
　
「
イ
ン
ド
は
憲
法
を
西
洋
の
先
進
諸

国
か
ら
受
け
継
い
だ
が
、
社
会
の
実
態

に
は
後
進
的
な
側
面
も
存
在
す
る
。
こ

れ
を
憲
法
の
求
め
る
高
み
に
ま
で
引
き

上
げ
る
た
め
に
は
、
司
法
の
役
割
は
非

常
に
大
き
い
」
こ
れ
は
、
あ
る
イ
ン
ド

の
最
高
裁
判
事
が
筆
者
に
語
っ
た
こ
と

ば
で
あ
る
。

　

イ
ン
ド
の
憲
法
と
民
主
主
義
体
制

と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
考
え
る
と

き
、
司
法
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
司
法
に
よ

る
憲
法
解
釈
が
、
イ
ン
ド
政
治
に
さ

ま
ざ
ま
な
影
響
を
与
え
て
き
た
か
ら

で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
と
く
に
「
憲

法
の
基
本
構
造
（Basic Structures

）」

論
と
、
司
法
積
極
主
義
の
象
徴
と
も

い
え
る
「
公
益
訴
訟
」
に
焦
点
を
当

て
て
紹
介
し
た
い
。

●
憲
法
の
基
本
構
造
論

　

イ
ン
ド
憲
法
の
改
正
は
憲
法
第
三
六

八
条
に
定
め
ら
れ
た
手
続
き
に
基
づ
い

て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
議
会
に

よ
る
憲
法
改
正
権
限
に
関
わ
る
制
限
の

有
無
が
論
点
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た

際
に
、
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
提
示
さ

れ
た
も
の
が
「
憲
法
の
基
本
構
造
」
論

で
あ
る
。

　
「
憲
法
の
基
本
構
造
」
論
と
密
接
に

関
連
し
て
い
る
の
が
、
憲
法
改
正
の
範

囲
の
問
題
、
す
な
わ
ち
議
会
の
憲
法
改

正
に
は
制
限
が
あ
る
の
か
否
か
、
と
い

う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
が
提
起
さ

れ
る
に
至
っ
た
背
景
を
示
す
も
の
と
し

て
、
憲
法
第
二
四
次
改
正
法
（
一
九
七

一
年
）
の
提
案
目
的
お
よ
び
理
由
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
最
高
裁

は
、（
基
本
権
に
つ
い
て
は
改
正
を
認

め
な
い
と
し
た
）
ゴ
ー
ラ
ク
・
ナ
ー
ト

事
件
判
決
（Golakh Nath v. State of 

Punjab

：1967

）
に
お
い
て
、
基
本

権
に
関
す
る
第
三
編
を
含
む
憲
法
の
す

べ
て
の
箇
所
の
改
正
権
を
国
会
が
有
す

る
こ
と
を
認
め
て
い
た
過
去
の
判
決
を

覆
し
た
。
こ
の
判
決
の
結
果
、国
会
は
、

国
家
政
策
の
指
導
原
則
を
実
現
す
る
た

め
、
あ
る
い
は
憲
法
前
文
で
明
示
さ
れ

た
目
的
達
成
の
た
め
に
必
要
な
場
合
で

さ
え
、
憲
法
第
三
編
で
保
障
さ
れ
た
い

か
な
る
基
本
権
を
も
剥
奪
又
は
制
限
す

る
権
限
を
有
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
に

い
た
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
会
が
憲
法

改
正
権
の
範
囲
内
に
憲
法
第
三
編
の
規

定
を
含
め
る
よ
う
に
憲
法
条
文
の
改
正

が
で
き
る
こ
と
を
明
記
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」。

　

こ
れ
は
い
い
か
え
れ
ば
、
議
会
と

し
て
は
、
イ
ン
ド
憲
法
第
三
編
に
規

定
さ
れ
る
基
本
権
に
関
わ
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
改
変
す
る
よ
う

