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ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
・
ブ
リ
ー
フ
と 

立
法
事
実
の
萌
芽

20
世
紀
の
初
頭
、
洗
濯
業
に
雇
用
さ
れ
た
女
性
の

労
働
時
間
を
１
日
10
時
間
に
制
限
す
る
オ
レ
ゴ
ン
州

法
が
合
衆
国
憲
法
の
保
障
す
る
契
約
の
自
由
に
反
す

る
と
し
て
訴
訟
が
提
起
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
訴
訟
に

お
い
て
、
オ
レ
ゴ
ン
州
の
代
理
人
で
後
に
最
高
裁
判

事
と
な
っ
た
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
（Louis D

.Brandeis

）

は
、
１
０
０
頁
を
超
え
る
上
告
趣
意
書
（brief

）

を
提
出
し
ま
し
た
。こ
の
上
告
趣
意
書
の
大
部
分
は
、

州
法
の
合
理
性
を
主
張
す
る
た
め
長
時
間
労
働
が
女

性
労
働
者
に
与
え
る
健
康
上
の
悪
影
響
に
つ
い
て
の

様
々
な
研
究
や
調
査
デ
ー
タ
で
占
め
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
彼
は
州
法
の
合
憲
性
を
示
す
説
得
的
資
料
を
立

法
事
実
と
し
て
裁
判
所
に
提
出
し
、
裁
判
所
が
こ
れ

を
合
憲
判
断
の
基
礎
と
し
た
の
で
す
。

こ
う
し
て
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
の
工
夫
を
凝
ら
し
た
上

告
趣
意
書
が
功
を
奏
し
州
法
は
合
憲
と
判
断
さ
れ
ま

し
た
。こ
の
判
決
は
、契
約
の
自
由
が
重
視
さ
れ
様
々

な
経
済
社
会
的
規
制
立
法
が
違
憲
と
さ
れ
て
い
た
20

世
紀
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
イ
ン
パ
ク
ト
を

持
つ
勝
訴
判
決
と
な
り
ま
し
た
。（

1
（

ま
た
、
こ
う
し
た

ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
・
ブ
リ
ー
フ

（
2
（

方
式
は
、
訴
訟
当
事
者

が
、
合
憲
性
を
支
え
る
立
法
事
実
を
裁
判
所
に
顕
出

す
る
た
め
の
基
本
的
手
法
と
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
通
常
、
各
当
事
者
が
裁
判
で
主
張
す

る
「
事
実
」
と
は
、
不
法
行
為
が
問
題
と
な
っ
て
い

る
事
件
を
例
に
と
れ
ば
、
何
月
何
日
に
相
手
方
の
運

転
す
る
車
に
は
ね
ら
れ
負
傷
し
、
◯
◯
万
円
の
治
療

費
の
支
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
っ
た
特
定
の
当

事
者
に
か
か
わ
る
具
体
的
事
実
で
す
。こ
れ
に
対
し
、

ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
の
上
告
趣
意
書
で
裁
判
所
に
提
出
さ

れ
た
事
実
は
、
女
性
の
長
時
間
労
働
の
及
ぼ
す
影
響

を
示
す
た
め
の
一
般
的
事
実
、
す
な
わ
ち
、
州
法
の

合
理
性
を
支
え
る
社
会
事
実
で
あ
り
、
前
者
の
「
事

実
」
と
は
異
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
立
法
事
実
と
は
、
あ
る
訴
訟
事
件
に

〜公共政策立案に必要な法的知識の修得を目指して〜

第15回立法事実

自治体職員のための政策法務入門

鹿児島大学法文学部法政策学科准教授
宇那木正寛

連
載

今
回
の
ポ
イ
ン
ト

立
法
事
実
に
つ
い
て
は
、
既
に
連
載
第
３
回
で
簡

単
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
今
回
は
、
立
法
事

実
の
概
念
や
そ
の
役
割
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く

解
説
し
ま
す
。
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お
い
て
、
法
的
判
断
に
必
要
と
さ
れ
る
司
法
事
実
に

対
比
し
て
用
い
ら
れ
る
法
概
念
で
す
。
こ
の
立
法
事

実
を
法
概
念
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
行
政
法

学
者
の
ケ
ネ
ス
．
Ｃ
．
デ
ィ
ビ
ス
（K

enneth 
Culp D

avis
）
博
士
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
博

士
は
、
そ
の
著
書
「
行
政
手
続
に
お
け
る
証
拠
問
題

へ
の
接
近
」（

（
（

に
お
い
て
、裁
判
に
お
け
る
事
実
に
は
、

当
事
者
間
の
事
実
と
法
定
立
の
た
め
の
事
実
が
あ
る

と
し
、
前
者
を
司
法
事
実
（adjudicative facts

）

と
い
い
、
後
者
を
立
法
事
実
（legislative fact

）

と
呼
び
ま
し
た
。（

（
（

こ
う
し
た
区
別
は
証
拠
法
則（

（
（

と
の

関
連
で
な
さ
れ
た
も
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者

の
主
張
な
し
に
認
め
て
は
な
ら
な
い
訴
訟
上
の
法
的

争
点
に
関
す
る
事
実
を
「
司
法
事
実
」
と
し
、
そ
れ

以
外
の
事
実
を
「
立
法
事
実
」
と
し
ま
し
た
。

こ
う
し
た
分
類
は
、
証
拠
法
の
原
則
が
適
用
さ
れ

る
「
事
実
」
の
範
囲
の
確
定
を
す
る
こ
と
に
重
点
が

あ
っ
た
と
さ
れ
、
憲
法
訴
訟
を
意
識
し
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
デ
ィ
ビ
ス
博
士
に

