
う
て
、
樋
口
氏
の
主
張
す
る
「
政
治
的
裁
判
官
像
」
か
、
そ
れ
と 

も
小
田
中
氏
の
主
張
す
る
「
中
立
的
裁
判
官
像
」
か
、
と
い
う
二
者
択
一
の
問
題
の
た
て
方
自
体
が
不
正
確
で
あ
っ
て
、
多
様
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー 

的
機
能
の
分
析
の
次
元
で
論
じ
て
い
る
の
か(

小
田
中
説)

、
そ
れ
と
も
論
理
に
着
目
し
、
現
在
の
司
法
の
問
題
性
と
の
関
連
で
、
そ
の
イ
デ 

オ
ロ
ギ
ー
の
特
殊
性
の
析
出
の
次
元
で
論
じ
て
い
る
の
か(

樋
口
説)

を
ひ
と
ま
ず
区
別
し
て
、
問
題
を
た
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な 

い
か
、
と
思
わ
れ
る
.0

小
田
中
説
の
論
じ
て
い
る
議
論
の
土
俵
で
、
私
た
ち
に
と
っ
て
分
析
の
一
つ
の
応
用
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。
最
近
、
出
版
さ
れ
た
雑
誌
の 

中
で
、
佐
藤
文
哉
氏(

東
京
地
方
裁
判
所
判
事)

は

「
裁
判
官
の
心
構
え
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
中
に
次
の
よ
う
な
ー
節
が 

あ
る
。
「裁
判
は
国
の
判
断
作
用
で
あ
り
、
裁
判
官
は
国
の
機
関
と
し
て
裁
判
を
行
う
の
で
あ
る
か
ら
、
誰
が
そ
れ
を
担
当
し
て
も
同
じ
よ
う 

な
判
断
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
べ
き
は
ず
の
も
の
だ
」
「少
な
く
と
も
法
律
問
題
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
に
よ
る
統
一
を
ま
つ 

ま
で
も
な
く
、
最
初
か
ら
、
ど
の
裁
判
官
が
事
件
を
担
当
し
て
も
、
同
じ
問
題
に
つ
い
て
は
同
じ
判
断
が
出
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
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想
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
 

裁
判
官
は
、
そ
の
た
め
の
努
力
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
」
「
具
体
的
に
は
、
最
高
裁
判
所 

の
判
例
が
あ
る
問
題
に
つ
い
て
は
判
例
を
目
安
に
、
そ
れ
が
な
い
問
題
に
つ
い
て
は
裁
判
官
仲
間
の
通
説
的
見
解
と
い
っ
た
も
の
を
想
定
し
、
 

自
分
の
考
え
が
そ
れ
か
ら
か
け
離
れ
て
い
な
い
か
を
考
え
な
が
ら
執
務
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
」 

こ
の
裁
判
官
の
見
解
を
け
っ
し
て
支
配
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
考
え
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
中
堅
の
エ
リ
ー
ト
裁
判
官
と
し
て
、
現
在 

の
裁
判
官
の
一
般
的
な
発
想
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
裁
判
官
の
発
想
の
基
底
に
「裁
判
官
の
独
立
」
の
観
念
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
「
裁
判
官
仲
間
の
通
説
的
見
解
を
想
定
し
た
り
、
 

他
の
裁
判
官
の
意
見
を
参
考
に
す
る
こ
と
は
、
司
法
権
の
独
立
と
は
関
係
が
な
い
し
、
事
件
担
当
裁
判
官
の
発
意
に
基
づ
く
限
り
に
お
い
て
は
、
 

裁
判
官
の
独
立
と
も
矛
盾
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
」
と
の
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
「
司
法
権
の
独
立
」
の
観
念
、
樋
口 

・
 

小
田
中
両
氏
の
い
う
「
中
立
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
こ
の
裁
判
官
の
発
想
に
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。
 

し
か
し
、
同
時
に
注
目
し
た
い
の
は
、
最
高
裁
判
例
の
積
極
的
受
け
入
れ
、
あ
る
い
は
裁
判
官
の
通
説
的
見
解
の
想
定
に
示
さ
れ
る
、
裁
判 

官
に
た
い
す
る
特
定
の
思
想
・
見
解
の
受
容
の
勧
め
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
「多
数
意
思
の
機
械
的
執
行n

判
決
の
自
動 

販
売
機
」
と
言
い
う
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
「
司
法
の
反
動
化
」
後
の
最
高
裁
判
所
や
裁
判
官
の
「通
説
的
見
解
」
と
は
い
か
な
る
も
の 

か
に
つ
い
て
思
い
を
や
る
と
き
、
こ
の
発
想
は
、
樋
口
氏
の
指
摘
し
た
「
日
本
の
現
実
を
そ
の
ま
ま
憲
法
の
名
に
お
い
て
肯
定
し
正
当
化
で
き

(1
)

