
入国管理措置に対する不服審査制度と権利侵害に対する実効的救済手段を得る権利

27

入
国
管
理
措
置
に
対
す
る
不
服
審
査
制
度
と
権
利
侵
害
に
対
す
る

実
効
的
救
済
手
段
を
得
る
権
利

―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
一
三
条
に
関
す
る
判
例
の
展
開
の
一
側
面
―
―

小

畑
　
　
　
　
郁

外
国
人
に
対
す
る
入
国
管
理
措
置
に
対
す
る
手
続
的
統
制
に
つ
い
て
は
、
人
権
条
約
に
お
い
て
も
ご
く
微
温
的
な
規
定
し
か
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
お
い
て
は
、
近
年
、
条
約
上
の
権
利
侵
害
の
主
張
に
つ
い
て
実
効
的
救
済
手
段
を
得
る
権
利
を
通
じ
て
、
各
国
家
に
お
け
る
制
度
を
拘
束
す
る

よ
う
な
具
体
的
な
判
例
法
理
が
現
れ
て
き
て
い
る
。
条
約
規
定
上
一
切
の
例
外
を
認
め
て
い
な
い
虐
待
の
禁
止
の
よ
う
な
も
の
が
か
か
わ
る
場
合
、
不
服
審
査
手
続

に
お
い
て
国
の
安
全
と
い
っ
た
要
素
が
考
慮
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
実
効
的
救
済
手
段
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
不
服
審
査
手
続
は
、
対
審
的
な
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
判
例
も
現
れ
て
き
て
お
り
、
ま
た
、
追
放
な
ど
に
つ
い
て
は
、
執
行
停
止
を
求
め
る
と
い
う
判
例
も
発
展
し
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
法
理
が
、
今
後
ど
こ
ま
で
発
展
す
る
か
注
視
し
な
が
ら
、
日
本
の
状
況
に
つ
い
て
ど
こ
ま
で
適
用
可
能
か
に
つ
い
て
検
討
を
す
す
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

目
　
次

一
　
は
し
が
き

二
　
不
服
審
査
制
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
実
体
基
準
の
統
制

１
　
虐
待
（ill-treatm

ent

）
の
禁
止
（
条
約
三
条
）
を
め
ぐ
っ
て

２
　
そ
の
他
の
権
利
を
め
ぐ
っ
て

論
文
要
旨
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三
　
不
服
審
査
制
度
の
手
続
的
統
制

１
　
不
服
審
査
機
関
の
独
立
性
お
よ
び
対
審
的
手
続
の
要
求

２
　
追
放
等
の
決
定
の
執
行
停
止
の
要
求

四
　
結
語

一
　
は
　
し
　
が
　
き

外
国
人
に
対
す
る
入
国
管
理
措
置
に
つ
い
て
は
、
行
政
府
に
広
範
な
裁
量
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
か
か
る
措
置
に
対
す
る
不
服
申
立
や
司
法
審
査
は
、
措
置
の
対
象
と

な
る
外
国
人
に
と
っ
て
は
、
き
わ
め
て
不
十
分
な
手
続
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
は
、
現
代
に
お
い
て
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
に
お

い
て
は
、
在
留
許
可
や
在
留
期
間
の
更
新
、
再
入
国
許
可
、
在
留
特
別
許
可
な
ど
に
つ
い
て
、
法
務
大
臣
の
広
範
な
裁
量
が
及
ぶ
と
さ
れ
て
お
り

（
1
）

、
積
極
的
な
司
法
審
査

が
な
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
退
去
強
制
手
続
に
お
け
る
入
国
審
査
官
お
よ
び
特
別
審
理
官
の
判
断
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
所
定
の
退
去
強
制
事
由
に
あ
た
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
他
の
理
由
に
よ
り
日
本
国
で
の
滞
在
を
認
め
る
べ
き
と
の
主
張
は
、
法
務
大
臣
の
在
留
特
別
許
可
を
求
め
る
枠
組
に
お
い
て
の
み

取
り
上
げ
ら
れ
う
る
。
こ
れ
ら
の
手
続
は
、
弁
護
士
等
代
理
人
の
立
会
い
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
お
り
、
糾
問
的
で
非
公
開
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
十

分
な
救
済
手
段
と
い
い
う
る
か
疑
問
で
あ
る
」
と
の
指
摘

（
2
）

が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
人
権
条
約

（
3
）

に
も
そ
の
投
影
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
般
的
人
権
条
約
を
概
観
し
て
も
、
外
国
人
の
追
放
に
つ
い
て
直
接
規
定
す
る
の
は
、

法
定
主
義
お
よ
び
自
ら
の
主
張
を
提
出
し
審
査
し
て
も
ら
う
手
続
の
保
障
（
自
由
権
規
約
一
三
条
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
七
議
定
書
一
条
）、
集
団
的
追
放
の
禁
止

（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
四
議
定
書
四
条
、
米
州
人
権
条
約
二
二
条
９
項
、
ア
フ
リ
カ
人
権
憲
章
一
二
条
５
項
）
の
み
で
あ
る
。
他
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
を
は