な
憲
法
改
正
が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ

た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る

た
め
の
憲
法
改
正
を
行
お
う
と
し
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ

れ
に
対
抗
す
る
意
見
も
ま
た
出
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
憲

法
改
正
を
議
会
が
行
う
と
し
て
も
、

「
憲
法
の
基
本
構
造
」
を
侵
害
す
る
よ

う
な
改
正
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い

と
す
る
意
見
で
あ
る
。

　

上
記
の
意
見
の
契
機
と
な
っ
た
の

が
、ケ
ー
サ
ヴ
ァ
ナ
ン
ダ
・
バ
ー
ラ
テ
ィ

判
決
（Kesavananda Bharati v. State 

of Kerala

：1973

）で
あ
る
。
こ
れ
は
、

憲
法
第
二
五
次
改
正
（
一
九
七
一
年
）

に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
第
三
一
Ｃ
条

の
違
憲
性
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
訴
訟

で
、
判
決
の
な
か
で
は
、
一
三
名
の

判
事
の
う
ち
七
名
が
憲
法
の
基
本
構

造
を
侵
害
す
る
か
た
ち
で
の
憲
法
改

正
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
意
見
を

述
べ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、「
憲
法
の
基
本
構
造
」
が

具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
る
か
に
つ
い

て
は
、
種
々
の
判
例
に
お
い
て
判
示
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容

は
確
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
ケ
ー

サ
ヴ
ァ
ナ
ン
ダ
・
バ
ー
ラ
テ
ィ
判
決
に

お
い
て
も
、
次
の
表
の
通
り
、
裁
判
官

に
よ
っ
て
「
憲
法
の
基
本
構
造
」
に
含

ま
れ
る
事
項
は
主
な
も
の
は
共
通
し
て

い
る
と
は
い
え
、
細
部
で
は
異
な
っ
て

い
る
。

インド民主主義体制の
ゆくえ̶挑戦と変容

特 集

憲
法
解
釈
か
ら
み
る

イ
ン
ド
司
法
の
現
状

浅
野
宜
之
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憲
法
に
は
改
正
に
よ
っ
て
も
変
更
し

得
な
い
基
本
構
造
が
あ
る
と
い
う
意
見

に
つ
い
て
は
、
ケ
ー
サ
ヴ
ァ
ナ
ン
ダ
・

バ
ー
ラ
テ
ィ
訴
訟
に
お
い
て
マ
ハ
ー

ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
州
政
府
代
理
人
と
し
て

出
廷
し
た
、
シ
ー
ル
ヴ
ァ
イ
（
イ
ン
ド

憲
法
注
釈
書
の
古
典
と
も
い
え
る
書
籍

を
執
筆
し
た
法
律
家
）
も
、
後
に
は
こ

れ
を
擁
護
す
る
立
場
に
立
っ
た
と
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
後
、
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
ガ