る
よ
う
な
」
、
そ
う
い
う
「憲
法
」

つ
ま
り
現
在
の
体
制•

体
制
の
支
持
す
る
見
解
の
是
認
に
つ
な
が
っ
て
い
は
し
ま
い
か
。
あ
る
い
は
、
石 

田
長
官
の
い
っ
た
「憲
法
を
是
認
し
、
憲
法
に
そ
っ
た
考
え
方
」
あ
る
い
は
「
現
憲
法
が
期
待
し
て
い
る
姿
」
に
類
似
し
て
は
い
な
い
か
。
 

こ
う
し
た
発
想
の
評
価
に
つ
い
て
、
小
田
中
氏
の
い
う
よ
う
に
、
「
中
立
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
「
補
充
し
強
化
す
る
も
の
」
で
あ
っ
て
「主 

要
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
で
は
な
い
、
と
い
う
評
価
に
異
論
は
な
い
。
た
だ
、
裁
判
官
の
発
想
に
お
い
て
、
「統
一
」
さ
れ
た
国
家
意
思
へ
と
、
 

裁
判
所
の
意
思
を
統
合
さ
せ
て
い
く
よ
う
な
傾
向
が
つ
よ
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
視
点
を
も
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
 

樋
口
氏
が
典
型
と
し
て
析
出
し
た
よ
う
な
「
政
治
的
裁
判
官
像
」
が
、
現
実
に
は
、
様
々
の
複
雑
な
様
相
を
呈
し
な
が
ら
も
、
傾
向
と
し
て
徐
々
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に
あ
ら
わ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
最
近
の
判
決
動
向
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
「
裁
判
所
が
個
々
の
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
の
判
断 

か
ら
は
み
出
し
て
、
全
般
的
な
政
策
決
定
の
機
能
を
か
な
り
果
た
し
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
指
摘
は
、
裁
判
官
の
こ
う
し
た
変
化 

と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
最
近
の
判
決
動
向
と
の
関
係
で
も
、
こ

の

「裁
判
官
像
論
争
」
の
論
点
は
、
重
要
な
分
析
の
視
角
と
し
て 

意
義
深
い
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
科
学
的
な
憲
法
学
に
と
っ
て
の
裁
判
官
論
の
一
つ
の
課
題
が
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

三

対

置

さ

れ

る

「あ
る
べ
き
裁
判
官
像
」

前
章
で
、
裁
判
官
の
思
想
を
枠
づ
け
る
支
配
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
論
点
を
と
り
上
げ
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
支 

配
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
た
い
し
て
、
い
か
な
る
「裁
判
官
像
」
を
対
置
す
べ
き
か
。
こ
の
課
題
は
、
民
主
主
義
憲
法
学
に
要
請
さ
れ
て
い
る 

実
践
的
課
題
の
一
つ
と
位
置
づ
け
て
よ
か
ろ
う
。
支
配
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
な
に
か
、
と
い
う
問
題
は
、
「科
学
と
し
て
の
憲
法
学
」
の
科 

学
的
な
認
識
の
対
象
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
た
い
し
て
、
こ
の
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
抗
す
べ
き
「裁
判
官
像
」
は
な
に
か
、
と
い
う
問
題 

は
、
論
者
そ
れ
ぞ
れ
の
、
現
在
の
司
法
に
つ
い
て
の
現
状
認
識
を
ふ
ま
え
て
の
、
実
践
的
な
提
言
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
樋
口 
•

小
田
中
両 

氏
の
提
言
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
た
。

樋
口
氏
の
提
言
は
、

一
言
で
い
え
ば
、
「伝
統
的
裁
判
官
像
」
の
理
念
の
再
生
、
と
い
っ
て
よ
い
。
こ

の

「伝
統
的
裁
判
官
像
」
は
あ
く
ま 

で
理
念
で
あ
っ
て
、
現
実
の
存
在
と
し
て
、
歴
史
的
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
は
歴
史
的
に
「伝
統
的
」
と
言
う
も
の
で 

は
な
く
、
近
代
立
憲
主
義
の
理
念
に
て
ら
し
て
「伝
統
的
」
な
の
で
あ
る
。

樋
コ
氏
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「今
の
日
本
の
司
法
権
こ
と
に
最
高
裁
に
は
、
ま
さ
に
こ
こ
で
言
う
意
味
で
の
官
僚
制
の
一
面
と
し
て
の
専

(3
 )

門
性
、
合
理
性
、
そ
し
て
外
部
に
対
す
る
自
律
性
の
回
復
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
、
と
私
は
考
え
る
。
」 

「
政
治
的
裁
判
官
像
」

へ
の
傾
斜
を
、
現
在
の
裁
判
官
に
つ
い
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
み
て
と
っ
た
樋
口
氏
は
、
現
在
の
司
法
の
状
況
に
つ 

い

て

「
日
本
の
現
在
の
司
法
に
つ
い
て
も
、
独
善
よ
り
は
癒
着
こ
そ
を
何
よ
り
も
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
説
く
。
だ
か
ら
こ
そ
、
政
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治

と

の

「癒
着
一
に
対
抗
す
る
「裁
判
官
像
」
は

「
日
本
国
憲
法
と
い
う
新
し
い
基
本
価
値
の
う
え
に(

位
置
づ
け
な
お
さ
れ
る)

伝
統
的
な

(5
 )