よ
り
法
概
念
化
さ
れ
た
立
法
事
実
は
、
そ
の
後
の
米

国
の
違
憲
審
査
に
お
け
る
「
立
法
事
実
論
」（

（
（

に
発
展

し
て
い
っ
た
の
で
す
。

立
法
事
実
は
、
司
法
事
実
で
は
な
い
の
で
弁
論
主

義（
（
（

は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
、
理
論
上
は
、
裁

判
所
が
相
手
方
の
主
張
を
待
た
ず
認
定
し
う
る
事
実

で
あ
る
と
解
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
現
実
の
訴
訟
に

お
い
て
は
、
訴
訟
当
事
者
が
裁
判
所
に
立
法
事
実
に

関
す
る
資
料
を
提
出
し
、
立
法
事
実
を
認
定
し
て
も

ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

我
が
国
の
憲
法
学
説
に
お
け
る 

立
法
事
実
の
意
義
と
役
割

立
法
事
実
に
つ
い
て
は
、我
が
国
の
憲
法
学
者
は
、

ど
の
よ
う
に
定
義
し
、
い
か
な
る
役
割
を
期
待
し
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
立
法
事
実
に
つ
い
て
の
考
え

方
を
い
ち
早
く
日
本
に
紹
介
し
た
芦
部
信
喜
博
士
の

考
え
方
を
中
心
に
み
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

芦
部
博
士
は
、
立
法
事
実
に
つ
い
て
、「
法
律
を
制

定
す
る
場
合
の
基
礎
を
形
成
し
、
か
つ
そ
の
合
理
性

を
支
え
る
一
般
的
事
実
、
す
な
わ
ち
、
社
会
的
、
経

済
的
、
政
治
的
も
し
く
は
科
学
的
な
事
実
を
い
い
、

司
法
事
実
な
い
し
判
決
事
実
（
ア
メ
リ
カ
法
に
い
う

adjudicative facts
）、
す
な
わ
ち
、
誰
が
、
何
を
、

ど
こ
で
、
い
つ
、
い
か
に
、
い
か
な
る
動
機
・
意
図

で
行
っ
た
か
、
と
い
う
直
接
の
当
事
者
に
関
す
る
事

実
に
対
比
し
て
用
い
ら
れ
る
」（

（
（

、
あ
る
い
は
、「
法
律

の
立
法
目
的
お
よ
び
立
法
目
的
を
達
成
す
る
手
段

（
規
制
手
段
）
の
合
理
性
を
裏
づ
け
支
え
る
社
会
的
・

経
済
的
・
文
化
的
な
一
般
事
実
が
立
法
事
実

（legislative fact

）」（
（
（

で
あ
る
と
定
義
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
芦
部
博
士
は
、「
憲
法
訴
訟
に
お
い
て
立

法
事
実
の
も
つ
も
っ
と
も
重
要
な
面
は
、
こ
の
立
法

目
的
達
成
手
段
の
合
理
性
に
関
す
る
も
の
だ
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
」
と
し
、
立
法
目
的
達
成
手
段

の
合
理
性
（
と
く
に
精
神
的
自
由
が
問
題
に
な
る
場

合
に
は
必
要
最
小
限
の
意
を
強
く
含
む
）
を
支
え
る

立
法
事
実
の
重
要
性
を
主
張
し
て
い
ま
す
。（

（（
（

こ
の
よ
う
に
、
芦
部
博
士
は
、
あ
る
法
律
が
合
憲

で
あ
る
た
め
に
は
、
当
該
法
律
の
立
法
目
的
及
び
立

法
目
的
を
達
成
す
る
手
段
の
合
理
性
が
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
立
法
事
実
を
検
証
し
な
い
ま
ま
、
た
だ
、
憲

法
と
法
律
と
の
条
文
の
み
を
概
念
的
に
比
較
し
て
、

合
憲
か
違
憲
か
を
決
め
る
憲
法
判
断
の
方
法
は
、
実

態
に
適
合
し
な
い
形
式
的
・
観
念
的
な
説
得
力
の
弱

い
判
決
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。（

（（
（

ま
た
、
芦
部
博
士
は
、
憲
法
訴
訟
で
問
題
と
な
る

の
は
、
立
法
当
時
の
過
去
の
事
実
で
は
な
く
、
裁
判

時
に
立
法
を
支
え
る
事
実
と
し
て
合
理
性
が
あ
る
か

ど
う
か
が
問
題
と
な
る
と
し
、（

（（
（

ま
た
、
法
律
の
文
面

だ
け
で
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
場
合
に

は
、
立
法
事
実
の
検
出
は
特
別
に
必
要
な
い
と
し
て

い
ま
す
。（

（（
（

１
９
５
９
年
か
ら
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー

ル
で
憲
法
に
つ
い
て
芦
部
教
授
と
共
に
研
究
を
行
っ

た
時
國
康
夫
判
事
は
、
法
令
の
適
合
性
に
関
す
る
憲

法
判
断
が
国
又
は
地
方
自
治
体
の
法
的
、
経
済
的
、

社
会
的
、
政
治
的
機
能
の
運
営
に
つ
き
、
大
き
な
影

響
力
を
も
つ
と
し
た
上
で
憲
法
訴
訟
に
お
け
る
立
法

2
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大
判
昭
和
（0
・
３･

2（
民
集
（（
巻
２
号
２
４
７
頁
）は
、

「
租
税
法
の
定
立
に
つ
い
て
は
、
国
家
財
政
、
社
会

経
済
、
国
民
所
得
、
国
民
生
活
等
の
実
態
に
つ
い
て

の
正
確
な
資
料
を
基
礎
と
す
る
立
法
府
の
政
策
的
、

技
術
的
な
判
断
に
ゆ
だ
ね
る
ほ
か
は
な
く
、
裁
判
所

は
、
基
本
的
に
は
そ
の
裁
量
的
判
断
を
尊
重
せ
ざ
る

を
得
な
い
も
の
」
で
あ
る
と
し
、
立
法
事
実
を
検
討

す
る
こ
と
な
く
、
立
法
裁
量
論（

（（
（

に
よ
り
合
憲
の
判
断

を
導
い
て
い
ま
す
。

最
高
裁
判
決
と
立
法
事
実
論

立
法
事
実
論
に
よ
る
判
断
を
し
た
と
解
さ
れ
る
事

件
と
し
て
旧
薬
事
法
違
憲
最
高
裁
判
決
（
最
大
判
昭

（0
・
４
・
（0
民
集
2（
巻
４
号
５
７
２
頁
）
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
事
件
で
は
、
旧
薬
事
法
第
６
条
第
２
項
に