ン
デ
ィ
ー
選
挙
訴
訟
判
決
（Indira 

N
ehru G

andhi v. Raj N
arain

：

1975

）
や
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
・
ミ
ル
ズ
判

決
（M

inerva M
ills Ltd. v. Union of 

India

：1980

）
な
ど
の
重
要
な
判
決

に
お
い
て
も
、「
憲
法
の
基
本
構
造
」

論
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
、
政
府
は

ケ
ー
サ
ヴ
ァ
ナ
ン
ダ
・
バ
ー
ラ
テ
ィ
判

決
の
再
審
理
を
求
め
た
り
、「
憲
法
の

基
本
構
造
」
に
関
わ
る
憲
法
改
正
に
当

た
っ
て
は
、
改
正
手
続
き
の
な
か
に
国

民
投
票
を
導
入
す
る
と
い
う
憲
法
改
正

案
を
作
成
し
た
り
す
る
な
ど
、「
憲
法

の
基
本
構
造
」
論
を
取
り
崩
す
努
力
を

続
け
た
が
、
成
功
に
は
い
た
ら
な
か
っ

た
。
い
わ
ば
、
憲
法
の
中
心
的
な
内
容

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い

て
改
正
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
違
憲
審

査
に
よ
っ
て
無
効
と
さ
れ
る
可
能
性
は

引
き
続
き
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　

し
か
し
、
政
府
以
外
で
も
基
本
構
造

論
に
対
し
て
批
判
的
な
意
見
は
み
ら
れ

る
。
た
と
え
ば
、憲
法
の
「
基
本
構
造
」

と
さ
れ
る
事
項
を
改
正
す
る
に
際
し
て

は
国
民
投
票
を
導
入
し
た
上
で
、
改
正

を
可
能
に
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
と
と

も
に
、「
憲
法
の
基
本
構
造
」
と
い
う

も
の
の
曖
昧
さ
を
指
摘
す
る
意
見
や
、

近
年
の
最
高
裁
判
決
に
お
け
る
「
憲
法

の
基
本
構
造
」
論
の
適
用
に
つ
い
て
は

こ
れ
を
無
方
針
で
矛
盾
に
満
ち
た
も
の

と
し
た
上
で
、
そ
の
な
か
で
用
い
ら
れ

て
い
る
基
準
も
多
様
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
意
見
な
ど
が
見
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
現
状
に

お
い
て
は
「
憲
法
の
基
本
構
造
」
の
存

在
に
つ
い
て
は
争
い
の
あ
る
と
こ
ろ
で

は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
内
容
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
ケ
ー
サ
ヴ
ァ

ナ
ン
ダ
・
バ
ー
ラ
テ
ィ
判
決
で
提
示
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
事
項
で
、
そ
の
後
の

判
決
で
基
本
構
造
に
含
ま
れ
る
も
の
と

し
て
司
法
審
査
、
基
本
権
と
国
家
政
策

の
指
導
原
則
と
の
調
和
、
司
法
の
独
立

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
憲
法
改
正
に
際
し
て
司
法
が
何
ら

か
の
発
言
を
行
う
こ
と
自
体
に
は
意
義

が
あ
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

●
公
益
訴
訟

　

先
日
、
最
高
裁
の
法
廷
を
見
学
す
る

機
会
を
得
た
。
近
年
の
テ
ロ
続
発
に
よ

り
裁
判
所
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
は
厳
し
く

な
っ
て
お
り
、
外
部
者
の
立
ち
入
り
や

傍
聴
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
な
か
、
貴

重
な
機
会
で
あ
っ
た
。
当
日
は
案
件
を

審
理
に
ま
わ
す
か
否
か
を
判
断
す
る
た

め
の
検
討
を
行
う
日
で
あ
り
、
弁
護
士

席
が
五
〇
席
ほ
ど
の
法
廷
に
は
一
〇
〇

名
ほ
ど
の
弁
護
士
が
詰
め
か
け
、
自
ら

の
担
当
す
る
案
件
を
実
質
審
理
に
ま
わ

し
て
も
ら
え
る
よ
う
、
裁
判
官
に
主
張

し
、
裁
判
官
は
一
件
に
つ
き
数
分
の
割

合
で
こ
れ
を
後
日
審
理
に
回
す
か
否
か

を
判
断
し
て
い
く
。
一
時
間
ほ
ど
の
間

に
多
く
て
三
〇
件
ほ
ど
が
審
理
さ
れ
て

い
っ
て
い
た
。
そ
の
な
か
に
は
民
事
事

件
も
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も

憲
法
問
題
に
関
わ
る
案
件
が
数
多
く
持

ち
込
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

そ
の
状
況
を
見
る
限
り
で
も
裁
判
所
に

持
ち
込
ま
れ
る
紛
争
の
多
さ
が
理
解
で

き
た
。

　