じ
め
と
す
る
人
権
条
約
実
施
機
関
が
、
判
例
法
理
に
よ
り
、
非
人
道
的
待
遇
の
待
つ
国
へ
の
送
還
の
禁
止
や
、
家
族
生
活
・
私
生
活
の
尊
重
を
確
保
す
る
た
め
の
追
放
制

限
を
導
き
出
し
て
き
た
こ
と

（
4
）

は
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
、
か
り
に
、
こ
の
よ
う
な
権
利
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
権
利
の
侵
害
の
有
無
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
取
り
扱
わ
れ
る
か
は
、
追
放
等
に
か
か
る
国
内
手
続
に
つ
い
て
の
各
国
の
法
制
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
た
と
え
ば
権
利
侵
害
の
有
無
に
つ

い
て
の
国
内
手
続
が
完
了
し
な
い
ま
ま
外
国
人
が
追
放
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
を
想
定
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
権
利
の
実
効
的
な
確
保
に
と
っ
て
重
大
な
問
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題
を
提
起
す
る
。

こ
の
よ
う
な
国
内
手
続
に
つ
い
て
の
制
約
は
、
人
権
条
約
上
、
自
由
権
規
約
一
三
条
の
よ
う
な
微
温
的
規
定
に
よ
っ
て
し
か
提
供
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
も
み
え
る

（
5
）

。

し
か
し
、
他
方
、
人
権
条
約
は
、
一
般
に
、
条
約
上
の
権
利
の
（
主
張
さ
れ
る
）
侵
害
に
対
し
て
実
効
的
救
済
手
段
を
提
供
す
る
よ
う
締
約
国
に
義
務
づ
け
て
お
り
（
自

由
権
規
約
二
条
３
項
な
ど
）、
近
年
で
は
、
か
か
る
規
定
の
重
要
性
が
増
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
か
か
る
規
定
に
よ
る
入
国
管
理
措
置
に
か
か
る
国
内
手
続
の

統
制
の
可
能
性
は
ど
こ
ま
で
進
展
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
こ
の
問
題
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
（
本
稿
で
は
、
単
に
条
約
と
い
う
こ
と
が
あ
る
）
に
お
け
る

対
応
す
る
規
定
で
あ
る
一
三
条
を
め
ぐ
る
判
例
の
展
開
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

本
条
約
に
規
定
す
る
権
利
お
よ
び
自
由
を
侵
害
さ
れ
た
す
べ
て
の
者
は
、
そ
の
侵
害
が
公
的
資
格
で
行
動
す
る
者
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
と
し
て
も
、
国
内
審
級
に

お
い
て
実
効
的
な
救
済
手
段
を
得
る
権
利
を
有
す
る
。

筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
も
こ
の
規
定
に
注
目
し
、
同
条
が
国
内
手
続
に
お
い
て
〈
条
約
上
の
権
利
〉
を
援
用
し
う
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
ど
れ
ほ
ど
義
務
づ
け
て
い
る
か

と
い
う
問
題
を
中
心
と
す
る
論
稿
を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る

（
6
）

。
本
稿
で
は
、
こ
の
前
稿
で
取
り
扱
っ
た
時
期
以
降
の
判
例
の
展
開

（
6
―

a
）

を
素
材
と
し
て
、
対
象
を
一
方
で
入
国

管
理
措
置
に
絞
り

（
7
）

、
他
方
国
内
手
続
で
適
用
さ
れ
る
実
体
基
準
の
問
題
に
限
定
せ
ず
、
広
く
手
続
の
「
実
効
性
」
を
め
ぐ
る
問
題
を
取
り
扱
っ
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い

（
7
―

a
）。

二
　
不
服
審
査
制
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
実
体
基
準
の
統
制

１
　
虐
待
（ill-treatm
ent

）
の
禁
止
（
条
約
三
条
）
を
め
ぐ
っ
て

前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
（
以
下
、
人
権
裁
判
所
と
い
う
）
の
一
九
八
九
年
の
ゼ
ー
リ
ン
グ
（S

oerin
g

）
事
件
判
決
（
全
員
法
廷
）

（
8
）

は
、

「
条
約
上
の
不
服
」
が
国
内
機
関
で
扱
わ
れ
、
条
約
上
の
権
利
が
十
分
に
考
慮
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
た
も
の
と
し
て
、
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
他
方
で
、
こ

の
判
決
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
に
お
け
る
行
政
裁
量
に
対
す
る
司
法
審
査
の
際
適
用
さ
れ
る
ウ
ェ
ン
ズ
ベ
リ
（W

ed
n
esb

u
ry

）
原
則

（
9
）

の
枠
内
で
、
条
約
三
条
の
適

用
の
と
き
に
考
慮
さ
れ
る
要
素
に
照
ら
し
て
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
、
一
三
条
違
反
な
し
と
し
た
こ
と
は
、
被
告
国
家
の
側
に
極
め
て
甘
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な



30

い
も
の
で
あ
っ
た

（
10
）

。
三
条
は
、
い
か
な
る
明
示
の
例
外
も
な
く
、「
何
人
も
、
拷
問
ま
た
は
非
人
道
的
な
も
し
く
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
も
し
く
は
刑
罰
を
受
け
な