定
め
る
薬
局
設
置
の
距
離
制
限
規
定
（
具
体
的
距
離

は
都
道
府
県
条
例
へ
委
任
し
て
い
る
）
が
、
憲
法
第

22
条
第
１
項
に
定
め
る
営
業
活
動
の
自
由
に
反
す
る

か
否
か
が
争
点
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
訴
訟
に
お
い
て
、
行
政
側
は
、「
薬
局
等
の

偏
在
→
競
争
激
化
→
一
部
薬
局
等
の
経
営
の
不
安

定
」
と
い
う
因
果
関
係
が
あ
る
か
ら
、
距
離
制
限
が

必
要
で
あ
る
と
主
張
し
ま
し
た
。こ
の
主
張
に
対
し
、

最
高
裁
は
、
行
政
側
の
主
張
は
、
単
な
る
観
念
上
の

事
実
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
ま
す
。（

（（
（

時
國
判
事
は
、
立
法
事
実
の
内
容
に
つ
い
て
、
憲

法
上
の
判
断
の
局
面
に
応
じ
て
、
①
立
法
の
必
要
性

を
裏
付
け
る
立
法
事
実
、
②
立
法
目
的
の
た
め
に
取

り
入
れ
ら
れ
た
手
段
が
立
法
目
的
達
成
の
手
段
と
し

て
合
理
的
関
連
性
を
有
す
る
こ
と
を
示
す
立
法
事
実

と
い
っ
た
立
法
の
メ
リ
ッ
ト
に
関
す
る
事
項
、
③
法

に
採
り
入
れ
ら
れ
た
手
段
に
よ
る
憲
法
上
の
権
利
の

制
約
が
必
要
最
小
限
度
を
超
え
て
お
り
、
他
に
よ
り

極
端
で
な
い
手
段
に
よ
り
同
じ
法
目
的
が
達
成
し
う

る
こ
と
を
示
す
立
法
事
実
、
④
立
法
目
的
達
成
の
た

め
の
手
段
を
具
現
し
た
法
の
存
在
に
よ
り
本
来
合
憲

的
に
は
規
制
し
え
な
い
憲
法
上
の
権
利
の
行
使
に
抑

止
的
効
果
（Chilling effect

）
が
生
じ
て
い
る
こ

と
を
示
す
立
法
事
実
と
い
っ
た
立
法
の
デ
メ
リ
ッ
ト

に
関
す
る
事
実
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
ま
す
。（

（（
（

過
去
に
お
い
て
も
、
法
律
の
合
理
性
を
支
え
る
事

実
に
つ
い
て
は
、
判
決
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
が
、
立
法
事
実
論
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
芦
部
博
士
、
時

國
判
事
の
研
究
に
よ
り
、
立
法
事
実
論
は
、
憲
法
訴

訟
に
お
け
る
裁
判
法
理
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。（

（（
（

合
憲
性
の
推
定
と
立
法
事
実

合
憲
性
推
定
の
原
則
と
は
、
議
会
が
制
定
す
る
法

律
が
、
立
法
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
に
制
定

し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
合
憲
で
あ
る
と
い
う
推
定
を

働
か
せ
る
と
い
う
も
の
で
す
。
主
権
者
で
あ
る
国
民

の
代
表
が
行
っ
た
立
法
行
為
は
他
の
国
家
機
関
も
尊

重
す
べ
き
で
あ
る
と
の
民
主
制
及
び
権
力
分
立
の
原

理
が
働
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
た
だ
し
、
こ
の
推
定

の
有
無
及
び
そ
の
強
度
は
、
事
案
に
よ
っ
て
異
な
っ

て
き
ま
す
。
二
重
の
基
準
（double standard

）

論
は
、
こ
の
点
を
明
確
に
し
た
理
論
で
す
。
同
基
準

は
、
表
現
の
自
由
と
い
う
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
参
加
の

た
め
に
必
要
な
権
利
を
は
じ
め
と
す
る
精
神
的
自
由

権
と
そ
う
で
な
い
権
利
に
つ
い
て
に
分
け
、
後
者
の

権
利
を
制
限
す
る
立
法
の
違
憲
審
査
に
お
い
て
は
、

原
則
ど
お
り
に
立
法
権
を
尊
重
し
、
合
憲
性
（
＝
立

法
事
実
の
存
在
）
が
推
定
さ
れ
る
と
し
ま
す
。
こ
れ

に
対
し
、
前
者
の
権
利
を
制
限
す
る
立
法
の
違
憲
審

査
に
つ
い
て
は
、
合
憲
性
（
立
法
事
実
の
存
在
）
が

推
定
さ
れ
な
い
と
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
合
憲
性
の
推
定
が
、
立
法
事
実
の
存

在
の
推
定
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
と
、
合
憲
性

の
推
定
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
領
域
で
は
、
立
法
事

実
論
は
展
開
さ
れ
に
く
い
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
例

え
ば
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
税
金
訴
訟
最
高
裁
判
決
（
最

3

4
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と
し
て
い
わ
ゆ
る
現
金
問
屋
又
は
ス
ー
パ
ー
マ
ー

