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説

第
一
章

問
題
の
所
在

論

合
衆
国
憲
法
第
一
修
正
は
、
連
邦
議
会
に
対
し
「
国
教
の
樹
立
を
規
定
し
、
も
し
く
は
信
教
上
の
自
由
な
行
為
を
禁
止
す
る
法
律
」
の
制

定
を
禁
じ
て
い
る
。
承
認
後
二
世
紀
の
聞
に
同
修
正
は
、
連
邦
最
高
裁
に
よ
り
、
連
邦
議
会
の
み
な
ら
ず
、
連
邦
政
府
の
行
政
部
、
司
法
部
、

そ
し
て
州
政
府
の
全
機
関
に
も
適
用
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
第
一
修
正
の
国
教
禁
止
・
信
教
自
由
条
項
は
、
宗
教
を
助
長
ま

た
は
阻
害
す
る
あ
ら
ゆ
る
政
府
の
行
為
に
た
い
す
る
一
般
的
禁
止
規
定
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

内
政
に
関
す
る
連
邦
政
府
の
権
限
は
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
活
動
が
宗
教
条
項
に
抵
触
す
る
こ
と
は
、
一
九
三

0
年
代
半
ば

ま
で
は
、
稀
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
点
は
、
最
高
裁
が
「
編
入
理
論
」
に
よ
り
、
同
条
項
が
第
一
四
修
正
を
通
じ
て
州
に
も
適
用
が
あ
る
と
し

(
4
)

①
 

た
と
き
に
あ
た
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
げ
で
、
一
九
四

0
年
代
以
前
の
宗
教
条
項
に
関
す
る
判
例
は
少
な
く
、
宗
派
学
校
へ
の
公
費
助
成
を
扱

っ
た
判
決
は
一
つ
も
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

一
九
三

0
年
代
か
ら
四

0
年
代
に
か
け
て
、
政
府
の
宗
教
に
対
す
る
中
立
性
と
、
自
ら
の
子
ど
も
を
宗
教
的
伝
統
の
中
で
教
育

し
た
い
と
い
う
多
く
の
人
々
の
願
望
と
の
衝
突
を
も
た
ら
す
よ
う
な
社
会
的
変
化
が
生
じ
つ
つ
あ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
は
一
世
紀
半
に
わ
た
る
公
教
育
の
歴
史
を
誇
っ
て
お
り
、
初
等
・
中
等
学
校
を
維
持
す
る
た
め
に
州
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
レ

ヴ
ェ
ル
で
課
税
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。
伝
統
的
に
公
教
育
の
実
施
は
、
地
方
公
共
団
体
の
財
産
税
お
よ
び
州
の
補
助
金
を
財
源
と
す
る
特

別
地
区
た
る
「
学
務
区
」
(
印
岳
。
。
ニ
)
庄
司
目
立
)
」
に
よ
る
こ
と
が
多
い
。
一
九
二

0
年
代
末
な
い
し
三

0
年
代
か
ら
、
ス
ク
ー
ル
・
パ
ス
が

普
及
し
、
人
口
が
都
市
部
に
集
中
す
る
に
つ
れ
、
学
校
の
整
理
統
合
が
進
ん
だ
。
こ
の
よ
う
に
大
規
模
に
な
っ
た
学
校
で
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

が
拡
充
さ
れ
、
教
師
の
専
門
化
が
進
み
、
そ
れ
に
伴
い
経
費
が
増
大
し
た
が
、
こ
れ
も
公
費
支
出
の
拡
大
お
よ
び
税
額
の
ア
ッ
プ
に
よ
っ
て

北法37(1・ 52)52 



賄
わ
れ
た百

アメリカ憲法における宗派学校への公的助成問題について

公
立
学
校
と
並
ん
で
、
私
立
学
校
に
お
け
る
初
等
・
中
等
教
育
も
盛
ん
に
な
さ
れ
て
き
て
い
た
。
こ
の
時
期
、
就
学
児
童
全
体
の
約
二
ハ

パ
ー
セ
ン
ト
が
私
立
学
校
に
入
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
学
校
の
ほ
と
ん
ど
は
宗
教
団
体
に
よ
り
経
営
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、

そ
こ
で
は
一
定
の
宗
教
教
育
が
な
さ
れ
、
宗
教
儀
式
が
挙
行
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
多
く
は
算
数
、
理
科
、
国
語
な
ど

の
世
俗
的
教
科
に
充
て
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
私
立
学
校
は
、
専
ら
授
業
料
収
入
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い
た
。
前
述
の
公
立
学
校
の
場
合

と
同
じ
よ
う
に
、
私
立
学
校
も
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
向
上
や
拡
大
に
伴
う
経
費
の
増
大
に
見
舞
わ
れ
た
が
、
税
収
に
よ
る
公
費
に
よ
っ
て
そ
れ

を
補
填
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
多
く
の
学
校
が
財
政
難
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。

学
校
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
子
ど
も
を
私
立
学
校
に
通
わ
せ
て
い
る
中
流
階
層
の
親
た
ち
は
一
層
の
苦
境
に
立
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
公

立
学
校
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
税
金
を
支
払
い
、
そ
れ
に
加
え
て
自
分
の
子
ど
も
の
通
う
私
立
学
校
を
維
持
す
る
た
め
に
授
業
料
を
払
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
私
立
学
校
は
世
俗
的
教
科
の
教
育
に
つ
い
て
公
立
学
校
の
負
担
を
軽
減
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
親
た
ち

ゃ
、
私
学
な
い
し
宗
教
教
育
の
支
持
者
た
ち
に
と
っ
て
、
政
府
(
学
務
区
、
市
、
あ
る
い
は
州
)
が
私
立
学
校
に
な
ん
ら
か
の
財
政
的
援
助

を
す
る
の
は
妥
当
な
こ
と
と
思
わ
れ
た
。
実
際
、
も
し
私
立
学
校
が
そ
の
門
を
閉
じ
た
り
、
あ
る
い
は
親
た
ち
が
授
業
料
を
支
払
え
な
く
な

っ
た
り
す
る
と
、
そ
の
生
徒
た
ち
は
公
立
学
校
に
移
り
、
公
費
負
担
が
更
に
増
大
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
九
五

O
年
初
頭
ま
で
に
、
多
く
の
州
の
当
局
者
や
議
員
た
ち
は
、
私
立
学
校
救
済
の
必
要
性
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
私
立
学

校
ー
そ
の
多
く
は
宗
派
学
校
で
あ
る
が
|
は
世
俗
的
教
科
の
教
育
に
お
い
て
公
共
的
役
務
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
州
は
こ
れ
に
対

し
な
ん
ら
か
の
形
で
報
償
す
る
義
務
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
彼
ら
の
考
え
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
様
々
な
方
法
が
試
み
ら
れ
た
が
、
こ
れ

は
、
憲
法
の
国
教
禁
止
条
項
に
違
反
す
る
と
の
非
難
を
招
か
ず
に
は
お
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
遂
に
は
最
高
裁
に
到
る
多
く
の
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。



説

②
 

こ
の
問
題
へ
の
最
高
裁
の
対
応
を
検
討
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
第
一
修
正
の
信
教
自
由
条
項
の
も
と
で
の
諸
問
題
お
よ
び
宗
派

学
校
へ
の
公
費
助
成
問
題
以
外
の
国
教
禁
止
条
項
に
関
す
る
問
題
は
扱
わ
な
い
。
ま
た
、
紙
幅
の
都
合
上
、
宗
教
団
体
と
関
係
を
持
つ
大
学

へ
の
公
費
助
成
問
題
も
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

論

第
二
章

国
教
禁
止
条
項
に
関
す
る
諸
理
論

国
教
禁
止
条
項
が
、
連
邦
議
会
に
対
し
、
「
合
衆
国
教
会
L

を
創
設
し
た
り
、
国
民
に
一
定
の
信
仰
を
要
求
し
た
り
、
宗
教
的
儀
式
や
活
動

へ
の
参
加
を
強
制
す
る
立
法
を
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
文
言
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
資
金
援
助
が
「
国
教

樹
立
」
に
あ
た
る
こ
と
も
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
と
い
い
う
る
か
ら
、
教
会
、
シ
ナ
ゴ

l
グ
そ
の
他
の
宗
教
的
組
織
へ
の
公
費
の
交
付
が
同
条

項
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
も
見
や
す
い
道
理
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
世
俗
的
(
な
か
ん
ず
く
公
的
)
目
的
を
遂
行
し
つ
つ
も
、