い
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

ゼ
ー
リ
ン
グ
事
件
の
か
か
る
判
示
は
、
引
渡
し
で
は
な
く
追
放
の
結
果
さ
ら
さ
れ
う
る
虐
待
に
関
わ
る
一
九
九
一
年
の
ウ
ィ
ル
ワ
ラ
ヤ
ー
（V

ilv
arajah

）
ほ
か
事
件

判
決

（
11
）

に
も
踏
襲
さ
れ
、
さ
ら
に
、
一
九
九
七
年
の
Ｄ
対
イ
ギ
リ
ス
事
件
判
決

（
12
）

、
二
〇
〇
一
年
の
ヒ
ラ
ル
（H

ilal

）
事
件
判
決

（
13
）

と
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
Ｄ
対
イ
ギ
リ
ス
事

件
判
決
で
は
、
か
な
り
一
般
的
に
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

ウ
ィ
ル
ワ
ラ
ヤ
ー
ほ
か
判
決
お
よ
び
ゼ
ー
リ
ン
グ
判
決
に
お
い
て
、
当
裁
判
所
は
、
司
法
審
査
手
続
は
、
退
去
強
制
お
よ
び
引
渡
し
の
文
脈
に
お
い
て
、
三
条
に

基
づ
き
提
起
さ
れ
る
不
服
と
の
関
連
で
、
実
効
的
な
救
済
手
段
で
あ
る
と
考
え
た

（
14
）

。

こ
の
よ
う
に
三
条
に
か
か
わ
る
事
件
で
、
国
内
手
続
で
適
用
さ
れ
る
実
体
法
に
対
す
る
統
制
が
緩
や
か
と
な
っ
た
の
は
、
こ
の
規
定
が
、
極
め
て
基
本
的
な
権
利
に
つ

い
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ゼ
ー
リ
ン
グ
事
件
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
非
人
道
的
ま
た
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
を
う
け
る

重
大
な
危
険
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
国
に
引
き
渡
す
決
定
に
対
し
て
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
、
そ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
た
が
、
そ
れ
は
、

「
す
べ
て
の
状
況
に
お
い
て
、
そ
の
決
定
は
、
い
か
な
る
合
理
的
な
大
臣
も
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
理
由
に
基
づ
」
く
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

（
15
）

。
す

な
わ
ち
、
非
人
道
的
ま
た
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
を
受
け
な
い
と
い
う
ご
く
基
本
的
な
権
利
が
関
わ
る
が
ゆ
え
に
、
ウ
ェ
ン
ズ
バ
リ
原
則
の
不
合
理
性
の
概
念
の
中

で
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
人
権
裁
判
所
は
、
根
拠
薄
弱
な
が
ら
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
裁
判
所
が
、
ゼ
ー
リ
ン
グ
氏
が
三
条
の
文
脈
で
条
約
機
関
の
前
で
依
拠
し
た
種
類
の
要
素
に
照
ら
し
て
、
引
渡
決
定
の
「
合
理
性
」
を
審
査
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
、
当
裁
判
所
は
満
足
す
る

（
16
）

。

と
こ
ろ
が
、
一
九
九
六
年
の
チ
ャ
ハ
ル
（C

hahal

）
事
件
判
決
（
大
法
廷
）
で
は
、
庇
護
拒
否
決
定
お
よ
び
退
去
強
制
決
定
に
対
す
る
同
じ
く
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所

に
お
け
る
司
法
審
査
手
続
を
取
扱
い
な
が
ら
、
三
条
と
結
び
つ
い
た
一
三
条
違
反
が
認
定
さ
れ
た
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
全
員
一
致
）

（
17
）

。
こ
の
事
件
で
は
、
シ
ク
（Sikh

）
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教
分
離
主
義
の
活
動
家
で
あ
る
チ
ャ
ハ
ル
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
安
全
（secu

rity

）
上
の
理
由
で
退
去
強
制
を
決
定
し
た

（
18
）

。
人
権
裁
判
所
は
、
追
放
対
象
者
の

安
全
に
対
す
る
危
険
性
が
、
三
条
違
反
の
問
題
を
考
慮
す
る
際
に
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
想
起
し
た
う
え
で

（
19
）

、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

虐
待
の
危
険
が
現
実
化
し
た
と
き
に
生
ず
る
で
あ
ろ
う
か
も
し
れ
な
い
損
害
の
回
復
不
能
な
性
質
、
お
よ
び
、
三
条
に
当
裁
判
所
が
与
え
る
重
要
性
に
鑑
み
て
、

一
三
条
の
も
と
で
の
実
効
的
救
済
手
段
の
観
念
は
、
三
条
に
反
す
る
取
扱
い
の
現
実
の
危
険
を
怖
れ
る
実
質
的
根
拠
が
あ
る
と
の
主
張
を
独
立
に
精
査
す
る
こ
と

（independent
scrutiny

）
を
要
求
す
る
。
こ
の
精
査
は
、
当
該
人
が
追
放
を
正
当
化
す
る
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
な
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
、
追
放
す

る
国
家
の
安
全
に
対
し
て
感
じ
ら
れ
る
脅
威
に
つ
い
て
、
考
慮
す
る
こ
と
な
く
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
20
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
、「
イ
ン
ド
に
チ
ャ
ハ
ル
氏
を
退
去
さ
せ
る
と
い
う
内
務
大
臣
の
決
定
を
、
国
の
安
全
上
の
考
慮
を
脇
に
お
い
て
、
た
だ