ケ
ツ
ト
に
よ
る
低
価
格
販
売
を
契
機
と
し
て
生
じ

た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
や
、
一
般
に
医
薬
品

の
乱
売
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
そ
の
製
造
段
階
に

お
け
る
一
部
の
過
剰
生
産
と
こ
れ
に
伴
う
激
烈
な

販
売
合
戦
、
流
通
過
程
に
お
け
る
営
業
政
策
上
の

行
態
等
が
有
力
な
要
因
と
し
て
競
合
し
て
い
る
こ

と
が
十
分
に
想
定
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
不

良
医
薬
品
の
販
売
の
現
象
を
直
ち
に
一
部
薬
局
等

の
経
営
不
安
定
、
特
に
そ
の
結
果
と
し
て
の
医
薬

品
の
貯
蔵
そ
の
他
の
管
理
上
の
不
備
等
に
直
結
さ

せ
る
こ
と
は
、
決
し
て
合
理
的
な
判
断
と
は
い
え

な
い
。
殊
に
、
常
時
行
政
上
の
監
督
と
法
規
違
反

に
対
す
る
制
裁
を
背
後
に
控
え
て
い
る
一
般
の
薬

局
等
の
経
営
者
、
特
に
薬
剤
師
が
経
済
上
の
理
由

の
み
か
ら
あ
え
て
法
規
違
反
の
挙
に
出
る
よ
う
な

こ
と
は
、
き
わ
め
て
異
例
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
競
争
の
激
化
―

経
営
の
不
安
定
―
法
規
違
反
と
い
う
因
果
関
係
に

立
つ
不
良
医
薬
品
の
供
給
の
危
険
が
、
薬
局
等
の

段
階
に
お
い
て
、
相
当
程
度
の
規
模
で
発
生
す
る

可
能
性
が
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
単
な
る
観
念
上

の
想
定
に
す
ぎ
ず
、
確
実
な
根
拠
に
基
づ
く
合
理

的
な
判
断
と
は
認
め
が
た
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。（
傍
線
部
筆
者
）

想
定
に
す
ぎ
ず
確
実
な
根
拠
に
基
づ
く
合
理
的
な
判

断
と
は
認
め
が
た
い
と
し
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
距

離
制
限
を
定
め
た
規
定
の
必
要
性
を
裏
付
け
る
事
実

（
＝
立
法
事
実
）
は
存
在
し
な
い
と
し
た
の
で
す
。

当
該
判
示
部
分
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
、
薬
局
の
開
設
等
に
つ
い
て
地
域
的

制
限
が
存
在
し
な
い
場
合
、
薬
局
等
が
偏
在
し
、

こ
れ
に
伴
い
一
部
地
域
に
お
い
て
業
者
間
に
過
当

競
争
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
、
さ
き
に

述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
過
当
競
争

の
結
果
と
し
て
一
部
業
者
の
経
営
が
不
安
定
と
な

る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
も
、
容
易
に
想
定
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
被
上
告
人
は
、
こ
の
よ
う
な
経

営
上
の
不
安
定
は
、
ひ
い
て
は
当
該
薬
局
等
に
お

け
る
設
備
、
器
具
等
の
欠
陥
、
医
薬
品
の
貯
蔵
そ

の
他
の
管
理
上
の
不
備
を
も
た
ら
し
、
良
質
な
医

薬
品
の
供
給
を
さ
ま
た
げ
る
危
険
を
生
じ
さ
せ
る

と
論
じ
て
い
る
。
確
か
に
、
観
念
上
は
そ
の
よ
う

な
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か

し
、
果
た
し
て
実
際
上
ど
の
程
度
に
こ
の
よ
う
な

危
険
が
あ
る
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て

は
い
な
い
の
で
あ
る
。
被
上
告
人
の
指
摘
す
る
医

薬
品
の
乱
売
に
際
し
て
不
良
医
薬
品
の
販
売
の
事

実
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
つ
た
と
の
点
も
、
そ

れ
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
つ
た
か
明
ら
か
で
な

い
が
、
そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
大
都
市
の
一
部

地
域
に
お
け
る
医
薬
品
の
乱
売
の
ご
と
き
は
、
主

立
法
事
実
の
変
遷

（
１
）
国
籍
法
違
憲
最
高
裁
判
決

立
法
事
実
の
存
否
が
争
わ
れ
る
場
合
、
立
法
当
時

の
事
実
（
過
去
の
事
実
）
で
は
な
く
、
裁
判
時
に
当

該
法
律
の
合
理
性
を
支
え
る
事
実
が
あ
る
こ
と
が
必

要
で
す
。し
た
が
っ
て
、立
法
時
に
お
い
て
合
憲
だ
っ

た
も
の
が
係
争
時
に
立
法
事
実
を
失
っ
て
い
る
と
し

て
違
憲
で
あ
る
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
判
断
の
例
と
し
て
国
籍
法
違
憲
最
高

裁
判
決
（
最
大
判
平
20･

６･

４
民
集
（2
巻
６
号

１
３
６
７
頁
）
が
あ
り
ま
す
。
旧
国
籍
法
第
３
条
第

１
項
は
、
母
が
外
国
人
で
日
本
人
の
父
に
よ
る
胎
児

認
知
（
民
法
第
７
３
８
条
第
１
項
）
を
受
け
て
い
な

い
子
が
国
籍
取
得
を
す
る
場
合
、
子
の
出
生
後
の
父

の
認
知
に
加
え
、
父
母
の
婚
姻
（
準
正
）
を
求
め
て

い
ま
し
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
同
条
の
規
定
が
、
出

生
時
に
母
が
日
本
国
民
で
あ
っ
た
子
や
胎
児
認
知
を

さ
れ
た
子
が
、
準
正
を
要
件
と
し
な
い
で
国
籍
を
取

得
で
き
る
こ
と
と
比
較
し
、
不
合
理
な
差
別
に
当
た

る
か
ど
う
か
（
憲
法
1（
条
に
反
す
る
か
ど
う
か
）
が

争
点
と
な
り
ま
し
た
。

最
高
裁
は
、
国
籍
取
得
に
当
た
っ
て
日
本
国
民
と

の
法
律
上
の
親
子
関
係
の
存
在
に
加
え
、
我
が
国
と

の
密
接
な
結
び
付
き
の
指
標
と
な
る
一
定
の
要
件
を

設
け
て
、
こ
れ
ら
を
満
た
す
場
合
に
限
り
出
生
後
に

5
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し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
我
が
国
に
お
け
る