が
宗
教
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
よ
う
な
活
動
を
行
う
組
織
に
資
金
援
助

な
い
し
そ
の
他
の
助
成
を
政
府
が
行
う
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
組
織
に
は
、
病
院
、
孤
児
院
、
大
学
、
保
育
所
、
託
児
所
が

か
つ
宗
教
的
儀
式
が
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、

含
ま
れ
る
が
、
な
か
で
も
重
要
な
の
が
初
等
・
中
等
学
校
な
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
最
高
裁
の
提
示
し
て
き
た
国
教
禁
止
条
項
の
解
釈
法
理
は
決
し
て
満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
い
。
同
条
項
の
侵
害
の

有
無
を
判
定
す
る
基
準
な
い
し
テ
ス
ト
は
、
一
九
六
三
年
の
あ
る
判
決
で
示
唆
さ
れ
、
さ
ら
に
パ

l
ガ
長
官
の
手
に
な
る
一
九
七

O
年
の
ウ

オ
ル
ツ
対
租
税
委
員
会
事
件
判
決
で
詳
細
に
述
べ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
コ
ア
ス
ト
L

は
非
常
に
一
般
的
か
つ
多
義
的
で
あ
り
、
後
に
述

べ
る
三
種
類
の
理
論
の
い
ず
れ
に
よ
る
判
決
の
正
当
化
の
際
に
も
用
い
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
テ
ス
ト
を
ク
リ
ア
す
る
た
め
に
は
、
(
二

立
法
目
的
が
世
俗
的
で
あ
り
、
(
二
)
法
律
が
専
ら
宗
教
を
助
長
な
い
し
阻
害
す
る
効
果
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、

(
三
)
政
府
と
宗
教
の
過

北法 37(1・54)54 

そ
れ



(
ロ
)
③

度
の
関
わ
り
合
い
窓
口
丹
ωロ
m
z
gゆ
昇
)
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
(
一
)
は
、
学
校
へ
の

公
費
助
成
の
事
案
で
は
深
刻
な
争
点
と
な
っ
た
こ
と
は
な
く
、
飾
り
も
の
以
上
の
意
味
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
(
二
)
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

で
あ
る
が
、
異
な
る
解
釈
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
後
で
学
校
へ
の
公
費
助
成
問
題
に
関
す
る
国
教
禁
止
条
項
の

三
種
類
の
「
理
論
」
と
し
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。
(
三
)
の
「
過
度
の
関
わ
り
合
い
」
は
、
未
だ
に
最
高
裁
に
よ
っ
て
も
明
確
な
定
義
が

な
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
強
い
て
い
え
ば
、
「
関
わ
り
合
い
」
と
は
、
何
が
世
俗
的
行
為
か
ら
区
別
さ
れ
る
宗
教
的
行
為
と
な
る
の
か
を
決

アメリカ憲法における宗派学校への公的助成問題について

め
る
難
し
さ
の
程
度
、
あ
る
い
は
、
州
の
補
助
が
前
者
に
向
け
た
も
の
か
後
者
に
向
け
ら
れ
た
も
の
か
を
判
定
す
る
こ
と
の
困
難
さ
の
程
度

を
指
す
場
合
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
こ
れ
が
「
過
度
の
関
わ
り
合
い
」
の
意
味
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
( 

一一) 

の
「
効
果
」
テ

ス
ト
の
下
で
な
さ
れ
る
審
査
の
一
側
面
な
い
し
一
部
分
を
な
す
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
い
う
わ
け
で
、
こ
の
「
効
果
」
テ
ス
ト
が
、

公
費
助
成
問
題
へ
の
国
教
禁
止
条
項
の
適
用
可
能
性
を
分
析
す
る
に
際
し
て
の
焦
点
と
な
る
の
で
あ
る
。

コ
ニ
種
類
の
理
論
L

は
、
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
最
高
裁
の
い
ろ
い
ろ
な
裁
判
官
に
よ
り
論
じ
ら
れ
、
あ
る
い
は
示
唆
さ
れ
て
き
た
。
ラ
ト

リ
ツ
ジ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
も
知
ら
れ
る
第
一
の
理
論
は
、
「
バ
ラ
ン
ス
・
シ

l
ト
」
理
論
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

州
に
よ
る
い
か
な
る
助
成
も
、
強
制
力
の
行
使
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
サ
l
ヴ
イ
ス
や
資
金
の
供
与
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
国
教
禁
止
条
項

違
反
と
な
る
。
そ
の
論
拠
は
、
州
の
助
成
は
、
た
と
え
お
も
て
む
き
世
俗
的
目
的
の
た
め
で
あ
ろ
う
と
、
助
成
を
受
け
た
組
織
が
そ
の
分
の

資
産
を
宗
教
目
的
に
振
り
向
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
州
が
教
科
書
や
パ
ス
通
学
に
要
す
る
費
用

を
負
担
し
た
と
す
る
と
、
宗
派
学
校
は
そ
れ
ら
の
た
め
に
費
消
し
た
は
ず
の
資
金
を
宗
教
教
育
を
担
当
す
る
教
師
の
給
料
や
十
字
架
像
、
儀

式
用
ろ
う
そ
く
、
聖
跡
旅
行
な
ど
の
費
用
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
宗
派
学
校
に
算
数
の
教
科
書
を

供
与
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
と
同
額
の
資
金
を
給
付
す
る
こ
と
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
経
済
的
助
成
は
全
て
本
質
的
に
代
替
可
能
な
の
で
あ
り
、

物
で
な
さ
れ
よ
う
と
金
で
な
さ
れ
よ
う
と
同
じ
効
果
を
持
つ
の
で
あ
る
。
か
り
に
、
あ
る
宗
派
学
校
が
、
予
算
の
二

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
宗
教

北法 37(1・55)55 



説

八

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
世
俗
的
教
育
に
用
い
て
い
た
と
し
よ
う
。
す
る
と
、
そ
の
世
俗
的
部
分
に
向
け
た
「

X
」
ド
ル
相
当
の

助
成
は
、
予
算
総
額
を

X
ド
ル
だ
け
増
や
す
こ
と
に
も
な
り
え
、
ま
た
、
学
校
側
が
そ
れ
に
応
じ
て
二
対
八
の
比
率
を
変
え
る
と
は
限
ら
な

バ
ラ
ン
ス
・
シ

l
ト
理
論
の
下
で
は
政
府
に
よ
る
宗
派
学
校
へ
の
い
か
な
る
助
成
も
宗
教
へ
の
直

目
的
に
用
い
、

論

い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

接
援
助
に
他
な
ら
ず
憲
法
違
反
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
国
教
禁
止
条
項
の
最
も
厳
格
な
解
釈
で
あ

り
、
何
人
か
の
裁
判
官
に
よ
り
支
持
さ
れ
て
は
き
た
も
の
の
、
最
高
裁
が
こ
の
理
論
の
み
に
基
づ
い
て
判
決
を
下
し
た
こ
と
は
未
だ
な
い
。

第
二
の
理
論
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
第
一
の
理
論
の
対
極
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
を
「
世
俗
的
部
分
」
理
論
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
日
)
。

こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
宗
派
学
校
へ
の
公
費
助
成
は
、
世
俗
的
教
科
の
教
育
の
た
め
に
実
際
に
支
出
さ
れ
る
金
額
を
超
え
な
い
限
り
に
お
い

て
可
能
と
な
る
。
従
っ
て
、

J
A
」
ド
ル
相
当
の
算
数
の
教
科
書
の
供
与
は
許
さ
れ
る
し
、
「
X
L
ド
ル
の
補
助
金
の
交
付
も
、
宗
派
学
校
が

同
額
を
算
数
の
教
科
書
に
費
消
す
る
限
り
、
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
宗
派
学
校
は
、
算
数
な
ど
の
世
俗
的
教
科
の
教
育
を
行
う
に
つ
い
て
公

共
的
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
そ
の
論
拠
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
公
共
的
機
能
の
遂
行
を
州
が
援
助
し
て
は
い
げ
な
い
理
由
は

な
い
。
宗
派
学
校
が
宗
教
的
内
容
を
持
た
な
い
教
科
を
教
育
す
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
政
府
の
助
成
を
受
け
う
る
の
で
あ
る
。
予
算
の