﹇
イ
ン
ド
で
の
﹈
危
険
の
問
題
の
み
を
考
慮
し
て
、
審
査
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
内
務
大
臣
が
、
チ
ャ
ハ
ル
氏
に
対
す

る
危
険
を
国
の
安
全
に
対
す
る
脅
威
と
の
均
衡
に
お
い
て
考
慮
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
満
足
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。」
そ
の
よ
う
な
手
続
は
、
一
三
条
に
い
う
実
効
的
救
済

手
段
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い

（
21
）

。

右
の
よ
う
な
人
権
裁
判
所
の
判
断
に
は
、
二
つ
の
要
素
が
混
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
司
法
審
査
手
続
に
お
い
て
、
国
の
安
全
に
対
す
る
被
追
放
者

の
危
険
性
が
考
慮
の
外
に
お
か
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
こ
の
手
続
で
、
大
臣
の
決
定
か
ら
独
立
し
た
精
査
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
点
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
委
員
会
（
以
下
、
人
権
委
員
会
と
い
う
）
は
、
①
安
全
上
の
理
由
か
ら
退
去
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
主
張
を
扱
う
際
に
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
に
は
、
関
連
あ
る
事
実
が
機
密
保
持
を
理
由
と
し
て
提
出
さ
れ
な
い
こ
と
、
②
内
務
大
臣
が
均
衡
を
は
か
っ
た
と
い
う
証
拠
で
満
足
し
各
々
の
リ
ス

ク
の
独
自
の
評
価
を
行
う
権
限
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
持
た
な
い
こ
と
、
を
理
由
と
し
て
一
三
条
違
反
を
認
定
し
て
お
り

（
22
）

、
右
の
第
一
の
要
素
を
考
慮
し
て
い
な

か
っ
た
。
そ
れ
と
比
較
す
れ
ば
、
人
権
裁
判
所
は
、
第
一
の
要
素
に
軸
足
を
お
い
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
も
と
の
権
利
が
安
全
を
理
由

と
す
る
例
外
を
認
め
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
一
三
条
を
媒
介
と
し
て
、
こ
れ
は
国
内
手
続
に
お
け
る
考
慮
禁
止
事
項
で
あ
る
と
い
う
規
範
を
導
き
出
し
た
こ
と
に

な
る
。
人
権
裁
判
所
の
立
場
に
は
、
不
明
確
さ
が
残
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
虐
待
の
禁
止
（
三
条
）
の
よ
う
に
、
ご
く
基
本
的
で
い
か
な
る
例
外
に
も
服
さ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
規
範
と
結
び
つ
い
た
場
合
に
は
、
一
方
で
、「
合
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理
性
」
の
よ
う
な
微
温
的
な
実
体
基
準
が
適
用
さ
れ
て
い
て
も
よ
い
と
さ
れ
る
傾
向
も
見
い
だ
せ
る
が

（
23
）

、
他
方
で
、
と
り
わ
け
認
め
ら
れ
な
い
は
ず
の
例
外
理
由
を
考
慮

す
る
実
体
基
準
の
場
合
は
、
違
反
が
認
定
さ
れ
う
る
、
と
い
う
傾
向
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

２
　
そ
の
他
の
権
利
を
め
ぐ
っ
て

そ
の
他
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、
入
国
管
理
措
置
に
関
し
て
、
条
約
三
条
の
文
脈
を
超
え
て
国
内
手
続
実
体
基
準
に
つ
い
て
の
判
例
は
、
極

め
て
未
成
熟
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
が
全
く
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

ユ
ー
セ
フ
（Y

ousef

）
事
件
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
市
民
と
婚
姻
し
て
イ
ギ
リ
ス
で
生
活
し
子
ど
も
を
も
う
け
た
ク
ウ
ェ
ー
ト
市
民
が
、
婚
姻
破
綻
後
も
子
ど
も
と
の
面
会

権
を
保
障
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
八
七
年
、
ス
ペ
イ
ン
で
の
短
期
滞
在
後
イ
ギ
リ
ス
へ
の
入
国
を
拒
否
さ
れ
た

（
24
）

。
人
権
委
員
会
は
、
家
族
生
活
の
尊
重
に

対
す
る
権
利
を
規
定
す
る
条
約
八
条
お
よ
び
こ
れ
と
結
び
つ
い
た
一
三
条
違
反
の
問
題
に
つ
い
て
申
立
を
受
理
可
能
と
し
た

（
25
）

。

一
九
九
二
年
に
採
択
し
た
報
告
書
に
お
い
て
、
人
権
委
員
会
は
、
一
三
条
の
問
題
に
関
し
て
、
当
時
有
効
で
あ
っ
た
一
九
七
一
年
入
国
管
理
法
（Im

m
igration

A
ct

）

お
よ
び
入
国
管
理
規
則
（Im

m
igration

R
ules

）
を
ま
ず
検
討
し
、
こ
れ
ら
に
は
、「
連
合
王
国
に
住
む
権
利
を
有
す
る
子
に
実
効
的
に
面
会
す
る
こ
と
を
望
む
離
婚
後
の