最
高
裁
が
取
り
上
げ
る
案
件
の
多
く

が
高
裁
か
ら
の
上
訴
審
で
あ
る
が
、
な

か
に
は
最
高
裁
で
初
め
て
取
り
上
げ
ら

れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
憲
法

第
三
二
条
に
基
づ
き
提
起
さ
れ
る
、
令

状
請
求
訴
訟
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
は

い
わ
ゆ
る
公
益
訴
訟
（Public Interest 

Litigation

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ

る
。
こ
の
公
益
訴
訟
も
ま
た
、
イ
ン
ド

司
法
と
政
治
体
制
と
の
か
か
わ
り
に
つ

い
て
検
討
す
る
際
に
取
り
上
げ
る
べ
き

事
項
の
一
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

元
来
、
公
益
訴
訟
は
権
利
侵
害
を
受

け
て
い
な
が
ら
も
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス

が
容
易
で
は
な
く
、
結
果
と
し
て
救
済

表　ケーサヴァナンダ・バーラティ判決における「基本構造」：主な判事の意見

シクリ (長官) シェラット, グローバー ヘグデ, ムケルジー ジャグモハン・レッディ

憲法の優越 憲法の優越 国家主権 　

共和的・民主的構造 共和的・民主的構造 民主的政体 基本構造は

政教分離 政教分離 国家の統合 前文に記述されている

三権分立 三権分立 個人的自由 　

連邦制 連邦制 福祉国家建設 　

　 福祉国家建設 　 　

　 国家の統合 　 　

基本的権利 基本的権利 基本的権利 基本的権利

（出所）シュクラ［二〇〇八］を元に筆者作成。
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を
受
け
て
い
な
い
人
た
ち
に
代
わ
っ

て
、
第
三
者
が
訴
訟
を
提
起
し
、
そ
の

救
済
を
図
る
と
い
う
点
に
特
質
が
あ

る
。
た
と
え
ば
、
公
益
訴
訟
が
取
り
入

れ
ら
れ
は
じ
め
た
頃
に
提
起
さ
れ
た
有

名
な
訴
訟
と
し
て
、
テ
ィ
ハ
ー
ル
監
獄

ケ
ー
ス
、
隷
属
的
労
働
者
解
放
戦
線

ケ
ー
ス
、
ア
ジ
ア
大
会
ケ
ー
ス
な
ど
が

あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
刑
務
所
に
お
け
る

受
刑
者
の
処
遇
の
問
題
や
、
労
働
者
の

待
遇
の
問
題
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
顕
著
な
人

権
侵
害
に
つ
い
て
司
法
の
場
に
訴
え
る

こ
と
の
困
難
な
人
た
ち
に
代
わ
っ
て
、

通
常
の
訴
訟
で
あ
れ
ば
「
原
告
適
格
の

な
い
」、
い
わ
ゆ
る
訴
え
の
利
益
が
な

い
と
さ
れ
る
第
三
者
が
訴
訟
を
提
起
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
公
益