二
O
パ
ー
セ
ン
ト
を
宗
教
目
的
に
用
い
、
八

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
世
俗
的
教
育
に
用
い
る
と
い
う
前
述
の
宗
派
学
校
の
例
で
は
、
こ
の
理
論
に

よ
れ
ば
、
国
教
禁
止
条
項
に
触
れ
る
こ
と
な
し
に
ま
る
ま
る
八

O
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
助
成
を
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、

学
校
に
よ
る
予
算
の
配
分
や
生
徒
へ
の
ト
ー
タ
ル
な
影
響
を
判
断
す
る
に
つ
い
て
は
、
会
計
上
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
何
が
宗
教
的
行
為
で

あ
り
、
何
が
純
粋
に
世
俗
的
か
を
判
定
す
る
こ
と
の
困
難
さ
か
ら
来
る
容
易
な
ら
ぬ
問
題
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
世
俗
的
部
分
理

論
に
よ
れ
ば
、
州
は
宗
派
学
校
に
対
し
、
そ
の
世
俗
的
教
育
の
部
分
を
フ
ル
に
カ
ヴ
ア
す
る
だ
け
の
助
成
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
理
論
も
最
高
裁
の
何
人
か
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
き
た
が
、
ま
だ
明
確
に
過
半
数
の
支
持
を
得
た
こ
と
は
な
い
。
な
お
、

第
四
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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アメリカ憲法におげる宗派学校への公的助成問題について

最
後
の
理
論
は
、
経
済
的
影
響
で
は
な
く
、
個
々
の
助
成
が
類
型
的
に
有
す
る
性
質
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
あ
る
助
成
が
世
俗

的
教
科
の
教
育
の
促
進
に
の
み
用
い
ら
れ
う
る
類
型
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
宗
教
の
援
助
に
は
あ
た
ら
な
い
。
他
方
、
あ
る
州
の
助
成

が
宗
教
目
的
の
促
進
に
利
用
さ
れ
う
る
類
型
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
国
教
禁
止
条
項
に
抵
触
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
性

質
」
理
論
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
旬
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
算
数
の
教
科
書
の
供
与
は
違
憲
で
は
な
い
が
、
授
業
料
の
公
費
負
担
や
視
聴
覚
教

育
機
器
の
提
供
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
あ
る
類
型
の
助
成
が
宗
教
目
的
の
促
進
に
利
用
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
、
教
育
計
画
全
体
の
な
か
で
そ
れ
が
持
つ
意
義
に
照
ら
し
て
判
断
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
宗
派
学
校
の
敷
地
外
で
州
が
提
供
す
る
サ
l
ヴ
ィ

ス
は
世
俗
的
と
判
定
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
州
自
身
の
要
求
に
起
因
す
る
(
統
一
学
力
テ
ス
ト
な
ど
)
費
用
を
カ
ヴ
ァ
す
る
た
め

の
助
成
も
許
容
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
判
例
理
論
は
必
ず
し
も
一
貫
し
て
お
ら
ず
、
立
場
の
明
ら
か
で
な
い
裁
判
官
も
い
る
け
れ
ど
も
、
最
高

裁
の
多
数
派
は
こ
の
性
質
理
論
に
よ
り
判
決
形
成
を
し
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
三
章

判
例
の
展
開

国
教
禁
止
条
項
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
理
論
に
留
意
し
つ
つ
、
つ
ぎ
に
判
例
の
検
討
に
移
る
こ
と
に
し
よ
う
。
出
発
点
は
、
地
元
の
教
育
委

員
会
が
、
親
に
対
し
、
子
ど
も
の
パ
ス
通
学
に
要
し
た
費
用
を
、
通
学
先
が
公
立
で
あ
る
か
私
立
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
支
払
う
こ
と
を
定

め
た
ニ
ュ

l
・
ジ
ャ

l
ジ
州
法
が
争
わ
れ
た
エ
ヴ
ア
ス
ン
対
教
育
委
員
会
事
件
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
裁
判
官
に
よ
る
最
高
裁
法
廷
意
見
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
同
法
を
支
持
し
た
。
「
(
第
一
修
正
は
)
州
に
対
し
、
宗
教
信
者
お
よ
び
非
信
者
と
の
関
係
に
お
い
て
中
立
的
で
あ
る

こ
と
を
要
求
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
対
し
敵
対
的
で
あ
る
こ
と
は
要
求
し
て
い
な
い
。
」
本
件
で
は
、
三
人
の
裁
判
官
の
同
調
を
得
て

ラ
ト
リ
ツ
ジ
裁
判
官
が
有
名
な
、
予
言
的
と
も
い
え
る
反
対
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
い
わ
く
、
「
宗
派
学
校
の
生
徒
に
対
し
通
学
費
用
を
助
成
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説

し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
授
業
料
や
、
教
師
の
給
料
や
、

そ
の
他
公
立
学
校
で
は
公
費
で
負
担
し
て
い
る
教
育
関
係
費
用
の
助
成
を
し
な
い

論

こ
と
と
同
様
に
、
正
義
に
も
と
る
も
の
で
は
な
い
。
」
こ
の
言
葉
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
バ
ラ
ン
ス
・
シ

l
ト
理
論
の
主
唱
者
で
あ
っ
た
ラ

ト
リ
ツ
ジ
裁
判
官
は
世
俗
的
部
分
理
論
の
出
現
を
見
越
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
ブ
ラ
ッ
ク
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
、
性
質
理
論
と
も

世
俗
的
部
分
理
論
と
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

エ
ヴ
ア
ス
ン
判
決
は
、
公
立
、
私
立
を
問
わ
ず
全
て
の
学
校
の
生
徒
に
対
し
て
世
俗
的
教
科
書
を
供
与
す
る
州
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
支
持
し

た
教
育
委
員
会
対
ア
レ
ン
事
件
判
決
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
最
高
裁
は
、
世
俗
的
教
科
書
の
使
用
が
宗
教
を
助
長
す
る
効
果
を
持
つ
こ
と
は

あ
り
え
な
い
旨
を
強
調
し
て
い
る
。

し
か
し
、
レ
モ
ン
対
カ

l
ツ
マ
ン
事
件
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
二
つ
の
州
に
よ
る
宗
派
学
校
助
成
の
試
み
を
無
効
と
し
た
。
ロ
ー
ド
・
ア

イ
ラ
ン
ド
州
は
、
私
立
学
校
に
お
い
て
世
俗
的
教
科
を
担
当
す
る
教
師
の
給
料
の
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
補
助
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
ペ
ン

シ
ル
ヴ
ェ
イ
ニ
ア
州
も
同
様
の
プ
ラ
ン
を
有
し
て
い
た
。
最
高
裁
は
、
こ
れ
ら
は
共
に
政
府
と
宗
教
の
過
度
の
関
わ
り
合
い
を
も
た
ら
す
も

ま
た
、
主
と
し
て
宗
教
の
促
進
と
い
う
効
果
を
も
っ
と
い
え
な
く
も
な
い
と
し
た
。
本
件
で
最
高
裁
の
い
う
関
わ
り
合
い
が
、

給
料
の
補
助
を
受
け
る
教
師
が
世
俗
的
教
科
の
授
業
の
な
か
で
、
意
識
的
あ
る
い
は
無
意
識
に
宗
教
を
教
え
込
む
可
能
性
を
推
断
す
る
こ
と

の
困
難
性
を
意
味
す
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
教
科
書
と
異
な
り
、
教
師
が
授
業
中
ま
た
は
そ
の
他
の
校
務
の
遂
行
中
に
宗
教
的
価
値
や
そ

れ
に
関
す
る
見
解
を
教
え
る
こ
と
を
確
実
に
防
ぐ
て
だ
て
は
な
い
の
で
あ
る
。
レ
モ
ン
事
件
に
お
け
る
パ

l
ガ
法
廷
意
見
は
明
ら
か
に
性
質

の
で
あ
り
、

理
論
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
何
人
か
の
裁
判
宮
が
結
論
に
賛
成
し
た
が
、
そ
の
理
由
は
バ
ラ
ン
ス
・
シ

l
ト
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
近
か
っ
た
。

世
俗
的
部
分
理
論
を
と
る
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
だ
け
が
反
対
意
見
を
書
い
て
い
る
。