専
門
合
理
的•

自
律
的
な
裁
判
官
像
」
で
あ
り
、
「裁
判
官
と
し
て
の
重
い
責
任
に
堪
え
る
思
想•

良
心
の
自
由
の
陶
冶
を
確
保
し
、
ま
た
そ

-6
 )

れ
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
」
裁
判
官
こ
そ
が
期
待
さ
れ
て
い
る
、
と
説
く
。
そ
し
て
、
現
実
の
存
在
と
し
て
、
青
年
法
律
家
協
会
や
裁
判
官
懇 

話
会
の
裁
判
官
た
ち
の
試
み
は
、
そ
の
よ
う
な
「
裁
判
官
像
」
に
基
礎
を
も
っ
て
い
た
、
と
高
く
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
 

樋
口
氏
の
こ
の
「伝
統
的
裁
判
官
像
」
の
再
生
と
い
う
問
題
提
起
は
、
裁
判
官
の
、
自
己
の
あ
り
よ
う
を
直
接
に
論
じ
た
が
ゆ
え
に
、
現
実 

の
裁
判
官
た
ち
に
と
っ
て
は
、
き
わ
め
て
受
け
入
れ
や
す
い
実
践
的
な
問
題
提
起
と
な
っ
た
。

(7
 )

そ
れ
に
対
し
て
「
中
立
的
裁
判
官
像
に
対
す
る
民
主
主
義
的
な
対
抗
概
念
」
と

し
て

「
民
主
的
裁
判
官
像
」
を
提
起
す
る
の
が
、
小
田
中
氏 

で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
小
田
中
氏
の
「
民
主
的
裁
判
官
像
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

「
裁
判
官
は
、
こ
の
要
求(

『国
民
の
日
々
の
生
活
の
中
で
生
起
す
る
な
ま
な
ま
し
い
要
求
』
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
『人
権
』
と
考
え
ら
れ 

一
 

て
い
る
—
引
用
者)

に
真
摯
に
耳
を
傾
け
、
国
民
と
国
家
と
の
間
の
、
ま
た
国
民
と
国
民
と
の
間
の
紛
争
、
利
益
衝
突
の
実
態
を
し
っ
か
り
把
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握
し
、
真
の
国
民
の
利
益
は
何
か
を
見
極
め
る
作
業
を
ま
ず
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
、
裁
判
官
が
こ
の
作
業
を
国
民
の
立
場
に
立
つ 

ー
 

て
誠
実
に
丹
念
に
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
な
に
よ
り
も
ま
ず
強
く
主
張
し
た
い
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
裁
判
官
像
ら
の
中
心
的
理 

念

は

『国
民
に
開
か
れ
』
『国
民
と
連
帯
し
』
『国
民
的
基
盤
に
立
つ
』
姿

勢
(

こ
れ
を
民
主
的
と
い
う
な
ら
、
正

に

『民
主
的
裁
判
官
像
』)

(8
 )

で
あ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
い
。
」

こ
こ
で
は
「
国
民
の
立
場
に
立
つ
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
議
論
の
キ—

=
=

ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
「
国
民
の
立
場
に
立
つ
」
中
味
を
明
確
に 

し
な
い
か
ぎ
り
「
国
民
」
と
い
う
概
念
の
も
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
機
能
を
警
戒
す
る
樋
口
氏
に
た
い
し
て
、
さ
ほ
ど
説
得
的
で
は
な
い
。
小
田 

中
氏
の
「
国R

の
立
場
に
立
つ
」
と
い
う
意
味
は
、
小
田
中
氏
の
現
代
日
本
に
つ
い
て
の
「
憲
法
が
支
配
権
力
側
に
よ
る
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

(9
 )

と
な
り
え
な
い
と
い
う
、
憲
法
と
民
主
主
義
を
め
ぐ
る
特
殊
な
状
況
」
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
支
配
権
力
側
と
国
民
と
の
対
抗
の
中
で
、
「
国 

灵
の
側
に
立
つ
一
と
は
、
ま
さ
に
憲
法
と
民
主
主
義
を
基
礎
に
し
て
裁
判
官
は
裁
判
を
お
こ
な
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
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樋
口
氏
の
い
う
「
日
本
国
憲
法
と
い
う
新
し
い
基
本
価
値
」
の
上
に
立
つ
裁
判
官
像
と
ほ
ぼ
類
似
す
る
内
容
を
も
つ
。
 

し
か
も
、
国
民
と
の
関
係
で
裁
判
官
が
も
つ
べ
き
主
体
性
に
つ
い
て
、
小
田
中
氏
は
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「裁
判
官
に
望
ま
れ
る
の
は
、
 

根
拠
の
あ
る
理
性
的
な
国
民
の
批
判
、
説
得
に
対
し
て
広
く
耳
を
傾
け
摂
取
す
る
態
度
、
識
見
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の 

よ
う
な
態
度
、
識
見
は
裁
判
官
が
『国
民
的
基
盤
に
立
つ
』
真
の
意
味
で
の
主
体
性
、
内
的
独
立(

良
心
の
独
立)