訴
訟
と
は
、
人
権
侵
害
を
受
け
て
い
る

者
に
代
わ
り
、
人
権
侵
害
の
救
済
を
図

る
こ
と
は
公
益
に
適
う
こ
と
で
あ
る
と

し
て
、
司
法
府
が
積
極
的
に
権
利
救
済

に
乗
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

一
九
八
五
年
に
、
公
益
訴
訟
を
積
極

的
に
推
進
し
た
バ
グ
ワ
テ
ィ
が
最
高
裁

長
官
に
任
命
さ
れ
た
後
、
公
益
訴
訟
に

関
わ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
作
成
さ
れ
、

そ
の
な
か
で
公
益
訴
訟
に
よ
っ
て
救
済

が
な
さ
れ
う
る
対
象
事
項
が
列
挙
さ
れ

た
。
す
な
わ
ち
、
次
に
挙
げ
る
一
〇
項

目
に
関
わ
る
事
態
の
み
が
公
益
訴
訟
と

し
て
提
起
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
一
〇
項
目
と
は
、（
一
）

隷
属
的
労
働
（
二
）
児
童
（
三
）
最
低

賃
金
不
払
い
、
労
働
者
か
ら
の
搾
取
な

ど
（
四
）
監
獄
に
お
け
る
待
遇
、
迅
速

な
司
法
（
五
）
警
察
に
よ
る
違
法
行
為
、

嫌
が
ら
せ
（
六
）
女
性
に
対
す
る
権
利

侵
害
（
七
）
指
定
カ
ー
ス
ト
、
指
定
部

族
又
は
経
済
的
に
後
進
的
な
人
々
が
受

け
た
嫌
が
ら
せ
等
に
対
す
る
不
服
申
立

て
（
八
）
環
境
汚
染
、生
態
系
の
破
壊
、

麻
薬
問
題
、
文
化
財
の
保
護
、
森
林
そ

の
他
公
的
に
重
要
な
事
項
（
九
）
暴
動

の
被
害
者
か
ら
の
申
立
て
（
一
〇
）
家

族
年
金
、
で
あ
る
。
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
は
、
そ
の
後
の
最
高
裁
判
決
を
も
と

に
い
く
ら
か
の
加
筆
が
な
さ
れ
て
い
る

が
、
取
り
上
げ
う
る
対
象
と
し
て
は
こ

の
一
〇
点
に
変
化
は
な
い
。
し
か
し
、

八
番
目
の
「
そ
の
他
公
的
に
重
要
な
事

項
」
と
い
う
文
言
に
基
づ
い
て
、
そ
の

後
の
公
益
訴
訟
に
お
い
て
、
対
象
の
広

が
り
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。

　

た
と
え
ば
、
皮
革
工
場
に
よ
る
水
質

汚
染
に
関
わ
る
マ
ド
ラ
ス
皮
革
工
場

ケ
ー
ス
、
公
共
交
通
機
関
の
使
用
燃
料

に
よ
る
大
気
汚
染
を
問
題
視
し
、
バ
ス

な
ど
に
つ
い
て
圧
縮
天
然
ガ
ス
を
使
用

す
る
よ
う
命
令
を
発
し
た
デ
リ
ー
排
気

ガ
ス
ケ
ー
ス
と
い
っ
た
環
境
問
題
に
関

わ
る
事
例
の
ほ
か
、
汚
職
問
題
に
つ
い

て
も
公
益
訴
訟
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
そ
の
例
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
次
項
で

取
り
上
げ
る
タ
ー
ク
ル
判
決
も
ま
た
、

公
益
訴
訟
の
拡
大
す
る
管
轄
の
流
れ
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
判
決
の
一
つ
で
あ

る
。

●
タ
ー
ク
ル
判
決

　

イ
ン
ド
憲
法
に
は
、指
定
カ
ー
ス
ト
、

指
定
部
族
な
ど
の
社
会
的
弱
者
に
対
す

る
公
務
へ
の
採
用
、
下
院
議
員
等
へ
の

議
席
な
ど
に
つ
い
て
留
保
を
行
う
規
定

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
近
年
問
題
と

な
っ
た
事
柄
に
、
高
等
教
育
機
関
へ
の

入
学
枠
の
問
題
が
あ
る
。
最
高
裁
の
一

連
の
判
決
に
お
い
て
、
政
府
か
ら
の
補

助
金
を
受
け
て
い
な
い
教
育
機
関
に
関

し
て
入
学
者
選
定
は
国
の
関
与
を
認
め

な
い
と
い
う
判
断
が
な
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
他
の
後
進
諸
階

級
に
つ
い
て
も
留
保
を
行
わ
せ
よ
う
と

し
た
の
が
憲
法
第
九
三
次
改
正
で
あ

り
、
こ
れ
を
具
体
化
さ
せ
た
二
〇
〇
六

年
中
央
教
育
機
関
法
（
以
下
、
二
〇
〇

六
年
法
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
法
令
の

違
憲
性
に
つ
い
て
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た

の
が
、タ
ー
ク
ル
判
決
（A. K. Thakur v. 