一
九
七
三
年
の
三
つ
の
判
決
は
、
あ
る
意
味
で
よ
り
巧
妙
な
宗
派
学
校
助
成
策
を
阻
止
し
た
。
レ
ヴ
ィ
ッ
ト
事
件
判
決
に
お
い
て
、
最
高

裁
は
、
州
が
要
求
す
る
記
録
の
保
管
、
報
告
の
作
成
お
よ
び
世
俗
的
教
科
の
テ
ス
ト
の
実
施
の
た
め
の
費
用
を
私
立
学
校
に
支
払
う
こ
と
を
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定
め
た
ニ
ュ

l
・ヨ

l
ク
州
法
を
無
効
と
し
た
。
各
学
校
へ
の
支
払
額
は
生
徒
数
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
る
方
式
が
採
ら
れ
て
い
た
。
最
高
裁

は
、
こ
の
制
度
に
よ
り
一
括
し
て
支
払
わ
れ
る
金
額
が
、
全
て
世
俗
的
活
動
の
み
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
保
証
す
る
手
段
が
な
い
こ
と
を
指

摘
し
た
。
さ
ら
に
、
テ
ス
ト
の
た
め
の
支
出
に
つ
い
て
も
、
テ
ス
ト
の
作
成
、
監
督
お
よ
び
採
点
に
宗
教
担
当
の
教
師
が
関
与
し
た
な
ら
、

そ
の
限
り
で
宗
教
的
効
果
を
持
っ
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
本
件
に
お
け
る
法
廷
意
見
、
同
意
意
見
お
よ
び
反
対
意
見
で
の
裁
判
官
の
分

アメリカ憲法における宗派学校への公的助成問題について

布
は
、
二
年
前
の
レ
モ
ン
判
決
と
同
じ
で
あ
っ
た
。

ナ
イ
ク
イ
ス
ト
事
情
お
よ
び
ス
ロ

l
ン
事
情
に
お
い
て
最
高
裁
は
、
補
助
金
、
税
額
控
除
お
よ
び
所
得
控
除
を
通
じ
て
私
立
学
校
の
授
業

料
を
償
還
し
よ
う
と
す
る
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
イ
ニ
ア
州
法
お
よ
び
ニ
ュ

l
・ヨ

l
ク
州
法
を
無
効
と
判
示
し
た
。
ナ
イ
ク
ィ
ス
ト
事
件
判
決
で

法
廷
意
見
を
述
べ
た
パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
は
、
「
低
所
得
世
帯
の
児
童
が
集
中
し
て
い
る
」
私
立
(
宗
派
)
学
校
へ
の
補
助
金
は
宗
教
へ
の
直
接

援
助
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
た
と
え
補
助
金
の
目
的
が
施
設
の
維
持
で
あ
り
、
金
額
が
公
立
学
校
で
の
同
種
の
費
用
の
五

O
パ
ー
セ
ン
ト
に

制
限
さ
れ
て
い
て
も
、
最
高
裁
は
、
こ
れ
は
宗
派
学
校
で
の
教
育
で
世
俗
的
教
科
が
占
め
る
割
合
い
を
控
え
目
に
反
映
し
て
い
る
も
の
だ
と

い
う
主
張
を
受
げ
付
け
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
世
俗
的
部
分
理
論
が
明
確
に
主
張
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
旬
。
最
高
裁
は
、
私
立
学
校
に
通
う
児
童
が
い
る
低
所
得
世
帯
へ
の
授
業
料
一
括
補
助
ゃ
、
中
所
得
世
帯
に
対
し
、
授
業
料
を
税
額
控
除

や
所
得
控
除
の
対
象
と
す
る
措
置
も
認
め
な
か
っ
た
。
こ
の
意
見
に
は
、
ホ
ワ
イ
ト
、
レ

l
ン
ク
ィ
ス
ト
、
パ

l
ガ
各
裁
判
官
が
反
対
し
て

い
る
。
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ミ
i
ク
対
ピ
テ
ィ
ン
ジ
ャ
事
件
で
は
、
新
手
の
宗
派
学
校
助
成
が
二
種
類
含
ま
れ
て
い
た
が
、
最
高
裁
は
、
レ
モ
ン
、
レ
ヴ
ィ
ッ
ト
、
ナ

イ
ク
ィ
ス
ト
、
お
よ
び
ス
ロ
ー
ン
と
い
う
先
例
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
に
よ
る
判
決
を
下
し
た
。
問
題
と
な
っ
た
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
イ
ニ
ア
州
法
の

う
ち
、
教
科
書
の
供
与
を
定
め
る
規
定
は
ア
レ
ン
判
決
に
従
っ
て
合
憲
と
判
示
さ
れ
た
が
、
各
種
教
材
(
視
聴
覚
機
材
、
地
図
、
実
験
器
具

の
貸
与
は
、
宗
教
を
助
長
す
る
蓋
然
性
が
過
度
に
高
い
と
し
て
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
同
法
は
、
私
立
学
校
の
構
内
で
公
務

を
含
む
)



説

員
が
テ
ス
ト
、

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
言
語
・
聴
覚
障
害
の
治
療
な
ど
を
行
い
う
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
が
、
こ
れ
も
違
憲
と
さ
れ
た
。
た
だ

し
、
そ
の
理
由
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

論

こ
れ
ら
の
問
題
は
、
他
の
問
題
と
と
も
に
一
九
七
七
年
の
ウ
オ
ル
マ
ン
対
ウ
ォ
ル
タ
事
件
で
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
本
件
で
は
、
最
高

裁
は
以
下
の
事
柄
を
宗
教
を
直
接
に
助
長
す
る
と
し
て
無
効
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
付
教
材
の
貸
与
(
ミ

l
ク
事
件
と
同
じ
)
お
よ
び
同
私

立
学
校
主
催
の
旅
行
に
参

J

加
す
る
児
童
へ
の
交
通
費
の
補
助
、
で
あ
る
。
他
方
、
以
下
の
事
柄
は
合
憲
と
さ
れ
た
。
付
世
俗
的
教
科
書
の
供

与
(
ア
レ
ン
お
よ
び
ミ

l
ク
事
件
と
同
じ
て
口
公
務
員
に
よ
る
標
準
テ
ス
ト
の
実
施
、
日
私
立
学
校
生
徒
の
心
理
的
、
肉
体
的
障
害
を
発
見

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
診
療
サ

l
ヴ
ィ
ス
、
お
よ
び
側
私
立
学
校
の
敷
地
外
で
の
私
立
学
校
生
徒
に
対
す
る
治
療
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な

ど
、
で
あ
る
。
こ
の
オ
ハ
イ
オ
州
法
に
お
い
て
は
、
支
払
い
は
全
て
直
接
生
徒
に
対
し
て
な
さ
れ
、
生
徒
当
た
り
の
支
払
金
額
は
、
公
立
学

校
で
同
じ
目
的
に
費
消
さ
れ
て
い
る
額
を
超
え
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
ウ
ォ
ル
マ
ン
判
決
で
特
に
興
味
深
い
点
は
、
国
教
禁
止
条
項
に

関
す
る
三
つ
の
理
論
に
つ
い
て
の
各
裁
判
官
の
立
場
が
比
較
的
鮮
明
に
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
診
療
サ

l
ヴ
ィ
ス
(
校
医
以
外

の
医
師
等
に
よ
る
言
語
・
聴
覚
障
害
の
診
断
)
を
除
く
全
て
の
補
助
に
対
し
、
ブ
レ
ナ
ン
、

マ
ー
シ
ャ
ル
、

ス
テ
ィ

l
ヴ
ン
ズ
各
裁
判
官
は

反
対
し
た
。

パ
l
ガ
お
よ
び
パ
ウ
エ
ル
各
裁
判
官
は
全
て
の
援
助
を
容
認
し
よ
う
と
し
た
。
残
り
の
ス
チ

ホ
ワ
イ
ト
、

レ
ー
ン
ク
ィ
ス
ト
、

ユ
ワ

l
ト
お
よ
び
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
裁
判
官
は
、
以
前
の
判
例
で
用
い
ら
れ
た
性
質
理
論
を
維
持
し
た
。
こ
れ
ら
の
中
で
は
、
ナ
イ
ク
ィ
ス
ト