を
備
え
て
い
る
と
き
に
の 

み
期
待
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
官
に
よ
っ
て
こ
そ
歴
史
の
評
価
に
堪
え
得
る
適
正
な
価
値
選
択
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。」
こ 

の
主
張
は
、
以
下
に
引
用
す
る
「
国
民
」
と
裁
判
官
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
樋
口
氏
の
主
張
と
共
通
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
ま
ず
裁
判
官
が
『国 

民
』
や

『世
論
』
か
ら
距
離
を
と
る
べ
き
だ
と
い
っ
て
も
、
『国
民
』
や

『世
論
』
に
よ
る
裁
判
へ
の
監
視
や
批
判
が
不
要
—
ま
し
て
や
有
害 

だ
一
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
こ
と
を
弁
明
し
て
お
き
た
い
。
私
は
、
そ
う
し
た
監
視
や
批
判
が
必
要
だ
と
考
え
て
お
り
、
た
だ
し
そ
の
際 

に
個
々
の
裁
判
官
の
主
体
性
が
完
全
に
確
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。」 

こ
の
よ
う
に
、
両
者
の
見
解
を
ぬ
き
だ
し
て
み
る
と
、
二
人
の
提
唱
の
ち
が
い
—
「伝
統
的
裁
判
官
像
」
か

「
民
主
的
裁
判
官
像
」
か
—
に 

注
目
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
両
者
の
主
張
の
力
点
の
置
き
方
の
ち
が
い
を
考
慮
し
つ
つ
、
両
者
の
主
張
の
共
通
点
に
注
目
す
べ
き
だ
、
と
私 

は
考
え
る
。
樋
口
氏
は
「
裁
判
官
の
主
体
性
」
に
、
小
田
中
氏
は
「
国
民
の
立
場
に
た
っ
て
」
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
に 

お
い
て
は
、
裁
判
官
の
、
国
民
か
ら
の
「
独
立
」—
樋
口
氏
の
い
う
「
旧
派
的
裁
判
観
」—

の
観
念
は
と
も
に
拒
否
さ
れ
て
お
り
、
基
本
的
人
権 

の
尊
重
を
高
く
掲
げ
る
日
本
国
憲
法
の
価
値
の
上
に
た
っ
て
、
そ
の
憲
法
が
認
め
る
思
想
・
信
条
の
自
由
に
も
と
づ
い
て
、
主
体
的
に
、
政
府 

な
ど
の
時
の
権
力
や
最
高
裁
当
局
か
ら
も
独
立
し
て
判
断
を
お
こ
な
い
、
そ
の
判
決
に
つ
い
て
、
専
門
家
と
し
て
の
責
任
を
持
つ
裁
判
官
と
い 

う
像
は
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
小
田
中
氏
の
い
う
裁
判
官
の
「
歴
史
的
、
社
会
的
責
任
の
自
覚
性
」
の
提
唱
は
、
樋
口
氏
の 

「自
分
が
価
値
選
択
を
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
自
覚
を
は
っ
き
り
と
も
っ
た
う
え
で
『歴
史
の
審
判
』
に
堪
え
る
よ
う
な
選
択
に
可
及
的
に
ち 

か
づ
い
て
ゆ
く
と
い
う
謙
虚
な
使
命
感
を
も
っ
た
裁
判
官
像
」
の
提
唱
に
共
通
す
る
。
こ
こ
に
は
、
判
決
の
実
践
的
な
性
格
を
意
識
し
つ
つ
、
 

「
そ
の
良
心
に
従
い
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
い
、
こ
の
憲
法
及
び
法
律
に
の
み
拘
束
さ
れ
る
」(

憲
法
第
七
六
条
第
三
項)

裁
判
官
の
姿
が
共
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通
し
て
、
浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
裁
判
官
像
は
、
前
に
引
用
し
た
、
現
実
の
エ
リ
ー
ト
裁
判
官
の
「
心
構
え
」
と
は
全
く
こ
と
な
っ 

て
い
る
。
「心
構
え
」
に
あ
っ
た
国
家
機
関
の
ー
コ
マ
と
し
て
の
裁
判
官
の
姿
で
は
な
く
、
ま
さ
に
対
国
家
権
力
と
の
関
係
で
つ
ね
に
緊
張
関 

係
を
も
つ
、
主
体
的
な
裁
判
官
の
姿
で
あ
る
。

「
『あ
る
べ
き
裁
判
官
像
』
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
ま
た
、
裁
判
官
に
求
め
ら
れ
る
資
質
、
素
養
と
は
何
か
、
そ
れ
を
不
断
に
追
い
求
め
る 

こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
つ
よ
く
意
識
し
、
「
国
民
の
信
頼
に
応
え
得
る
裁
判
官
に
な
る
た
め
に
は
、
私
達
一
人
一
人
が
お
互
い
に

(
) 

切
磋
琢
磨
し
、
自
主
的
に
研
さ
ん
を
積
み
重
ね
る
こ
と
」
を
決
意
す
る
、
現
実
の
少
な
か
ら
ぬ
裁
判
官
の
姿
に
、
こ