社
会
的
、
経
済
的
環
境
等
の
変
化
に
伴
っ
て
、
夫

婦
共
同
生
活
の
在
り
方
を
含
む
家
族
生
活
や
親
子

関
係
に
関
す
る
意
識
も
一
様
で
は
な
く
な
っ
て
き

て
お
り
、
今
日
で
は
、
出
生
数
に
占
め
る
非
嫡
出

子
の
割
合
が
増
加
す
る
な
ど
、
家
族
生
活
や
親
子

関
係
の
実
態
も
変
化
し
多
様
化
し
て
き
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
通
念
及
び
社
会
的
状
況
の
変
化

に
加
え
て
、
近
年
、
我
が
国
の
国
際
化
の
進
展
に

伴
い
国
際
的
交
流
が
増
大
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日

本
国
民
で
あ
る
父
と
日
本
国
民
で
な
い
母
と
の
間

に
出
生
す
る
子
が
増
加
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
両
親

の
一
方
の
み
が
日
本
国
民
で
あ
る
場
合
に
は
、
同

居
の
有
無
な
ど
家
族
生
活
の
実
態
に
お
い
て
も
、

法
律
上
の
婚
姻
や
そ
れ
を
背
景
と
し
た
親
子
関
係

の
在
り
方
に
つ
い
て
の
認
識
に
お
い
て
も
、
両
親

が
日
本
国
民
で
あ
る
場
合
と
比
べ
て
よ
り
複
雑
多

様
な
面
が
あ
り
、
そ
の
子
と
我
が
国
と
の
結
び
付

き
の
強
弱
を
両
親
が
法
律
上
の
婚
姻
を
し
て
い
る

か
否
か
を
も
っ
て
直
ち
に
測
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
日
本
国
民
で
あ

る
父
が
日
本
国
民
で
な
い
母
と
法
律
上
の
婚
姻
を

し
た
こ
と
を
も
っ
て
、
初
め
て
子
に
日
本
国
籍
を

与
え
る
に
足
り
る
だ
け
の
我
が
国
と
の
密
接
な
結

び
付
き
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
は
、
今

日
で
は
必
ず
し
も
家
族
生
活
等
の
実
態
に
適
合
す

る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

お
け
る
日
本
国
籍
の
取
得
を
認
め
る
こ
と
と
し
た
立

法
目
的
に
は
合
理
性
が
あ
る
と
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
①
家
族
生
活
や
親
子
関
係
に
関
す
る
意

識
が
多
様
化
し
て
き
た
こ
と
、
②
諸
外
国
に
お
い
て

は
、
非
嫡
出
子
に
対
す
る
法
的
な
差
別
的
取
扱
い
を

解
消
す
る
方
向
に
あ
る
こ
と
、
③
自
国
民
で
あ
る
父

の
非
嫡
出
子
に
つ
い
て
準
正
を
国
籍
取
得
の
要
件
と

し
て
い
た
多
く
の
国
に
お
い
て
、
準
正
要
件
を
必
要

と
し
な
い
旨
の
法
改
正
が
な
さ
れ
て
い
る
等
の
事
実

か
ら
、
準
正
要
件
が
立
法
目
的
を
達
成
す
る
上
で
、

合
理
的
な
手
段
と
は
言
え
な
く
な
っ
た
と
判
断
し
た

の
で
す
。

ま
ず
、
準
正
要
件
が
定
め
ら
れ
た
当
時
の
社
会
事
実

と
し
て
認
定
さ
れ
た
判
示
部
分
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

国
籍
法
第
３
条
の
規
定
す
る
届
出
に
よ
る
国
籍

取
得
の
制
度
は
、
法
律
上
の
婚
姻
関
係
に
な
い
日

本
国
民
で
あ
る
父
と
日
本
国
民
で
な
い
母
と
の
間

に
出
生
し
た
子
に
つ
い
て
、
父
母
の
婚
姻
及
び
そ

の
認
知
に
よ
り
嫡
出
子
た
る
身
分
を
取
得
す
る
こ

と
（
以
下
「
準
正
」
と
い
う
。）
の
ほ
か
同
条
第

１
項
の
定
め
る
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に

限
り
、
法
務
大
臣
へ
の
届
出
に
よ
っ
て
日
本
国
籍

の
取
得
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
国
民
で
あ

る
父
と
日
本
国
民
で
な
い
母
と
の
間
に
出
生
し
た

嫡
出
子
が
生
来
的
に
日
本
国
籍
を
取
得
す
る
こ
と

と
の
均
衡
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
法
の
基
本

的
な
原
則
で
あ
る
血
統
主
義
を
補
完
す
る
も
の
と

し
て
、
昭
和
（（
年
法
律
第
（（
号
に
よ
る
国
籍
法
の

改
正
に
お
い
て
新
た
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
国
籍
法
第
３
条
第
１
項
は
、
日
本
国