Union of India
：2008

）
と
呼
ば
れ

る
訴
訟
で
あ
る
。

　

原
告
側
は
、
同
憲
法
改
正
が
「
憲
法

の
基
本
構
造
」
を
侵
害
し
て
い
る
こ
と

な
ど
か
ら
違
憲
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

ま
た
、
二
〇
〇
六
年
法
に
お
い
て
後
進

階
級
の
定
義
を
カ
ー
ス
ト
に
基
づ
い
て

規
定
し
て
い
る
こ
と
の
問
題
の
ほ
か
、

法
律
の
適
用
対
象
か
ら
「
富
裕
層
」
を

排
除
し
て
い
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て

問
題
視
し
、
違
憲
性
を
主
張
し
た
。

　

判
決
で
は
、「
国
が
運
営
し
て
い
る
、

ま
た
は
補
助
金
を
受
け
て
い
る
機
関
」

に
関
し
て
留
保
制
度
を
拡
大
す
る
と
い

う
憲
法
改
正
は
、「
基
本
構
造
」
を
侵

害
し
て
い
な
い
と
し
、
ま
た
、
留
保
制

度
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
積
極
的
な
評

価
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇

六
年
法
に
つ
い
て
も
、
後
進
階
級
の
基

準
が
カ
ー
ス
ト
の
み
に
置
か
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
富
裕
層
に
つ
い

て
は
留
保
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
べ

き
で
、
そ
の
た
め
に
も
政
府
が
後
進
階

級
の
基
準
を
示
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
な

ど
を
判
示
し
た
。

　

公
益
訴
訟
と
し
て
提
起
さ
れ
た
本
訴

訟
で
は
、
憲
法
第
九
三
次
改
正
等
に
基

づ
く
留
保
制
度
が
、
公
益
に
反
し
て
い

る
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
判
断
が

求
め
ら
れ
た
。
い
わ
ば
、
公
益
に
適
う

と
い
う
点
を
切
り
口
に
、
政
策
論
争
の

行
わ
れ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
司
法
が

関
与
す
る
道
筋
を
設
け
て
い
る
と
い
う
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こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

な
お
、
本
訴
訟
に
お
い
て
、
違
憲
性

を
判
断
す
る
際
に
用
い
ら
れ
た
の
が
前

掲
の
「
憲
法
の
基
本
構
造
」
論
で
あ
っ

た
が
、
判
決
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
に

よ
っ
て
「
憲
法
の
基
本
構
造
」
の
と
ら

え
方
や
、
そ
の
侵
害
を
認
め
る
基
準
に

は
差
異
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
差
異
の
存

在
こ
そ
が
、
政
治
的
問
題
に
関
わ
る
憲

法
解
釈
の
難
し
さ
を
示
し
て
い
る
。

●
お
わ
り
に

　

本
稿
で
取
り
上
げ
た
事
例
か
ら
、
イ

ン
ド
政
治
を
動
か
す
力
の
一
つ
と
し
て

の
、
司
法
と
政
府
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
関
係
性
が
う
か
が
わ
れ
る
。
比
較
的