の
「あ
る
べ
き
裁
判
官
像
」 

を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を

「伝
統
的
裁
判
官
像
」
の
再
生
と
よ
ぶ
か
、
「
民
主
的
裁
判
官
像
」
の
創
出 

と
よ
ぶ
か
は
、
こ
の
裁
判
官
像
に
具
体
的
に
即
し
て
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
違
い
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

こ

の

「
裁
判
官
像
論
争
」
を
踏
ま
え
て
、
二
つ
の
「
裁
判
官
像
」
の
ち
が
い
に
力
点
を
置
い
て
論
ず
る
よ
り
、
む
し
ろ
、
二
つ
の
像
の
共
通 

性
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
、
日
本
国
憲
法
の
価
値
の
上
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
裁
判
官
の
主
体
的
な
態
度
へ
の
、
現
実
的
な
模
索
の
方
向
を
明
ら
か 

に
し
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
の
民
主
主
義
憲
法
学
の
課
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四 

「司
法
に
た
い
す
る
国
民
の
コ
ン
ト
ロ 
—
ル
」
を
め
ぐ
っ
て

前
章
で
、
「裁
判
官
像
」
の
実
質
の
イ
メ
ー
ジ
の
次
元
で
は
そ
れ
ほ
ど
両
者
に
違
い
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
書
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
 

裁
判
官
自
体
に
即
し
て
、
裁
判
官
に
求
め
ら
れ
る
素
養
、
識
見
に
つ
い
て
い
う
限
り
で
、
と
い
う
前
提
つ
き
だ
っ
た
。
し
か
し
、
国
民
の
働
き 

か
け
に
目
を
移
し
て
、
国
民
に
よ
る
裁
判
官
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
い
う
と
、
「伝
統
的
裁
判
官
像
」
に
お
い
て
は
消
極
的
に
、
「
民
主
的 

裁
判
官
像
」
に
お
い
て
は
積
極
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
樋
口
氏
に
よ
っ
て
、
極
め
て
問
題
提
起
的
に
示
さ
れ
た
次
の
こ 

と
ば
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
「
日
本
の
司
法
の
将
来
に
と
っ
て
今
何
が
一
番
大
切
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
そ
れ
ぞ
れ
に
見
解
が 

あ
る
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
多
く
の
識
者
た
ち
は
、
裁
判
官
に
対
し
、
何
よ
り
も
ま
ず
『司
法
官
僚
性
』
の
枠
を
ふ
み
や
ぶ
っ
て
『国
民
』
に
対

-157 —
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し
よ
り
開
か
れ
た
姿
勢
を
と
る
こ
と
を
、
要
望
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
私
は
そ
れ
に
は
く
み
し
な
い
。」
「私
は
、
他
方
で
そ
う
し
た
况
犬
を
批 

判
す
る
ひ
と
び
と
に
対
し
て
も
批
判
的
見
地
を
も
っ
て
い
る
。
…
…
『国
民
』
の
名
に
お
い
て
司
法
に
あ
ま
り
多
く
の
も
の
を
期
待
あ
る
い
は
要

(
)

求
し
、
ま
た
は
司
法
に
あ
ま
り
多
く
の
利
用
価
値
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。」
「裁
判
官
の
解
釈
者
と
し
て
の
立
場
に
対
す
る
司
法
行
政
上
の
枠 

づ
け
に
対
抗
す
る
批
判
の
論
理
と
し
て
、
し
ば
し
ば
、
裁
判
官
に
対
す
る
『民
主
的
統
制
』
と
い
う
主
張
が
も
ち
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ 

の
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
が
無
規
定
に
使
わ
れ
る
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
警
戒
す
る
必
要
が
あ
る
」 

こ
う
し
た
問
題
提
起
は
、
と
も
す
る
と
裁
判
官
に
た
い
す
る
「
民
主
的
統
制
」
を
ほ
ぼ
通
説
的
に
考
え
て
い
た
私
た
ち
に
と
っ
て
、
裁
判
官 

論
の
新
し
い
一
つ
の
課
題
の
提
示
と
い
う
意
味
で
、
知
的
な
刺
激
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(
)
 

樋
口
氏
は
、
こ
の
論
点
を
よ
り
ふ
か
め
る
た
め
に
、
「
『国
民
主
権
』
と

『裁
判
』
の
関
係
に
つ
い
て
」
論
じ
て
い
る
。
 

こ
こ
で
は
、
第
一
に
、
国
民
に
よ
る
直
接
間
接
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
否
定
し
な
い
も
の
と
し
て
「裁
判
の
独
立
」
を
考
え
る
所
一
彦
氏
の
主 

一
 

張
が
批
判
さ
れ
て
い
るc

樋
口
氏
の
論
点
は
、①

た
し
か
に
、
裁
判
官
の
公
選
に
よ
る
国
民
の
直
接
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
そ

れ

自

体

裁

判
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の
独
立
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
憲
法
に
明
文
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
変
革
期
だ
つ 

一
 

た
か
ら
こ
そ
、
新
し
い
民
主
主
義
的
正
当
性
原
理
に
よ
っ
て
裁
判
の
独
立
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
国
民
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
考
え
ら
れ 