事
件
判
決
で
の
法
廷
意
見
に
お
け
る
考
え
方
か
ら
の
転
換
、
す
な
わ
ち
性
質
理
論
か
ら
世
俗
的
部
分
理
論
へ
の
転
向
を
示
し
て
い
る
パ
ウ
エ

ル
意
見
が
目
を
引
く
。

一
九
八

O
年
の
公
共
教
育
委
員
会
対
リ
ー
ガ
ン
事
件
に
お
い
て
、
宗
派
学
校
へ
の
公
的
助
成
に
対
し
よ
り
好
意
的
な
多
数
派
が
新
た
に
形

成
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
の
手
に
な
る
法
廷
意
見
は
、
か
つ
て
レ
ヴ
ィ
ッ
ト
事
件
に
お
い
て
違
憲
と
さ
れ
た
ニ
ュ

l
・

ヨ
ー
ク
州
法
の
修
正
法
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
。
州
議
会
に
よ
る
旧
法
の
修
正
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
(
宗
派
学
校
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の
教
師
が
作
成
し
た
も
の
で
は
な
く
)
州
が
作
成
し
た
テ
ス
ト
の
み
を
使
用
お
よ
び
支
払
い
の
対
象
と
す
る
こ
と
、
テ
ス
ト
は
学
校
職
員
以

外
の
者
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
こ
と
、
学
校
へ
支
払
わ
れ
る
金
額
が
テ
ス
ト
の
実
施
お
よ
び
報
告
に
要
す
る
実
際
の
費
用
と
一
致
す
る
こ
と
を

確
認
す
る
た
め
に
支
払
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
の
会
計
検
査
を
行
う
こ
と
、
で
あ
る
。
本
件
で
、
最
高
裁
は
、
州
が
要
求
す
る
テ
ス
ト
の
実
施

お
よ
び
結
果
の
報
告
に
要
す
る
費
用
を
州
が
宗
派
学
校
に
支
払
う
こ
と
を
支
持
し
た
。
支
払
い
が
直
接
学
校
に
対
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
事

実
に
よ
っ
て
は
本
件
州
法
は
無
効
と
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
法
廷
意
見
は
、
レ
ヴ
イ
ツ
ト
事
件
で
問
題
と
さ
れ
た
点
が
修
正
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
は
い
る
が
、
意
見
全
体
の
ト
l
ン
は
七

0
年
代
の
判
例
よ
り
も
公
的
助
成
に
対
し
て
好
意
的
で
あ
る
よ
う
な
印
象
を
与

え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
プ
レ
ナ
ン
、
」
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
お
よ
び
マ
ー
シ
ャ
ル
各
裁
判
官
は
性
質
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
、

官
は
バ
ラ
ン
ス
・
シ

l
ト
理
論
に
立
っ
て
、
反
対
意
見
を
書
い
て
い
る
。

ス
テ
ィ

l
ヴ
ン
ズ
裁
判

果
た
し
て
リ
ー
ガ
ン
判
決
は
、
最
高
裁
の
新
し
い
多
数
派
に
よ
る
世
俗
的
部
分
理
論
採
用
の
予
兆
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

④
 

に
ミ
ュ
ラ
対
ア
レ
ン
事
件
判
決
が
下
さ
れ
た
と
き
、
研
究
者
の
多
く
は
そ
う
考
え
た
。
レ
ー
ン
ク
イ
ス
ト
裁
判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
は
、
子

ど
も
の
教
育
に
要
し
た
費
用
を
州
所
得
税
の
所
得
控
除
対
象
と
す
る
ミ
ネ
ソ
タ
州
法
を
合
憲
と
し
た
の
で
あ
る
。
控
除
は
、
子
ど
も
の
通
う

学
校
の
公
立
、
私
立
を
問
わ
ず
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
制
度
の
最
大
の
受
益
者
は
、
子
ど
も
を
授
業
料
の
高
額

な
私
立
学
校
に
通
わ
せ
る
親
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
で
費
用
が
軽
減
さ
れ
、
入
学
し
や
す
く
な
る
こ
と
に
よ
り
、
私
立
(
宗
派
)
学
校
も
間

接
的
に
受
益
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
九
八
三
年
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し
か
し
、
最
高
裁
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
に
基
づ
く
本
件
州
法
へ
の
攻
撃
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
退
け
た
。
「
た
と
え
本
件
州
法
が
な

ん
ら
か
の
不
平
等
な
効
果
を
有
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
子
ど
も
を
宗
派
学
校
に
送
っ
て
い
る
親
た
ち
が
州
お
よ
び
全
納
税
者
に
提
供
す
る

利
益
に
対
す
る
報
償
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

L

州
法
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
そ
れ
が
世
格
的
で
あ

る
こ
と
を
認
め
た
。
す
な
わ
ち
、
「
子
ど
も
が
通
っ
て
い
る
学
校
の
如
何
を
問
わ
ず
そ
の
教
育
費
を
負
担
す
る
と
い
う
州
の
決
断
は
、
そ
の
目



説

か
つ
理
解
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
教
育
の
あ
る
市
民
こ
そ
社
会
の
政
治
的
、
経
済
的
健
全
性

の
た
め
に
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
」
同
様
に
、
最
高
裁
は
本
法
の
主
た
る
効
果
が
世
俗
的
で
あ
る
こ
と
も
認
め
た
。
い
わ
く
、
「
教
育
費
を
控

除
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
市
民
の
税
負
担
を
平
等
化
し
、
か
つ
教
育
と
い
う
望
ま
し
い
目
的
へ
の
支
出
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る

J
い
う
ま

で
も
な
く
こ
の
文
言
は
、
こ
の
判
決
が
世
俗
的
部
分
理
論
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
ミ
ュ
ラ
判
決
は
、
五

対
四
の
き
わ
ど
い
差
と
は
い
え
、
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
と
世
俗
的
部
分
理
論
の
勝
利
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
勝
利
は
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。

的
が
世
俗
的
で
あ
り
、

論

第
四
章

一
九
八
五
年
|
再
び
振
り
出
し
へ

八
五
年
七
月
に
下
さ
れ
た
二
つ
の
判
決
は
、
宗
派
学
校
へ
の
政
府
援
助
に
対
す
る
厳
し
い
立
場
に
振
子
が
戻
っ
た
こ
と
を
、
少
な
く
と
も

表
面
的
に
は
、
示
唆
し
て
い
る
。
グ
ラ
ン
ド
・
ラ
ピ
ッ
ズ
学
務
区
対
ボ

l
ル
事
件
お
よ
び
ア
グ
ィ
ラ
対
フ
ェ
ル
ト
ン
事
件
に
お
い
て
最
高
裁

は
、
宗
派
学
校
の
生
徒
に
対
し
て
世
俗
的
教
科
の
(
補
習
)
教
育
を
行
う
た
め
の
三
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
違
憲
と
判
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
う

ち
の
二
つ
、
す
な
わ
ち
ミ
シ
ガ
ン
州
グ
ラ
ン
ド
・
ラ
ピ
ッ
ズ
学
務
区
が
実
施
す
る
「
施
設
共
用

(ω}55色、口
B
巾
)
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
お
よ
び
連

⑤
 

邦
政
府
の
資
金
援
助
を
受
げ
ニ
ュ

l
・ヨ

l
ク
市
が
行
う
「
第
一
章
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
概
ね
同
じ
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
第
三
の
「
地
域

教
育
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
や
は
り
グ
ラ
ン
ド
・
ラ
ピ
ツ
ズ
学
務
区
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
や
や
異
な
る
問
題
を
含
ん
で
い
た
。
最
高
裁

は
、
最
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
意
見
が
最
も
一
致
し
、
七
対
二
で
国
教
禁
止
条
項
違
反
と
判
示
し
た
。

地
域
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
は
、
宗
教
団
体
の
経
営
す
る
小
学
校
の
施
設
を
用
い
て
、
そ
の
放
課
後
に
世
俗
的
教
師
)
の
授
業
を
行
う
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
授
業
を
担
当
す
る
教
師
は
、
法
的
に
は
当
該
学
務
区
が
雇
用
す
る
非
常
勤
の
公
立
学
校
教
員
で
あ
っ
た
が
、
実
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そ
の
ほ
ぽ
全
員
が
宗
派
学
校
の
常
勤
職
員
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
教
師
は
日
中
は
宗
派
学
校
の
教
員
で
あ
り
、
放
課