政
府
か
ら
の
独
立
性
が
高
い
司
法
が
、

政
治
的
に
争
点
と
な
っ
て
い
る
問
題
に

つ
い
て
何
ら
か
の
判
断
を
示
し
、
こ
れ

に
対
し
て
政
府
が
当
該
判
決
に
お
い
て

問
題
と
さ
れ
た
事
項
を
修
正
、
あ
る
い

は
憲
法
改
正
と
い
う
形
で
政
府
の
意
向

を
貫
く
と
い
う
動
き
を
見
せ
な
が
ら
、

統
治
が
な
さ
れ
て
い
く
と
い
う
状
況
が

み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

公
益
訴
訟
は
、
対
象
と
な
る
事
項
の

拡
大
と
発
展
の
な
か
で
、
司
法
が
社
会

の
変
革
に
関
与
す
る
手
だ
て
と
な
っ
て

い
る
。
タ
ー
ク
ル
・
ケ
ー
ス
も
ま
た
、

憲
法
第
九
三
次
改
正
法
や
二
〇
〇
六
年

法
の
違
憲
性
に
つ
い
て
は
認
め
ら
れ
る

と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
が
、
判
決
の

な
か
で
は
留
保
の
対
象
か
ら
い
わ
ゆ
る

「
富
裕
層
」
を
除
外
す
る
こ
と
の
ほ
か
、

期
限
毎
に
見
直
し
を
す
る
こ
と
な
ど
が

述
べ
ら
れ
て
お
り
、
イ
ン
ド
に
お
け
る

留
保
制
度
に
つ
い
て
重
要
な
示
唆
を
与

え
た
判
決
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
同
時
に
、
司
法
の
判
断
が
今
後

の
留
保
政
策
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
う
る

と
い
う
点
で
、
イ
ン
ド
政
治
に
お
け
る

司
法
の
存
在
が
、
こ
れ
ま
で
同
様
に
重

要
な
も
の
と
な
り
う
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
訴
訟
で
取
り
上
げ
ら
れ
る

対
象
が
拡
散
し
、
複
雑
化
す
る
な
か
で

は
、
持
ち
込
ま
れ
る
問
題
に
対
す
る
司

法
の
対
応
も
複
雑
に
な
っ
て
き
て
い

る
。
憲
法
の
基
本
構
造
に
対
す
る
裁
判

官
ご
と
の
解
釈
の
違
い
は
、
そ
の
現
れ

と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、
近
年
政
府
か
ら
裁
判
所
に
対

し
て
、
政
府
と
司
法
と
の
関
係
に
つ
い

て
批
判
的
な
意
見
が
見
ら
れ
た
。
た
と

え
ば
、
二
〇
〇
六
年
法
に
基
づ
く
留
保

に
つ
い
て
、
二
〇
〇
七
年
四
月
に
最
高

裁
判
所
が
差
し
止
め
命
令
を
発
し
た
と

き
、
首
相
マ
ン
モ
ハ
ン
・
シ
ン
は
、「
司

法
積
極
主
義
と
、
司
法
の
行
き
過
ぎ
と

の
間
の
差
は
、
実
に
小
さ
な
も
の
で
あ

る
」
と
発
言
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

バ
ラ
ク
リ
シ
ュ
ナ
ン
最
高
裁
長
官
（
当

時
）
は
、
違
憲
審
査
は
司
法
の
も
つ
重

要
な
役
割
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
つ

つ
、
民
主
主
義
の
適
切
な
機
能
の
た
め

に
は
三
権
が
調
和
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
保

つ
必
要
が
あ
る
と
述
べ
、
憲
法
上
に
規

定
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
守
り
な

が
ら
機
能
し
て
い
く
こ
と
を
強
調
し
て

い
る
（
参
考
文
献
③
参
照
）。

　

公
益
訴
訟
の
展
開
と
隆
盛
は
、
司
法

が
政
府
か
ら
独
立
し
て
い
な
い
限
り
は

な
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

同
時
に
、
タ
ー
ク
ル
判
決
に
み
ら
れ
た

憲
法
解
釈
の
多
様
性
は
、
司
法
が
政
治

か
ら
は
全
く
超
然
と
は
し
て
い
ら
れ
な

い
と
い
う
現
実
を
示
し
て
い
る
。
イ
ン

ド
に
お
け
る
司
法
と
政
治
と
の
相
互
作

用
は
今
後
も
続
く
と
考
え
ら
れ
、
イ
ン

ド
政
治
を
見
て
い
く
う
え
で
は
司
法
の

動
き
に
つ
い
て
も
、
引
き
続
き
目
を
配

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
あ
さ
の　

の
り
ゆ
き
／
大
阪
大
谷
大
学

人
間
社
会
学
部　

准
教
授
）
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