民
で
あ
る
父
が
日
本
国
民
で
な
い
母
と
の
間
の
子

を
出
生
後
に
認
知
し
た
だ
け
で
は
日
本
国
籍
の
取

得
を
認
め
ず
、
準
正
の
あ
っ
た
場
合
に
限
り
日
本

国
籍
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に

よ
っ
て
本
件
区
別
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

規
定
が
設
け
ら
れ
た
主
な
理
由
は
、
日
本
国
民
で

あ
る
父
が
出
生
後
に
認
知
し
た
子
に
つ
い
て
は
、

父
母
の
婚
姻
に
よ
り
嫡
出
子
た
る
身
分
を
取
得
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
国
民
で
あ
る
父
と
の
生

活
の
一
体
化
が
生
じ
、
家
族
生
活
を
通
じ
た
我
が

国
社
会
と
の
密
接
な
結
び
付
き
が
生
ず
る
こ
と
か

ら
、
日
本
国
籍
の
取
得
を
認
め
る
こ
と
が
相
当
で

あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。ま
た
、

上
記
国
籍
法
改
正
の
当
時
に
は
、
父
母
両
系
血
統

主
義
を
採
用
す
る
国
に
は
、
自
国
民
で
あ
る
父
の

子
に
つ
い
て
認
知
だ
け
で
な
く
準
正
の
あ
っ
た
場

合
に
限
り
自
国
籍
の
取
得
を
認
め
る
国
が
多
か
っ

た
こ
と
も
、
本
件
区
別
が
合
理
的
な
も
の
と
し
て
設

け
ら
れ
た
理
由
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。（
傍
線
部

筆
者
）

次
に
、
今
日
、
国
籍
取
得
に
お
い
て
準
正
要
件
の

合
理
性
を
支
え
る
社
会
事
実
（
立
法
事
実
）
は
失
わ

れ
て
い
る
と
認
定
し
ま
し
た
。
当
該
判
示
部
分
を
確

認
し
ま
し
ょ
う
。
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ま
た
、
諸
外
国
に
お
い
て
は
、
非
嫡
出
子
に
対

す
る
法
的
な
差
別
的
取
扱
い
を
解
消
す
る
方
向
に

あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
、
我
が
国
が
批
准
し
た

市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
及

び
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
に
も
、
児
童
が
出

生
に
よ
っ
て
い
か
な
る
差
別
も
受
け
な
い
と
す
る

趣
旨
の
規
定
が
存
す
る
。
さ
ら
に
、
国
籍
法
３
条

１
項
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
後
、
自
国
民
で
あ
る

父
の
非
嫡
出
子
に
つ
い
て
準
正
を
国
籍
取
得
の
要

件
と
し
て
い
た
多
く
の
国
に
お
い
て
、
今
日
ま
で

に
、
認
知
等
に
よ
り
自
国
民
と
の
父
子
関
係
の
成

立
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
そ
れ
だ
け
で
自
国
籍

の
取
得
を
認
め
る
旨
の
法
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る

…
（
中
略
）
…
以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
区
別
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
を
生
じ
さ
せ
た
立
法
目
的
自
体
に

合
理
的
な
根
拠
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
立
法
目

的
と
の
間
に
お
け
る
合
理
的
関
連
性
は
、
我
が
国

の
内
外
に
お
け
る
社
会
的
環
境
の
変
化
等
に
よ
っ

て
失
わ
れ
て
お
り
、
今
日
に
お
い
て
、
国
籍
法
３

条
１
項
の
規
定
は
、
日
本
国
籍
の
取
得
に
つ
き
合

理
性
を
欠
い
た
過
剰
な
要
件
を
課
す
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。（
傍
線
部
筆
者
）

（
２
）
婚
外
子
相
続
分
違
憲
最
高
裁
決
定

立
法
事
実
の
変
遷
を
巡
っ
て
は
、
民
法
第
９
０
０

条
第
４
号
に
定
め
る
非
嫡
出
子
と
嫡
出
子
と
の
相
続

格
差
に
つ
い
て
の
婚
外
子
相
続
分
違
憲
最
高
裁
決
定

（
最
決
平
2（･

９･

４
民
集
（（
巻
６
号
１
３
２
０
頁
）

も
あ
り
ま
す
。
最
高
裁
は
、
①
相
続
財
産
は
嫡
出
の

子
孫
に
承
継
さ
せ
た
い
と
す
る
気
風
が
あ
っ
た
こ

と
、
②
法
律
婚
を
正
当
な
婚
姻
と
し
、
こ
れ
を
尊
重

し
保
護
し
て
い
た
こ
と
、
③
嫡
出
で
な
い
子
に
は
相

続
分
を
認
め
な
い
な
ど
嫡
出
子
と
嫡
出
で
な
い
子
の

相
続
分
に
差
異
を
設
け
て
い
た
当
時
の
諸
外
国
の
立

法
例
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
等
か
ら
、
民
法
が
相
続

格
差
を
定
め
た
立
法
当
時
、
区
別
の
合
理
性
を
支
え

る
立
法
事
実
が
存
在
し
た
こ
と
に
つ
い
て
否
定
は
し

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
本
件
相
続
時
に
お
い
て

は
、
そ
の
よ
う
な
立
法
事
実
は
失
わ
れ
て
い
る
と
し

て
、相
続
格
差
の
制
度
を
違
憲
と
し
ま
し
た
。
ま
ず
、

制
定
時
か
ら
過
去
の
一
時
点
ま
で
立
法
事
実
が
あ
る

と
さ
れ
た
当
該
判
示
部
分
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

昭
和
22
年
民
法
改
正
以
降
、
我
が
国
に
お
い
て

は
、
社
会
、
経
済
状
況
の
変
動
に
伴
い
、
婚
姻
や

家
族
の
実
態
が
変
化
し
、
そ
の
在
り
方
に
対
す
る

国
民
の
意
識
の
変
化
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
地
域
や
職
業
の
種
類
に
よ
っ
て
差
異
の
あ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
要
約
す
れ
ば
、
戦
後
の
経