後
に
同
じ
生
徒
の
中
の
あ
る
者
た
ち
に
対
し
別
の
授
業
を
行
い
、
そ
の
分
に
つ
き
学
務
区
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

理
論
的
に
は
、
学
務
区
は
宗
派
学
校
か
ら
教
室
を
賃
借
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
賃
借
料
は
ご
く
僅
か
で
あ
り
、
賃
貸
借
関
係
と
は
名
ば

か
り
の
も
の
で
あ
っ
た
。
地
域
教
育
の
授
業
を
行
う
際
に
は
、
そ
の
教
室
に
宗
教
的
偶
像
や
祭
具
を
設
け
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
、
そ
れ
が
「
公

立
学
校
」
の
教
室
で
あ
る
旨
の
掲
示
物
を
教
室
に
掲
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

地
域
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
国
教
禁
止
条
項
違
反
と
し
た
原
判
決
を
支
持
す
る
に
際
し
、
プ
レ
ナ
ン
裁
判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
は
レ
モ
ン
対

カ
l
ツ
マ
ン
事
件
判
決
を
は
じ
め
と
す
る
判
例
で
確
立
さ
れ
た
三
部
テ
ス
ト
に
依
拠
し
た
。
テ
ス
ト
の
第
一
部
と
し
て
、
法
廷
意
見
は
、
当

際
に
は
、

該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
目
的
は
世
俗
的
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
限
り
で
は
違
憲
で
は
な
い
と
し
た
。
し
か
し
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
宗
教
を
助
長

す
る
直
接
的
効
果
を
有
す
る
と
判
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
プ
レ
ナ
ン
裁
判
官
に
よ
れ
ば
、
こ
の
直
接
的
効
果
は
つ
ぎ
の
三
点
に
認
め
ら
れ
た
。

「
第
一
に
、
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
て
い
る
教
師
は
、
意
識
的
に
ま
た
は
無
意
識
で
特
定
の
宗
教
の
教
義
や
信
条
の
教
え
込
み
に
関
わ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

第
二
に
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
政
府
と
宗
教
と
の
聞
の
重
大
な
象
徴
的
紐
帯
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
第
三
に
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
使
用
さ
れ
る
学
校
の
宗

(
H
U
)
 

教
的
行
為
に
対
し
て
援
助
を
行
う
と
い
う
違
憲
的
所
為
を
通
じ
て
宗
教
を
直
接
に
助
長
す
る
効
果
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
。
」

法
廷
意
見
は
、
治
療
行
為
や
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
テ
ス
ト
な
ど
を
行
う
た
め
に
公
務
員
を
私
立
学
校
に
「
貸
与
」
す
る
こ
と
を
違
憲
と
し

{
G
J
 

た
ミ

l
ク
対
ピ
テ
ィ
ン
ジ
ャ
事
件
判
決
に
主
と
し
て
依
拠
し
た
。
ま
た
、
レ
モ
ン
対
カ
l
ツ
マ
ン
判
決
自
体
も
事
案
が
類
似
し
て
い
た
。
レ

モ
ン
事
件
で
は
、
最
高
裁
は
宗
派
学
校
で
世
俗
的
教
科
を
担
当
す
る
教
師
の
給
与
の
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
州
が
補
助
す
る
こ
と
を
違
憲
と
判

示
し
た
。
グ
ラ
ン
ド
・
ラ
ピ
ッ
ズ
事
件
に
関
し
、
法
廷
意
見
は
、
ミ
l
ク
事
件
に
お
け
る
公
務
員
の
「
貸
与
」
お
よ
び
レ
モ
ン
事
件
で
の
教

師
の
給
与
補
助
と
、
地
域
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
の
宗
派
学
校
教
員
の
「
公
立
学
校
非
常
勤
教
員
」
と
し
て
の
雇
用
と
の
聞
に
は
実
質
的
相
違

は
見
当
た
ら
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
先
例
に
照
ら
せ
ば
、
地
域
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
違
憲
性
は
比
較
的
容
易
に
導
か
れ
る
も
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の
で
あ
っ
た
。
オ
コ
ナ
裁
判
官
が
一
部
同
意
意
見
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
宗
派
学
校
の
常
勤
教
員
が
宗
派
学
校
の
監
督
の
下
に
そ
の
学
校

の
生
徒
に
対
し
世
俗
的
教
科
の
授
業
を
行
う
こ
と
に
つ
き
公
費
の
支
給
を
受
け
る
場
合
に
は
、
・
・
・
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
教
会
に
関
係
す
る

学
校
の
宗
教
的
目
的
を
促
進
す
る
明
ら
か
な
、
そ
し
て
現
実
的
な
効
果
を
持
つ
の
で
あ
る
。
」
バ
ラ
ン
ス
・
シ

l
ト
理
論
お
よ
び
性
質
理
論
の

い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
地
域
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
救
済
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
世
俗
的
部
分
理
論
の
柔
軟
な
適
用
に
よ
っ
て
の
み
、
そ

れ
は
維
持
さ
れ
え
た
で
あ
ろ
う
。

「
施
設
共
用
」
お
よ
び
「
第
一
章
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
こ
れ
よ
り
も
困
難
な
問
題
を
提
起
し
た
。
い
ず
れ
も
通
常
の
授
業
時
間
内
に
公
立
学

校
の
教
員
が
宗
派
学
校
に
派
出
さ
れ
、
世
俗
的
教
的
を
教
え
る
こ
と
と
し
て
い
た
。
こ
の
教
師
た
ち
は
公
立
学
校
の
常
勤
教
員
で
あ
り
、
他

に
は
宗
派
学
校
と
は
な
ん
ら
の
関
係
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
教
師
は
、
通
常
は
一
日
ま
た
は
一
週
に
い
く
つ
か
の
学
校
を
ま
わ
り
、
教
育

義
務
を
果
た
す
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
授
業
に
際
し
、
宗
教
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
伝
達
を
一
切
回
避
す
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
を
指

論

示
さ
れ
て
い
た
。
「
施
設
共
用
L

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
は
、
公
立
学
校
の
監
督
機
関
に
よ
る
当
該
教
員
の
監
察
は
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

が
、
「
第
一
章
L

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
宗
教
的
内
容
を
持
つ
授
業
を
防
止
す
る
た
め
の
モ
ニ
タ
ー
・
シ
ス
テ
ム
が
講
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
監
督
官

が
定
期
的
に
予
告
な
し
に
ク
ラ
ス
を
訪
れ
、
教
育
環
境
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
と
も
に
授
業
を
参
観
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
最
高
裁
は
、

両
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
も
五
対
四
で
国
教
禁
止
条
項
違
反
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

プ
レ
ナ
ン
裁
判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
は
、
「
施
設
共
用
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
地
域
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
の
と
本
質
的
に
同

じ
三
つ
の
理
由
に
よ
り
宗
教
を
助
長
す
る
効
果
を
持
つ
と
判
定
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
理
由
を
あ
ら
た
め
て
慎
重
に
検
討
し
て
み

よ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
法
廷
意
見
は
、
こ
れ
に
参
加
す
る
教
師
が
、
授
業
に
際
し
生
徒
た
ち
に
宗
教
的
信
条
を
教
え
込
む
お
そ
れ
に
つ
い
て

多
少
詳
し
く
論
じ
た
。
プ
レ
ナ
ン
裁
判
官
の
見
る
と
こ
ろ
、
教
師
が
「
教
え
る
環
境
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
授
業
を
す
る
」
の
は
不
可

ま
た
「
生
徒
た
ち
も
宗
派
学
校
の
持
つ
強
い
宗
教
的
雰
囲
気
の
中
で
授
業
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、

能
な
い
し
極
め
て
困
難
な
の
で
あ
り
、
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宗
教
を
教
え
込
む
効
果
が
高
ま
る
の
で
あ
る
。
)
」
一
種
の
浸
透
作
用
に
よ
り
宗
派
学
校
の
強
い
宗
教
的
雰
囲
気
が
算
数
や
理
科
の
授
業
に
し

み
渡
り
、
こ
れ
ら
の
教
科
に
宗
教
的
色
付
け
を
す
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
議

論
は
そ
の
よ
う
な
「
宗
教
的
教
え
込
み
」
を
示
す
証
拠
に
よ
り
支
持
さ
れ
て
お
ら
ず
、
い
さ
さ
か
無
理
で
あ
り
説
得
力
に
欠
け
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