た
。②

変
革
期
と
こ
と
な
る
、
法
体
系
確
立
後
の
時
代
に
お
い
て
は
、
こ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
選
挙
の
場
合
で
の
政
党
の
活
動
を
媒
介
と 

し
て
、
政
治
部
門
の
他
権
力
か
ら
の
独
立
と
は
反
対
の
方
向
に
作
用
す
る
可
能
性
の
方
が
大
き
い
。③

国
民
に
よ
る
裁
判
官
公
選
の
よ
う
な 

「制
度
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
と
は
別
の
、
裁
判
批
判
の
よ
う
な
「
非
制
度
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
は
、
民
主
主
義
社
会
の
裁
判
に
と
っ
て
の 

不
可
欠
の
大
前
提
で
あ
る
が
、
裁
判
官
個
人
の
主
体
的
な
あ
り
方
を
ぬ
き
に
す
る
と
、
人
事
を
含
む
司
法
行
政
権
を
も
つ
最
高
裁
判
所
が
、

ー
 

定
の
「
世
論
」
を
背
景
に
し
て
、
個
々
の
裁
判
官
に
一
定
内
容
の
「
モ
ラ
ル
」
を
要
求
す
る
と
き
に
は
、
「
国
民
に
よ
る
非
制
度
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー 

ル
」
の
名
で
、
裁
判
の
独
立
が
骨
抜
き
に
さ
れ
て
ゆ
く
お
そ
れ
が
大
き
い
。

第
二
に
、
「
『国
民
』
の
名
に
お
い
て
司
法
に
あ
ま
り
に
多
く
の
も
の
を
期
待
あ
る
い
は
要
求
」
す
る
こ
と
へ
の
批
判
と
し
て
、
「
司
法
オ
プ
テ
ィ
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ミ
ズ
ム
」
の
成
立
の
要
件
が
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
「わ
れ
わ
れ
は
『
ノ
モ
ス
の
ク
ラ
チ
ア
』
に
よ
り
か
か
る
司
法
オ
プ
テ
ィ 

ミ
ズ
ム
に
単
純
に
満
足
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
司
法
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
が
成
り
立
っ
た
め
に
は
、
実
は
一
定
の
条
件
が
必
要
な 

は
ず
で
あ
る
こ
と
に
、
リ
ア
ル
な
目
を
む
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
」
そ
し
て
、
そ
の
条
件
が
多
か
れ
少
な
か
れ
充
た
さ
れ
る
に
は 

現
実
の
社
会
的
背
景
が
あ
る
。
こ
の
司
法
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
を
成
立
さ
せ
る
一
定
の
社
会
的
背
景
が
あ
る
ア
メ
リ
カ
と
は
、
「議
院
内
閣
制
の 

統
台
機
構
の
も
と
で
、
相
対
的
に
規
律
の
か
た
い
与
党
が
多
年
に
わ
た
っ
て
立
法
府
と
行
政
府
を
一
手
に
掌
握
し
、
唯

一

の

『民
意
』
の
表
明 

と
し
て
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
る
わ
が
国
の
場
合
」
客
観
的
条
件
が
こ
と
な
っ
て
い
る
。

樋
口
氏
の
こ
の
よ
う
な
主
張
の
背
景
に
は
、
「主
権
」
概
念
を
放
棄
し
て
、
対
国
家
と
の
関
係
で
緊
張
関
係
を
も
つ
「
人
権
」
概
念
を
と
る 

べ
し
、
と
の
昌
と
も
共
通
す
る
、
「
国
民
」
や

「
世
論
」
の
概
念
の
は
た
す
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
機
能
に
た
い
す
る
警
戒
が
あ
ら
わ
れ
て
レ
る
。 

こ
の
論
争
で
の
、
「権
力
側
が
も
ち
だ
す
『国
民
』
な
る
も
の
の
実
体
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
批
判
し
、
そ
れ
に
た
い
し
真
の
社
会
的
多 

数
者
の
利
益
を
『国
民
』
の
利
益
と
し
て
対
置
す
る
作
業
こ
そ
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
小
田
中
氏
の
批
判
に
対
し
て
「
司
法
の
領 

域
に
つ
い
て
は
、
私
は
、
『社
会
的
多
数
者
』
か
ら
も
『距
離
を
取
る
べ
き
だ
』
と
い
う
点
ま
で
含
め
て
、
『国
民
主
権
』
の
シ
ン
ボ
ル
に
は
い
っ 

そ

う

警

戒

的

で

あ

」
と
こ
た
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
『真
の
社
会
的
多
数
者
』
な
ら
ば
欲
す0

き
は
ず
の
こ
と
と
い
う
一
定
の
実
質
的
価 

値
同
餐
— 

一
般
的
に
い
え
ば
人
権
と
い
う
こ
と
に
な
る
—
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
」(

傍
点
は
樋
口
氏
に
よ
る)