済
の
急
速
な
発
展
の
中
で
、
職
業
生
活
を
支
え
る

最
小
単
位
と
し
て
、
夫
婦
と
一
定
年
齢
ま
で
の
子

ど
も
を
中
心
と
す
る
形
態
の
家
族
が
増
加
す
る
と

と
も
に
、
高
齢
化
の
進
展
に
伴
っ
て
生
存
配
偶
者

の
生
活
の
保
障
の
必
要
性
が
高
ま
り
、
子
孫
の
生

活
手
段
と
し
て
の
意
義
が
大
き
か
っ
た
相
続
財
産

の
持
つ
意
味
に
も
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
。
昭
和

（（
年
法
律
第
（1
号
に
よ
る
民
法
の
一
部
改
正
に
よ

り
配
偶
者
の
法
定
相
続
分
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
な

ど
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
変
化
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
昭
和
（0
年
代
前
半
頃
ま
で
は

減
少
傾
向
に
あ
っ
た
嫡
出
で
な
い
子
の
出
生
数

は
、
そ
の
後
現
在
に
至
る
ま
で
増
加
傾
向
が
続
い

て
い
る
ほ
か
、平
成
期
に
入
っ
た
後
に
お
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
晩
婚
化
、
非
婚
化
、
少
子
化
が
進
み
、

こ
れ
に
伴
っ
て
中
高
年
の
未
婚
の
子
ど
も
が
そ
の

親
と
同
居
す
る
世
帯
や
単
独
世
帯
が
増
加
し
て
い

る
と
と
も
に
、
離
婚
件
数
、
特
に
未
成
年
の
子
を

持
つ
夫
婦
の
離
婚
件
数
及
び
再
婚
件
数
も
増
加
す

る
な
ど
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、婚
姻
、

家
族
の
形
態
が
著
し
く
多
様
化
し
て
お
り
、
こ
れ

に
伴
い
、
婚
姻
、
家
族
の
在
り
方
に
対
す
る
国
民

の
意
識
の
多
様
化
が
大
き
く
進
ん
で
い
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
傍
線
部
筆
者
）

そ
し
て
、
遅
く
と
も
相
続
が
開
始
し
た
平
成
1（
年

７
月
当
時
に
お
い
て
は
、
立
法
府
の
裁
量
権
を
考
慮

し
て
も
、
嫡
出
子
と
嫡
出
で
な
い
子
の
法
定
相
続
分

を
区
別
す
る
合
理
的
な
根
拠
は
失
わ
れ
、
民
法
第

９
０
０
条
第
４
号
た
だ
し
書
前
段
の
区
別
が
平
等
原

則
を
定
め
る
憲
法
第
1（
条
第
１
項
に
反
し
て
違
憲
で

あ
る
と
し
ま
し
た
。
当
該
判
示
部
分
を
確
認
し
ま

し
ょ
う
。

昭
和
22
年
民
法
改
正
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で

の
間
の
社
会
の
動
向
、
我
が
国
に
お
け
る
家
族
形



109◆自治体法務研究 2015・春

準
備
書
面
」
法
学
教
室
（2
号
（
１
９
８
５
）
（（
頁
、

高
橋
和
之
『
憲
法
判
断
の
方
法
』（
有
斐
閣
、

１
９
９
５
）
１
０
２
頁
な
ど
多
数
。

（
３
） Davis,A

n A
pproach to Problem

s of Evidence 
in the A

dm
inistrative Process, （（ H

arv.
L.Rev.（（（, （02-10

（
１
９
４
１
）

（
４
）
田
中
英
夫
「
英
米
法
の
こ
と
ば　

legislative 
fact

―
立
法
事
実; 