アメリカ憲法における宗派学校への公的助成問題について

「
施
設
共
用
」
が
宗
教
を
促
進
す
る
効
果
を
持
つ
と
い
う
第
二
の
理
由
は
、
宗
派
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
へ
の
公
立
学
校
教
員
の
参
加
は
、

州
が
宗
教
を
支
援
し
て
い
る
こ
と
の
象
徴
と
見
ら
れ
う
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
公
立
学
校
の
施
設
を
宗
教
的
教
育
に
利
用
さ
せ
る
プ
ラ

ン
を
違
憲
と
し
た
判
例
を
引
用
し
つ
つ
、
法
廷
意
見
は
、
「
・
・
・
生
徒
た
ち
が
、
宗
派
学
校
と
し
て
の
授
業
と
『
公
立
学
校
』
と
し
て
の
そ

れ
と
の
決
定
的
な
違
い
を
認
識
す
る
で
あ
ろ
う
と
は
思
え
な
い
・
・
-
」
と
述
べ
た
。
原
判
決
か
ら
一
部
引
用
し
つ
つ
、
法
廷
意
見
は
つ
ぎ

の
よ
う
に
締
め
括
っ
た
。
「
本
件
で
の
宗
派
学
校
は
、
公
衆
の
目
に
は
、
宗
教
的
ス
ポ
ン
サ
ー
か
ら
給
与
を
受
け
る
教
師
と
政
府
か
ら
給
与
を

受
け
る
教
師
か
ら
な
る
合
弁
事
業
の
よ
う
に
映
る
で
あ
ろ
う
。
一
つ
の
宗
派
的
事
業
に
関
し
政
府
と
宗
教
が
協
同
し
て
い
る
印
象
を
与
え
る

と
い
う
こ
の
効
果
は
、
国
教
禁
止
条
項
の
下
に
お
い
て
は
許
さ
れ
な
い
効
果
な
の
で
あ
る
。
L

こ
れ
は
、
学
校
助
成
の
事
案
に
は
こ
れ
ま
で
適

用
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
理
論
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
公
立
学
校
で
の
祈
祷
の
事
案
な
ど
に
そ
の
先
例
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
法
廷
意
見
は
そ
れ
ら
の
判
例
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
の
理
論
は
性
質
理
論
を
変
形
し
敷
延
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
宗
教
に
州
が
援
助
し
て
い
る
と
い
う
印
象

l
そ
れ
が
正
確
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
ー
を
与
え
る
助
成
は
全
て
そ
の
宗
教
の
「
助
長
L

と
異
な
ら
な
い
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

施
設
共
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
否
定
す
る
第
三
の
理
由
は
、
本
質
的
に
バ
ラ
ン
ス
・
シ

l
ト
理
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

科
を
教
え
る
責
任
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
州
は
宗
派
学
校
の
宗
教
的
目
的
を
援
助
す
る
こ
と
に
な
る
。
当
該
学
校
が
こ
れ
ら
の
授
業

一
定
の
世
俗
的
教

に
費
消
す
る
は
ず
だ
っ
た
資
金
等
が
、
こ
れ
に
よ
り
宗
教
的
活
動
に
振
り
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
法
廷
意
見
は
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説

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

論

「
も
し
州
か
ら
の
援
助
が
な
か
っ
た
ら
、
宗
派
学
校
が
本
件
で
の
よ
う
な
世
俗
的
授
業
を
実
施
し
た
か
ど
う
か
は
さ
だ
か
で
は
な
い

0

・
・
・
〔
学
務
区
の
〕
主
張

に
よ
れ
ば
、
公
立
学
校
が
徐
々
に
宗
派
学
校
の
世
俗
的
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
全
て
を
引
き
継
ぐ
こ
と
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
宗
派
学
校
が
既
存
の
世
俗
的
授
業

を
廃
止
し
て
も
、
一
、
二
年
後
に
は
施
設
共
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
同
じ
内
容
の
授
業
が
始
め
ら
れ
る
の
は
確
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
現
在
平
均
的
な

宗
派
学
校
の
生
徒
が
受
け
る
全
授
業
時
間
の
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
施
設
共
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
授
業
が
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
当
裁
判
所
が
公
立
学
校
の
援

助
を
受
け
る
宗
派
学
校
の
授
業
時
間
の
割
合
に
制
限
を
課
す
根
拠
と
な
る
原
則
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ひ
と
た
び
本
件
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
認
め
る

と
、
宗
派
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
さ
ら
に
大
き
な
部
分
の
公
立
学
校
へ
の
引
き
継
ぎ
も
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
州
は
宗
派
学
校
の
中
心
的
支
持
者
と
な
っ

{
臼
)

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
基
本
的
原
理
が
害
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
L

本
判
決
が
、
最
高
裁
の
法
廷
意
見
が
バ
ラ
ン
ス
・
シ

l
ト
理
論
を
明
確
に
採
用
し
た
初
め
て
の
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
注
目
に
値
す
る

が
、
同
意
見
は
二
つ
の
性
質
理
論
型
の
議
論
に
も
依
拠
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
意
義
は
薄
め
ら
れ
て
い
る
。

「
第
一
章
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
し
て
は
、
施
設
共
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
の
と
同
じ
趣
旨
の
攻
撃
の
他
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
政
府
と
宗

教
関
係
組
織
と
の
「
過
度
の
関
わ
り
合
い
」
を
も
た
ら
す
と
い
う
攻
撃
が
加
え
ら
れ
た
。
施
設
共
用
と
第
一
章
の
重
要
な
相
違
は
、
い
う
ま

で
も
な
く
、
後
者
の
下
で
は
世
俗
的
教
科
の
授
業
の
際
に
宗
教
教
育
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
公
立
学
校
の
監
督
官
に
よ
り
授
業
の

参
観
お
よ
び
監
察
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
教
師
に
よ
る
宗
教
的
教
義
の
教
え
込
み
に
よ
っ
て
宗
教
が
助
長
さ
れ
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
、
施
設
共
用
に
対
し
な
さ
れ
た
批
判
が
回
避
さ
れ
う
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
実
際
に
、
最
高
裁
も
こ
の
事
情
を
認

識
し
、
第
一
章
に
つ
い
て
は
こ
の
議
論
を
行
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
(
少
な
く
と
も
少
数
派
の
裁
判
官
に
と
っ
て
は
)
驚
い
た
こ
と
に
は
、

ほ
か
な
ら
ぬ
宗
教
教
育
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
監
督
が
、
国
教
禁
止
条
項
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
州
と
宗
派
学
校

法
廷
意
見
は
、

と
の
過
度
の
関
わ
り
合
い
を
も
た
ら
す
と
し
た
の
で
あ
る
。
法
廷
意
見
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
『
関
わ
り
合
い
』
の
重
要
な
要
素
が
本
件
に
は
存
在
し
て
い
る
。
第
一
に
、
:
・
本
件
援
助
は
高
度
に
宗
教
的
な
環
境
の
な
か
で
提
供
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
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援
助
が
教
師
の
提
供
と
い
う
形
で
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
宗
教
的
教
育
を
防
止
す
る
た
め
の
不
断
の
監
察
が
欠
か
せ
ず
・
・
・
第
一
章
・
・
・
は
援
助
を
受
け
て

(
日
)

い
る
宗
派
学
校
に
州
(
機
関
)
が
恒
常
的
に
存
在
す
る
こ
と
を
不
可
避
に
す
る
の
で
あ
る
。

L

パ
ウ
エ
ル
を
除
く
多
数
派
の
裁
判
官
は
、
第
一
章
を
無
効
に
す
る
に
は
関
わ
り
合
い
テ
ス
ト
だ
け
で
足
り
る
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
ア

グ
ィ
ラ
判
決
と
グ
ラ
ン
ド
・
ラ
ピ
ッ
ズ
判
決
は
同
時
に
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
奇
妙
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

宗
教
を
助
長
す
る
効
果
を
認
定
す
る
た
め
に
グ
ラ
ン
ド
・
ラ
ピ
ッ
ズ
事
件
で
示
さ
れ
た
も
う
二
つ
の
理
由
(
州
に
よ
る
宗
教
の
象
徴
的
支
援