外
国
人
に
入
国
を
認
め
る
規
定
が
な
い
こ
と
に
留
意
し
た
。」

（
26
）

そ
の
う
え
で
、
入
国
管
理
審
判
官
（A

djudicator

）
に
は
、
入
国
管
理
規
則
の
枠
外
で
は
内
務
大
臣
に
対

し
勧
告
権
し
か
有
さ
ず
、
ま
た
司
法
審
査
に
お
い
て
は
、
内
務
大
臣
が
入
国
管
理
規
則
の
枠
外
で
申
立
人
の
た
め
に
裁
量
を
行
使
し
な
か
っ
た
こ
と
を
争
う
こ
と
に
な
り
、

こ
の
よ
う
に
制
定
法
に
よ
る
の
で
は
な
く
大
権
に
基
づ
く
裁
量
の
不
行
使
を
争
う
こ
と
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
先
例
も
示
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
、
一
三
条
違
反
を
認
定

し
た

（
27
）

。
人
権
裁
判
所
に
事
件
が
付
託
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
条
約
旧
三
二
条
に
基
づ
き
、
違
反
に
つ
い
て
決
定
権
限
を
行
使
し
た
欧
州
評
議
会
閣
僚
委
員
会
（C

om
m
ittee

of

M
inisters

）
は
、
一
九
九
五
年
、
一
三
条
違
反
が
あ
っ
た
と
決
定
し
、
人
権
委
員
会
報
告
書
の
公
表
を
許
可
す
る
一
方
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
と
っ
た
措
置
に
鑑
み
そ
れ
以
上

閣
僚
委
員
会
と
し
て
の
措
置
を
と
る
こ
と
な
く
、
旧
三
二
条
に
基
づ
く
任
務
の
完
了
を
宣
言
す
る
決
議
を
採
択
し
た

（
28
）

。
こ
の
決
議
に
添
付
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
情
報
と
は
、

一
九
九
四
年
に
入
国
管
理
規
則
を
改
正
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
居
住
す
る
子
に
面
会
す
る
た
め
に
入
国
許
可
を
求
め
る
者
に
つ
い
て
の
基
準
を
設
け
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た（
29
）。

こ
の
よ
う
に
、
国
内
法
規
範
に
条
約
上
の
権
利
に
対
応
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
、
一
三
条
は
実
際
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
も
っ
と
も
、
本
件
の
よ
う
に

入
国
管
理
規
則
の
改
正
で
、「
家
族
生
活
の
尊
重
を
う
け
る
権
利
」
の
実
質
が
、
司
法
審
査
制
度
を
中
心
と
す
る
入
国
拒
否
に
つ
い
て
の
不
服
審
査
制
度
に
お
い
て
適
用
可
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能
と
な
っ
た
か
は
、
極
め
て
怪
し
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ブ
ル
ガ
リ
ア
に
よ
る
無
国
籍
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
追
放
に
関
し
て
家
族
生
活
の
尊
重
に
対
す
る
権
利
（
八
条
）
と
結
び
つ
い
た
一
三
条
違
反
が
問
題
と
な
っ
た
ア
ル
ナ
シ
ー

フ
（A

l-N
ashif

）
事
件
で
は
、
人
権
裁
判
所
は
、
二
〇
〇
二
年
の
判
決
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

﹇
不
服
審
査
機
関
で
は
﹈
…
異
議
を
申
し
立
て
ら
れ
た
措
置
が
、
個
人
の
家
族
生
活
の
尊
重
の
尊
重
に
対
す
る
権
利
に
対
す
る
介
入
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
も

し
そ
う
な
ら
ば
関
連
す
る
公
益
と
個
人
の
権
利
と
の
間
に
公
正
な
均
衡
（a

fair
balance

）
が
は
か
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
、
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

（
30
）

。

こ
れ
は
、
実
質
的
に
は
、
八
条
の
下
で
人
権
裁
判
所
が
行
う
審
査
の
際
の
実
体
基
準
と
近
似
す
る
基
準
が
適
用
さ
れ
て
審
査
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
も
の
と
読
む

こ
と
も
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
判
決
で
は
、
実
体
基
準
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
の
事
実
に
即
し
て
の
検
討
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

不
服
審
査
機
関
の
手
続
上
の
問
題
点
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
判
決
が
、
八
条
に
つ
い
て
条
約
上
の
権
利
侵
害
の
有
無
が

不
服
審
査
手
続
で
審
査
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
一
三
条
違
反
と
な
る
こ
と
を
確
立
し
た
も
の
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
、
も
う
少
し
判
例
の
推
移
を
見
守
っ
て
か
ら
で
な
け
れ

ば
結
論
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
入
国
管
理
措
置
に
つ
い
て
の
不
服
審
査
制
度
で
適
用
さ
れ
る
実
体
基
準
を
一
三
条
が
統
制
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
例
は
、
三
条
に
か
か
わ
る
も
の
を

除
く
と
、
あ
ま
り
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
、
前
稿
で
示
し
た
よ
う
に
、
例
外
が
付
さ
れ
て
い
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
そ
の
も
の
の