の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
人
権
と 

い
う
実
質
的
価
値
と
し
て
く
み
か
え
て
提
示
し
、
 

裁
判
官
を
そ
れ
に
よ
っ
て
拘
束
す
る
、
 

と
い
う
の
が
樋
口
氏
の
立
論
で
あ
る
。
 

こ
の
両
者
の
違
い
は
、
科
学
的
な
認
識
上
の
差
異
で
は
な
く
て
、
実
践
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
は
た
す
役
割
に
つ
い
て
の
態
度
の
ち
が 

い
に
起
因
す
る
。
私
た
ち
が
、
「
国
民
に
よ
る
司
法
の
民
主
的
統
制
」
を
い
う
ば
あ
い
、
 

変
革
の
主
体
と
し
て
の
国
民
の
理
念
が
根
底
に
あ
る
。
 

実
践
上
の
態
度
と
し
て
、
こ
の
変
革
の
主
体
と
な
る
t±-
T-
の
国
民
に
た
い
し
て
の
働
き
か
け
と
し
て
、
こ
の
定
式
を
使
用
す
る
こ
と
は
し
ば
し 

ば
あ
る
。
そ
し
て
、
私
は
、

一
定
の
意
味
で
そ
の
有
効
性
を
み
と
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
定 

式
を
主
張
す
る
さ
い
に
、
主
張
者
そ
れ
自
身
が
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も
つ
二
面
的
な
機
能
を
ふ
ま
え
て
、
正
確
な
現
状
認
識
の
中
で
一
つ
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ひ
と
つ
の
実
践
に
対
応
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
、
と
思
う
。
私
が
先
に
司
法
に
た
い
す
る
「
国
民
参
加
」
を
論
じ
た
さ
い
、
「
『国
民
参 

加
』
に
は
、
そ
の
概
念
の
機
能
と
し
て
二
面
性
が
あ
る
。
司
法
に
民
衆
的
な
契
機
を
あ
た
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
司
法
そ
の
も
の
を
国
民
と
結
び 

つ
け
て
い
く
機
能
と
、
『国
民
』
の
名
に
よ
っ
て
支
配
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
力
支
配
を
い
つ
そ
う
強
化
す
る
機
能
で
あ
栃
ー
と 

の
べ
て
、
こ
の
両
面
性
を
ふ
ま
え
て
、
今
後
議
論
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
し
た
こ
と
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
っ
た
。
 

樋
口
氏
の
い
う
よ
う
に
「
相
対
的
に
規
律
の
か
た
い
与
党
が:

：:

唯

一

の

『民
意
』
の
表
明
と
し
て
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
る
わ
が
国
ー
に
お 

い
て
、
た
し
か
に
支
配
の
側
か
ら
の
『民
意
』
形
成
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
『民
意
』
に
対
抗
す 

る
、
も
う
一
つ
の
民
意
も
ま
た
現
実
に
わ
が
国
に
お
い
て
は
存
在
す
る
。
そ
の
も
う
一
つ
の
岳
倉
を
、
司
法
の
現
状
の
変
革
に
む
け
て
、
意
課 

化
・
理
論
化
す
る
課
題
も
民
主
主
義
憲
法
学
の
重
要
な
任
務
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
さ
い
、
民
主
主
義
憲
法
学
は
、
国R

に

「
司
法
に
た> 

す
る
民
主
的
統
制
」
を
働
き
か
け
る
行
為
の
実
践
的
な
有
効
性
に
つ
い
て
、
た
え
ず
、
支
配
の
側
か
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
攻
撃
に
つ
い
て 

の
現
状
認
識
を
冷
静
に
す
す
め
な
が
ら
、
検
討
し
対
応
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
現
代
司
法
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
国
民
を
民
主
主
義
と 

憲
法
の
側
に
獲
得
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
支
配
の
側
に
国
民
が
と
り
こ
ま
れ
る
か
、
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
闘
争
の
様
相
を
ま
さ
に
示
し
て
い 

る
。

注

(1) 

拙
稿
「憲
法
論
か
ら
み
た
、
 

権
力
へ
の

『参
加
』
」
長
谷
川
正
安
編
『現
代
国
家
と
参
加
—
公
法
学
研
究2

丄
(

ー
九
八
四
年
・
法
律
文
化
社)

(2) 

樋
口
陽
一
『比
較
の
中
の
日
本
国
憲
法
』(

ー
九
八
〇
年
・
岩
波
新
書)
(

以
下
文
献①

と
し
て
引
用
す
る)

に
載
せ
ら
れ
た
「政
治
的
裁
判
官
象
と 

伝
統
的
裁
判
官
像
—

『西
洋
』
を
考
え
な
が
ら
日
本
を
見
る
—
」
に
反
論
す
る
、
 

小
田
中
聡
樹
「伝
統
的
裁
判
官
像
か
民
主
的
裁
判
官
像
か
」
『社#(

科 

学
の
方
法
』
ニ
ー
二
号• 

ー
九
八
〇
年
五
月
号
、(

以
下
文
献②

と
し
て
引
用
す
る)

が
発
表
さ
れ
た
こ
と
が
論
争
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
樋
口
氏
は
「
『玫 