立
法
的
判
断
に
関
す
る
事
実
―
」

法
学
教
室
（（
号
（
１
９
８
６
）
（（
頁
は
、「legislative 

fact

を
『
立
法
的
判
断
に
関
す
る
事
実
』

adjudicative facts

を
『
裁
判
上
認
定
す
べ
き
事
実
』

と
す
る
」
方
が
、
よ
り
正
確
で
あ
る
と
す
る
。

（
５
）
証
拠
法
則
と
は
、
書
証
の
取
調
べ
、
証
人
尋
問
、

検
証
、
鑑
定
等
の
立
証
活
動
に
お
け
る
実
定
法
上
の

ル
ー
ル
及
び
そ
の
法
理
を
い
う
。

（
６
）
立
法
事
実
論
に
つ
い
て
の
定
義
は
一
様
で
は
な
い

が
、
戸
松
秀
典
『
憲
法
訴
訟
〔
第
２
版
〕』（
有
斐
閣
、

２
０
０
８
）
２
４
３
頁
は
、
憲
法
訴
訟
に
お
け
る
立

法
事
実
を
め
ぐ
る
論
議
の
こ
と
を
い
い
、
裁
判
法
理

と
し
て
の
性
格
を
持
つ
と
す
る
。
ま
た
、
渡
辺
千
原

「
法
を
支
え
る
事
実
―
科
学
的
根
拠
付
け
に
向
け
て

の
一
考
察
―
」
立
命
館
法
学
３
３
３
・
３
３
４
号

（
２
０
１
０
）
１
８
０
３
頁
は
、
憲
法
訴
訟
の
文
脈
で

立
法
目
的
の
正
当
性
や
必
要
性
を
裏
付
け
る
事
実
、

及
び
立
法
目
的
の
達
成
す
る
手
段
の
合
理
性
や
必
要

性
を
支
え
る
事
実
の
立
証
を
要
求
し
、
そ
の
立
証
が

な
い
場
合
に
違
憲
判
断
を
行
う
違
憲
審
査
の
手
段
で

あ
る
と
す
る
。

（
７
）
弁
論
主
義
と
は
、
訴
訟
物
た
る
権
利
又
は
法
律
関

係
の
基
礎
を
な
す
事
実
の
確
定
に
必
要
と
な
る
裁
判

資
料
の
収
集
を
訴
訟
当
事
者
の
責
任
に
委
ね
る
原

則
。
こ
の
原
則
の
も
と
で
は
、
裁
判
所
は
、
当
事
者

か
ら
提
出
さ
れ
た
事
実
や
証
拠
を
に
よ
っ
て
、
訴
訟

態
の
多
様
化
や
こ
れ
に
伴
う
国
民
の
意
識
の
変

化
、
諸
外
国
の
立
法
の
す
う
勢
及
び
我
が
国
が
批

准
し
た
条
約
の
内
容
と
こ
れ
に
基
づ
き
設
置
さ
れ

た
委
員
会
か
ら
の
指
摘
、
嫡
出
子
と
嫡
出
で
な
い

子
の
区
別
に
関
わ
る
法
制
等
の
変
化
、
更
に
は
こ

れ
ま
で
の
当
審
判
例
に
お
け
る
度
重
な
る
問
題
の

指
摘
等
を
総
合
的
に
考
察
す
れ
ば
、
家
族
と
い
う

共
同
体
の
中
に
お
け
る
個
人
の
尊
重
が
よ
り
明
確

に
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い

え
る
。
そ
し
て
、
法
律
婚
と
い
う
制
度
自
体
は
我

が
国
に
定
着
し
て
い
る
と
し
て
も
、
上
記
の
よ
う

な
認
識
の
変
化
に
伴
い
、
上
記
制
度
の
下
で
父
母

が
婚
姻
関
係
に
な
か
っ
た
と
い
う
、
子
に
と
っ
て

は
自
ら
選
択
な
い
し
修
正
す
る
余
地
の
な
い
事
柄

を
理
由
と
し
て
そ
の
子
に
不
利
益
を
及
ぼ
す
こ
と

は
許
さ
れ
ず
、
子
を
個
人
と
し
て
尊
重
し
、
そ
の

権
利
を
保
障
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
確
立

さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
傍
線
部
筆
者
）

（
次
号
へ
つ
づ
く
）

注（
１
）M

uller v.O
regon,20（U

.S.（12

（
１
９
０
８
）

（
２
）
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス･

ブ
リ
ー
フ
を
紹
介
す
る
も
の
と

し
て
、
河
原
畯
一
郎
「
違
憲
審
査
の
基
準
に
つ
い
て

―
立
法
政
策
の
審
査
が
で
き
な
い
か
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

１
１
６
号
（
１
９
５
６
）
1（
頁
、
田
中
英
夫
「
英
米

法
の
こ
と
ば Brandeis Brief

―
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
風

物
た
る
権
利
又
は
法
律
関
係
の
存
否
を
判
断
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
８
）
芦
部
信
喜
『
司
法
の
あ
り
か
た
と
人
権
』（
東
京

大
学
出
版
会
、
１
９
８
３
）
２
１
５
頁

（
９
）
芦
部
信
喜
・
高
橋
和
之
補
訂
『
憲
法
〔
第
５
版
〕』

（
岩
波
書
店
、
２
０
１
１
）
３
７
２
頁

（
10
）
芦
部
信
喜
『
憲
法
訴
訟
の
理
論
』（
有
斐
閣
、

１
９
７
３
）
１
８
３
頁

（
11
）
芦
部
信
喜
『
憲
法
判
例
を
読
む
』（
岩
波
書
店
、

１
９
８
７
）
（（
頁
、
芦
部
・
前
掲
注
（
９
）
３
７
２
頁

（
12
）
芦
部
信
喜
『
憲
法
学
２　

人
権
総
論
』（
有
斐
閣
、

１
９
９
４
）
２
０
２
頁

（
1（
）
芦
部
・
前
掲
注
（
９
）
３
７
２
頁

（
1（
）
時
國
康
夫
『
憲
法
訴
訟
と
そ
の
判
断
の
手
法
』（
第

一
法
規
、
１
９
９
６
）
（（
頁

（
1（
）
時
國
・
前
掲
注
（
1（
）
（（
頁

（
1（
）
江
橋
崇
「
立
法
事
実
論
」
芦
部
信
喜
編
『
憲
法
訴

訟
第
２
巻
』（
有
斐
閣
、
１
９
８
７
）
（0
頁

（
1（
）
野
中
俊
彦
「
立
法
裁
量
」
芦
部
信
喜
『
憲
法
訴
訟

第
２
巻
』（
有
斐
閣
１
９
８
７
）
（（
頁
は
「
裁
判
所
の

違
憲
審
査
は
、
通
常
は
立
法
府
の
制
定
し
た
法
律
や

そ
れ
に
基
づ
く
処
分
の
合
憲
性
を
審
査
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
際
憲
法
の
上
で
立
法
裁
量
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
領
域
に
つ
い
て
は
、
立
法
府
の
政
策
判
断

に
敬
意
を
払
い
、
裁
判
所
独
自
の
判
断
を
控
え
る
べ

き
だ
と
い
う
の
が
、
司
法
審
査
に
お
け
る
立
法
裁
量

論
で
あ
る
」
と
す
る
。
ま
た
、
司
法
審
査
に
お
い
て

立
法
裁
量
論
が
採
用
さ
れ
る
と
、
そ
の
審
査
基
準
は

「
立
法
府
が
そ
の
裁
量
権
を
逸
脱
し
、
当
該
法
的
規
制

措
置
が
著
し
く
不
合
理
で
あ
る
こ
と
の
明
白
で
あ
る

場
合
に
限
っ
て
、
こ
れ
を
違
憲
と
し
て
、
そ
の
効
力

を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
っ
た
緩
や
か
な

審
査
基
準
が
用
い
ら
れ
る
と
す
る
。