違
反
が
認
定
さ
れ
な
い
場
合
に
は
一
三
条
違
反
も
認
定
さ
れ
る
余
地
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
の
意
味
で
一
三
条
が
独
自
の
機
能
を
発
揮
す
る
余
地
が
小
さ
い

（
31
）

こ
と
が
影
響

し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
三
条
の
文
脈
で
も
、
実
体
基
準
に
つ
い
て
は
実
際
に
は
微
温
的
な
統
制
し
か
行
使
せ
ず
、
は
っ
き
り
と
述
べ
な
い
と
い
う

こ
と
を
み
れ
ば
、
そ
れ
以
上
に
、
実
体
基
準
を
と
ら
え
て
一
三
条
違
反
を
い
う
よ
り
も
、
不
服
審
査
制
度
の
手
続
を
と
ら
え
て
違
反
を
い
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
で

満
足
し
て
し
ま
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
や
は
り
、
国
内
手
続
で
適
用
さ
れ
る
実
体
基
準
そ
の
も
の
を
統
制
す
る
方
が
、
国
内
法
体
系
の
自
律
性
へ
の
踏
み
込
み
の
程
度

が
大
き
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
人
権
裁
判
所
と
し
て
も
躊
躇
が
あ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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三
　
不
服
審
査
制
度
の
手
続
的
統
制

１
　
不
服
審
査
機
関
の
独
立
性
お
よ
び
対
審
的
手
続
の
要
求

一
三
条
は
、
条
約
上
の
権
利
に
つ
い
て
の
救
済
機
関
を
「
国
内
審
級
（national
authority

/
instance

nationale

）」
と
表
現
し
て
お
り
、
条
約
六
条
に
い
う
「
裁

判
所
」
と
は
区
別
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
実
効
的
救
済
手
段
で
あ
れ
ば
、
一
三
条
違
反
は
生
じ
な
い
。
他
方
、
条
約
第
七
議
定
書
一
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て

い
る
（
自
由
権
規
約
一
三
条
も
ほ
ぼ
同
旨

（
32
）

）。

１
　
国
家
の
領
域
に
合
法
的
に
居
住
す
る
外
国
人
に
は
、
…
次
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ａ
）

自
ら
の
追
放
に
異
議
を
唱
え
る
理
由
を
提
出
す
る
こ
と

（
ｂ
）

自
ら
の
言
い
分
が
審
査
さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び

（
ｃ
）

こ
れ
ら
の
目
的
の
た
め
に
、
権
限
あ
る
機
関
ま
た
は
そ
の
機
関
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
者
の
前
に
、
代
理
人
が
出
頭
す
る
こ
と
。

２
　
外
国
人
は
、
そ
の
追
放
が
公
の
秩
序
の
た
め
に
必
要
な
場
合
ま
た
は
国
の
安
全
を
理
由
と
す
る
場
合
に
は
、
前
項
（
ａ
）、（
ｂ
）
お
よ
び
（
ｃ
）
に
基
づ
く
権
利

が
行
使
さ
れ
る
以
前
に
も
追
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、
一
三
条
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
条
約
の
個
別
的
権
利
規
定
の
違
反
が
問
題
と
な
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
手
続
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
三
条
に
つ
い
て
の
判
例
は
、
一
九
七
八
年
の
ク
ラ
ス
ほ
か
事
件
以
来
一
貫
し
て
「
一
三
条
に
い
う
『
審
級
』
と
は
、
必
ず
し
も
厳
格
な
意
味
で
の
司
法
機
関
で
な
く

と
も
よ
い
」
と
す
る
一
方
「
審
級
が
も
つ
権
限
と
手
続
的
保
証
（procedualguarantees

/
garanties

proce durales

）
は
、
そ
こ
で
の
救
済
が
実
効
的
で
あ
る
か
を

決
定
す
る
う
え
で
、
関
連
性
あ
る
要
素
で
あ
る
」

（
33
）

と
述
べ
て
き
た
。
一
九
八
五
年
の
シ
ル
ヴ
ァ
ー
ほ
か
事
件
判
決
以
降
は
、
権
限
と
手
続
的
保
証
と
い
う
考
慮
要
素
は
司

法
機
関
以
外
の
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が

（
34
）

、
結
局
、
具
体
的
に
救
済
機
関
が
満
た
す
べ
き
基
準
に
つ
い
て
は
、
人
権
裁
判
所
は
長
ら
く
全
く
立
ち

入
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
チ
ャ
ハ
ル
判
決
が
、
あ
る
不
服
審
査
機
関
に
つ
い
て
こ
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
し
た
の
は
、
画
期
的
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
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こ
の
事
件
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
よ
り
、
司
法
審
査
と
と
も
に
諮
問
委
員
会
（advisory

panel

）
で
の
手
続
が
援
用
さ
れ
た

（
35
）

。
チ
ャ
ハ
ル
の
退
去
強
制
に
は
国

の
安
全
上
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
た
の
で
、
通
常
適
用
さ
れ
る
入
国
管
理
審
判
官
―
入
国
管
理
不
服
申
立
審
判
所
（Im

m
igration

A
ppealT

ribunal

）
と
い
う
不
服
申
立

手
続
が
適
用
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る

（
36
）

。
こ
の
諮
問
委
員
会
に
つ
い
て
、
人
権
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