治
的
多
数
派
』
お
よ
び
『社
会
的
多
数
者
』
と
裁
判
官
」
『社
会
科
学
の
方
法
』

ニ
ー
一
五
号,

ー
九
八
〇
年
九
月
号(

以
下
文
献③

と
し
て
引
用
す
る) 

で
批
判
に
こ
た
え
る
論
文
を
発
表
し
た
。
こ
の
論
争
論
文
は
『法
と
民
主
主
義
』

一
五
七
号
「特
集
・
今
日
の
裁
判
官
像
」
に
ま
と
め
て
再
録
さ
れ
て 

い
る
。
 

•
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裁判官論の一つの課題

(
3
)
 

樋
口 
•

文
献①

、

ー
八
一
頁
以
下
。

(4) 

前

掲

・
 

ー
九
四
頁
。

(
5
)
 

小
田
中•

文
献②

、
た
だ
し
引
用
は
『続
・
現
代
司
法
の
構
造
と
思
想
』(

ー
九
八
一
年•

日
本
評
論
社)

か
ら
、
ニ
二
六
頁
以
下
。

(
6
)
 

小
田
中
・
文
献②

、
ニ
ニ
九
頁
。 

•

(7) 

樋
口
陽
一
「
裁
判
官
の
『憲
法
忠
誠
』
と

『価
値
中
立
』
」
所
収
・
同
『司
法
の
積
極
性
と
消
極
性
』(

ー
九
七
八
年
・
勁
草
書
房)
(

以
下
文
献④

と 

し
て
引
用
す
る)

一
ハ
八
頁
。

(
8
)
 

樋
口 
•

文
献④

、

一
五
五
頁
。

(
9
)
 

佐
藤
文
哉
「裁
判
官
の
心
構
え
」
『法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊•

総
合
特
集
シ
リ
ー
ズ
二
七
・
現
代
の
裁
判
』(

ー
九
八
四
年•

日
本
評
論
社)

七
七
頁
以
下
。
 

こ
の
特
集
に
つ
い
て
の
書
評(

『法
と
民
主
主
義
』

一
九
四
号
・
五
〇
頁)

の
中
で
、
久
保
田
穰
氏
は
「
国
家
司
法
論
と
も
い
う
べ
き
裁
判
思
想
の
表
明
」 

と
し
て
、
こ
の
論
文
を
位
置
づ
け
て
い
る
。

(

10) 

樋
口
・
文
献④

、

一
七
二
頁
。

(

11) 

樋
口 

・
文
献①

、

一
七
九
頁
。

(

12) 

保
木
本
一
郎
の
「
〔座
談
会
〕
判
例
回
顧
と
展
望
」(

法
律
時
報
五
七
巻
二
号
六
頁)

で
の
発
言
。

(

13) 

樋
口 

・
文
献①

、
 

ー
九
一
頁
。

(

14) 

樋
口 

・
文
献③

、

一
六
頁
。

(

15) 

樋
口 
•

文
献①

、

一
九
三
頁
。

(

16) 

樋
口 

・
文
献④

、

一
七
二
頁
。

(

17) 

小
田
中
・
文
献②

、
二
三
〇
頁
。

(
)
 

小
田
中
聡
樹
「
裁
判
官
論
の
課
題
」
所

収•

外
尾
健
一 
•

広
中
俊
雄•

樋
口
陽
一
編
『人
権
と
司
法
』(

ー
九
八
四
年
・
勁
草
書
房)
(

以
下
文
献⑤
 

と
し
て
引
用
す
る)

三
三
七
—
三
三
八
頁
。

(

19) 

小
田
中•

文
献②

、
ニ
ニ
九
頁
。

(

20) 

小
田
中
・
文
献⑤

、
三
四
〇
頁
。

(

21) 

樋
口 

・
文
献③

、

一
五
頁
。

(

22) 

樋
口 

・
文
献④

、

ー
九
一
頁
。
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(
23) 

い
ず
れ
も
全
国
裁
判
官
懇
話
会
で
の
発
言
よ
り
引
用(

判
例
時
報
ー
〇
六
九
号
ー
〇
頁)

。

(

24) 

樋
口 

・
文
献①

、

ー
九
〇
頁
。

(

25) 

樋
口 

・
文
献①

、

ー
九
四
—

ー
九
五
頁
。 

•

(

26) 

樋
口 

・
文
献④

、
」
七
九
頁
。

(

27) 

樋
口
陽
一
「
『国
民
主
権
』
と

『裁
判
』

の
関
係
に
つ
い
て
の
覚
書
」
所

収•

鴨
良
弼
先
生
古
稀
祝
賀
論
集
『刑
事
裁
判
の
理
論
』(

日
本
評
論
社
・
 

ー
九
七
九
年)

ー
九
—
三
六
頁
。

(

28) 

前
掲
論
文•

三
〇
頁
。

(

29) 

前
掲
論
文•

三
九
頁
。

(

30) 

小
田
中
・
文
献②

、
二
三
三
頁
。

(

31) 

樋
口 

・
文
献③

、

一
六
頁
。

(

)

樋
口 

・
文
献③

、

一
六
頁
。

(

33) 

前
掲
拙
稿•

三
ー
ー
ニ
頁
。
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