アメリカ憲法における宗派学校への公的助成問題について

お
よ
び
教
会
の
宗
教
的
活
動
の
間
接
的
援
助
)
は
、
第
一
章
事
件
で
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
施
設
共
用
と
第
一
章
に
は
い
く
つ

か
の
事
実
的
相
違
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
こ
の
議
論
に
関
連
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
も
し
施
設
共
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
州
が
学
校
の
宗

教
的
任
務
を
援
助
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
第
一
章
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
よ
り
一
層
そ
の
考
え
が
妥
当
す
る
は
ず
で
あ
る
。
も
し
施

設
共
用
が
本
来
世
俗
的
授
業
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
資
金
の
宗
教
目
的
へ
の
振
替
を
可
能
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
第
一
章
に
も

同
じ
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
最
高
裁
に
よ
る
ア
グ
ィ
ラ
事
件
で
の
こ
れ
ら
の
議
論
の
回
避
は
、
グ
ラ
ン
ド
・
ラ
ピ
ッ
ズ
事
件
に
お
げ
る

そ
れ
ら
の
議
論
の
有
効
性
へ
の
疑
念
を
招
く
と
い
う
皮
肉
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
二
つ
の
最
新
判
決
は
、
結
局
、
こ
の
領
域
に
関
す
る
法
理
の
混
迷
の
度
を
一
層
増
し
て
し
ま
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ

れ
ら
に
よ
り
、
宗
派
学
校
へ
の
州
の
助
成
の
う
ち
、
公
立
学
校
教
員
を
世
俗
的
教
科
を
教
え
る
た
め
に
宗
派
学
校
に
派
出
す
る
こ
と
、
お
よ

び
、
こ
れ
は
予
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
宗
派
学
校
教
員
に
対
し
世
俗
的
教
科
を
担
当
す
る
分
に
つ
き
公
費
を
支
給

す
る
こ
と
、
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
確
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
「
関
わ
り
合
い
」
と
い
う
あ
い
ま
い
な
概
念
は
十
分
に
解
明
さ
れ
た
と
は
い
え

⑥
 

な
い
。
グ
ラ
ン
ド
・
ラ
ピ
ッ
ズ
判
決
お
よ
び
ア
グ
ィ
ラ
判
決
は
、
多
少
の
無
理
は
あ
る
に
し
て
も
、
性
質
理
論
の
枠
内
で
捉
え
る
こ
と
は
可

能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
憲
法
の
こ
の
領
域
に
お
け
る
最
高
裁
の
法
理
の
明
確
性
、
予
見
可
能
性
お
よ
び
一
貫
性
を

高
め
る
た
め
に
は
、

い
わ
ゆ
る
レ
モ
ン
・
テ
ス
ト
を
廃
棄
し
、
新
し
い
ス
タ
ー
ト
を
き
る
こ
と
こ
そ
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
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教
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ラ
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わ
れ
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美
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家
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科
、
ス
ペ
イ
ン
語
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体
操
、
記
念
ア
ル
バ
ム
製
作
、
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ス
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ス
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め
の
美
術
・
工

芸
、
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劇
、
新
聞
、
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典
、
チ
ェ
ス
、
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製
作
、
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。
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国
語
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補
習
コ
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ス
、
美
術
、
音
楽
お
よ
び
体
育
で
あ
り
、
第
一
章
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
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国
語

お
よ
び
算
数
の
補
習
コ
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他
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・
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グ
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ず
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い
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も
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公
立
学
校
教
員
に
よ
る
宗
教
の
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教
え
込

み
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が
あ
っ
た
こ
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を
示
す
証
拠
は
提
出
さ
れ
て
い
な
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。
ア
グ
ィ
ラ
事
件
に
お
け
る
第
一
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ロ
グ
ラ
ム
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一
九
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も
実
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さ
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の
で
あ
る
。
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アメリカ憲法における宗派学校への公的助成問題について

(
日
)
開
ロ
m
a
4・〈

-zz・
ω吋
C
C・
ω
・品
N
H
O
g
N
)
一
ωnvoo--)-回同ユ円円〈・

ω
n
F巾包匂同
y
ω
E
C
・ω
-
N
8
2
8
3
一ω
件。ロ巾

4・。
S
F白
H
S
L
S
C
ω
・
ω由
(
忌
∞
C)
一九山町向

Z
。
当
K
F

帽子同州。↓

c
z
u〉

h

w

J

円。

c
z。
・
的
号
、
ミ
ロ
。
丹
市
N

・同丹

HC印
01印
N
-

(
臼
)
∞
吋
「
何
色
-
N
円四三一
N

∞品・

(
臼
)
∞
叶

F
・何色
-
M
色
白
昨
日
由
由
1ω00
・

(
M
)

パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
は
両
事
件
で
多
数
派
に
参
加
し
て
い
る
が
、
同
時
に
同
意
意
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付
し
て
お
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は
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ラ
ン
ド
・
ラ
ピ
ッ
ズ
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施
設
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用
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で
の

寸
効
果
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す
る
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第
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述
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あ
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問
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フ
ル
プ
ラ
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・
プ
ロ
グ
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に
よ
る
外
国
人
教
師
と
し
て
、
一
九
八
三
年
一

O
月
よ
り
一
九
八
四
年
六
月
ま
で
、
北
海
道
大
学
に
お
い
て

教
育
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従
事
さ
れ
た
。
本
稿
は
、
ハ

l
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中
村
陸
男
教
授
と
共
同
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行
っ
た
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日
米
憲
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判
例
の
比
較
法
的
検
討
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と
題
す
る
演
習
の
た
め
に
用
意
し

た
原
稿
に
大
幅
に
加
筆
し
て
、
論
文
と
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
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Developments in American Constitutional Law : 

Governrhent Aid to Religious Education 

1 _ Introduction 

11. Establishment Clause Theory 

111. The Cases 

IV. The Recent Cases: Back to Square One 

J ames E. HERGET* 

The object of this paper is to examine the United States Supreme Court's 

treatment of govemment aid to education in religious primary and secon-

dary schools under the establishment clause of the United States Constitu-

tion. The standard to determine the constitutionality of this kind of 

govemmental aid， commonly called three-part (purpose， effect and entangle-

ment)“Lemon" test， is so general and so capable of altemative meanings 

that it can be used to justify a decision under any of the three theories of the 

establishment clause which various Justices of the Supreme Court have 

articulated or implied relating to this issue 

The first theory might be called “balance sheet" theory. In this perspec-

tive any kind of state assistance， whether by use of the state's coercive 

power or by provision of services or funds， is violative of the establishment 

clause. The argument is that the state's assistance frees up resources of the 

assisted organization which can be used for reHgious purposes. The second 

theory is， from one standpoint， the opposite of the first. This may be called 

the “secular proportion" theory. Under this viewpoint assistance can be 

given to a religious school so long as it is limited in amount to the equivalent 

of the expenditures actually made for teaching secular subjects. The final 

theory proceeds not along lines of economic impact but upon the principle 

of the characterization of the specific type of assistance. If the type of aid 

can only be used to further education in secular subjects， then it does not aid 

nor endorse religion. If the particular type of aid reI1dered by the state is 

capable of being used to further religious objective， then it runs afoul of the 

establishment clause. This might be called the “aid specific" theory. 

Although the cases are not entirely consistent， and the position of a few of 

the Justices has been in douht， this theory seems to have guided the majority 

of the Court in reaching their decisions in this area. 

• Professor of Law， University of Houston 
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But in Committee for Public Education v. Regan in 1980 and Mueller v. 

Allen in 1983， a new majority of the Court seemed to many experts to 

endorse the secular proportion theory and to take a more sympathetic view 

of government aid to religious schools. 

Two recent decisions handed down in July of 1985， however， suggest that 

the pendulum has swung back to a position that is more hostile to this sort 

of aid. In Grand Rapids School District v. Ball and Aguilar v. Felton， the 

Supreme Court struck down three programs designed to provide supplemen-

tary education in secular subjects to parochial school children. 

The net effect of these two decisions is to obscure even further any 

theoretically satisfactory rationale for this class of cases. They can be 

fitted， albeit perhaps uncomfortably， into the mold of the aid specific theory. 

But it is this author's conclusion that the c1arity， predictability and consis-

tency of the Court's jurisprudence in this area of constitutional development 

is unlikely to improve unless and until the Lemon test is discarded and a new 

start is made. 
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