当
裁
判
所
は
、
諮
問
委
員
会
に
お
け
る
手
続
に
お
い
て
は
、
申
立
人
は
、
と
り
わ
け
、
法
律
家
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
る
権
利
を
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
彼
に
は
、
退

去
強
制
す
る
意
図
の
通
知
の
理
由
の
概
略
が
伝
え
ら
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
委
員
会
に
は
決
定
権
が
な
く
、
ま
た
内
務
大
臣
へ
の
委
員
会
の
勧
告
は
、
拘
束
力
が
な
く

公
表
さ
れ
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
。
か
か
る
状
況
に
お
い
て
は
、
諮
問
委
員
会
は
、
一
三
条
の
適
用
上
十
分
な
手
続
的
保
証
（procedual

safeguards
/

garanties
de

procedure
）
を
提
供
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う

（
37
）

。

こ
う
し
て
、
法
律
家
に
よ
る
代
理
の
保
障
が
な
く
、
追
放
等
の
決
定
の
理
由
が
概
略
し
か
示
さ
れ
な
い
こ
と
、
決
定
が
拘
束
力
が
な
く
非
公
開
で
あ
る
と
い
っ
た
要
素

を
も
つ
機
関
は
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
が
重
な
っ
た
と
き
に
は
、
一
三
条
の
適
用
上
実
効
的
な
救
済
を
提
供
す
る
「
審
級
」
と
は
み
な
さ
れ
な
い
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

追
放
等
の
決
定
の
理
由
が
詳
し
く
開
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
申
立
人
側
に
反
駁
の
機
会
を
与
え
る
た
め
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
は
実
質
的
に
は
、

対
審
性
の
保
障
の
要
求
に
つ
な
が
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
ア
ル
ナ
シ
ー
フ
事
件
に
つ
い
て
の
人
権
裁
判
所
の
二
〇
〇
二
年
の
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
述

べ
た
。

…
﹇
外
国
人
の
﹈
追
放
が
当
該
外
国
人
の
家
族
生
活
の
尊
重
に
対
す
る
権
利
を
侵
害
し
た
と
い
う
弁
論
し
う
る
主
張
（arguable

claim

）

（
38
）

が
あ
る
場
合
、
条
約
八

条
と
結
び
つ
い
た
同
一
三
条
は
、
次
の
こ
と
を
要
求
す
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
は
、
当
該
個
人
に
対
し
、
退
去
強
制
命
令
ま
た
は
居
住
不
許
可
命
令
に
対
し
て
異
議

を
申
し
出
る
こ
と
、
お
よ
び
、
十
分
な
独
立
性
と
公
平
性
の
保
障
の
あ
る
適
当
な
国
内
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
よ
る
十
分
な
手
続
的
保
証
お
よ
び
徹
底
性
の
も
と
で
、
関
連

性
あ
る
問
題
を
審
査
し
て
も
ら
え
る
こ
と
を
、
実
効
的
に
可
能
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
39
）

。

﹇
中
略
﹈

た
と
え
国
の
安
全
に
対
す
る
脅
威
の
主
張
が
な
さ
れ
た
場
合
で
も
、
実
効
的
救
済
手
段
の
保
障
に
よ
り
、
最
低
限
、
権
限
あ
る
独
立
の
不
服
申
立
機
関
が
退
去
強
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制
決
定
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
理
由
を
知
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
か
か
る
理
由
が
公
衆
に
は
し
ら
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
で
あ
る
。
当
該
機

関
は
、
そ
れ
が
恣
意
的
で
あ
る
か
ま
た
は
非
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
認
定
し
た
場
合
に
は
、
行
政
府
の
国
の
安
全
に
対
す
る
脅
威
の
主
張
を
斥
け
る
権
限
を
有
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
必
要
な
ら
ば
安
全
上
の
点
検
を
う
け
た
特
別
代
理
人
を
通
じ
て
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
種
の
形
態
の
対
審
的
手
続
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

（
40
）

。

そ
し
て
実
際
に
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
内
務
大
臣
や
司
法
審
査
に
お
い
て
は
国
の
安
全
が
援
用
さ
れ
た
決
定
に
対
す
る
不
服
に
つ
い
て
は
、
本
案
に
入
る
こ
と
な
く
却
下
さ

れ
る
こ
と

（
41
）

を
前
提
に
し
て
、「
か
か
る
実
効
性
の
保
証
を
提
供
す
る
救
済
手
段
が
申
立
人
に
は
利
用
可
能
で
な
か
っ
た
の
で
」

（
42
）

一
三
条
違
反
が
認
定
さ
れ
た
（
四
対
三
）。

こ
の
結
論
に
反
対
し
た
三
人
の
裁
判
官
も
、
一
三
条
か
ら
導
か
れ
る
手
続
的
保
証
に
つ
い
て
の
法
廷
意
見
そ
の
も
の
に
反
対
し
た
わ
け
で
は
な
い

（
43
）

。

以
上
か
ら
、
不
服
審
査
制
度
は
、
独
立
の
機
関
に
よ
っ
て
な
さ
れ
（
も
っ
と
も
「
独
立
性
」
の
観
念
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
で
は
な
い
）、
対
審
的
手
続
を
備
え

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
確
立
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
条
約
の
個
別
的
権
利
規
定
の
違
反
に
つ
い
て
の
「
弁
論
し
う
る
主
張
」
が
な

さ
れ
た
場
合
に
は
、
条
約
第
七
議
定
書
一
条
が
効
力
を
有
し
て
な
く
て
も

（
44
）

、
そ
こ
に
規
定
さ
れ
る
手
続
的
保
証
が
、（
国
の
安
全
が
援
用
さ
れ
た
場
合
で
も
）
一
三
条
を

介
し
て
実
質
的
に
適
用
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

２
　
追
放
等
の
決
定
の
執
行
停
止
の
要
求

追
放
や
送
還
の
決
定
を
一
定
の
手
続
で
争
う
こ
と
が
で
き
て
も
、
そ
の
間
追
放
等
が
執
行
さ
れ
な
い
と
い
う
保
障
は
一
般
に
な
い
。
こ
の
よ
う
に
執
行
停
止
さ
れ
な
い

と
い
う
こ
と
が
、
一
三
条
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
救
済
手
段
の
実
効
性
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
は
、
実
は
ゼ
ー
リ
ン
グ
事
件
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
判
決
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
が
国
王
に
対
し
て
暫
定
的
差
止
命
令
を
出
す
こ
と
は
で
き

な
い
の
は
、
実
行
上
不
服
申
立
お
よ
び
上
訴
が
尽
く
さ
れ
る
以
前
に
引
渡
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
救
済
手
段
の
実
効
性
を
減
ず
る
も

の
と
は
い
え
な
い
、
と
さ
れ
た

（
45
）

。
こ
こ
で
は
、
執
行
が
実
行
上
停
止
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
実
効
性
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
。

具
体
的
な
展
開
が
み
ら
れ
た
の
は
、
ト
ル
コ
か
ら
の
イ
ラ
ン
国
民
の
追
放
が
虐
待
の
禁
止
に
触
れ
る
と
さ
れ
た
ジ
ャ
バ
リ
事
件

（
46
）

に
つ
い
て
の
二
〇
〇
〇
年
の
人
権
裁
判

所
判
決
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
ト
ル
コ
に
お
け
る
司
法
審
査
が
事
件
の
実
体
（m

erits

）
を
審
査
で
き
な
い
も
の
で
あ
る

（
47
）

こ
と
と
と
も
に
、
こ
の
司
法
審
査
手
続
に
訴
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え
て
も
追
放
命
令
の
執
行
停
止
を
要
求
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
ま
ず
確
認
さ
れ
た
う
え
で

（
48
）

、
註
（
20
）
を
付
し
た
前
引
の
チ
ャ
ハ
ル
判
決
の
判
示
部
分
を
な
ぞ
り

な
が
ら
、
と
り
わ
け
傍
線
の
部
分
を
付
け
加
え
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。

…
主
張
さ
れ
る
虐
待
ま
た
は
拷
問
の
危
険
が
現
実
化
し
た
と
き
に
生
ず
る
で
あ
ろ
う
か
も
し
れ
な
い
損
害
の
回
復
不
能
な
性
質
、
お
よ
び
、
三
条
に
当
裁
判
所
が

与
え
る
重
要
性
に
鑑
み
て
、
一
三
条
の
も
と
で
の
実
効
的
救
済
手
段
の
観
念
は
、
三
条
に
反
す
る
取
扱
い
の
現
実
の
危
険
を
怖
れ
る
実
質
的
根
拠
が
あ
る
と
の
主
張

を
独
立
か
つ
厳
格
に
精
査
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
異
議
を
申
し
立
て
ら
れ
た
措
置
の
実
施
を
停
止
す
る
可
能
性
を
要
求
す
る
﹇
傍
線
引
用
者
﹈

（
49
）

。

そ
し
て
実
際
、
こ
の
一
般
論
の
適
用
と
し
て
、
ト
ル
コ
が
依
拠
し
た
司
法
審
査
制
度
は
、
一
三
条
の
要
件
を
満
足
し
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
50
）

。

こ
こ
で
は
、
三
条
違
反
の
「
弁
論
で
き
る
主
張
」
が
か
か
わ
る
場
合
に
は
、
不
服
審
査
制
度
に
お
い
て
執
行
停
止
の
可
能
性
が
確
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
一
三
条
違

反
と
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
チ
ョ
ン
カ
（C
on

k
a

）
事
件
に
つ
い
て
の
二
〇
〇
二
年
の
判
決
で
は
、「
外
国
人
の
集
団
的
追
放
は
禁
止
す
る
。」
と
規
定
す
る
第

四
議
定
書
四
条
と
の
関
係
で
も
、
こ
の
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。

こ
の
事
件
で
は
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
国
民
で
あ
る
チ
ョ
ン
カ
一
家
の
ほ
か
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
か
ら
の
ロ
マ
が
一
度
に
大
量
に
ベ
ル
ギ
ー
か
ら
追
放
さ
れ

（
51
）

、
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
人
権
裁
判
所
は
、
第
四
議
定
書
四
条
違
反
を
認
定
し
た
（
四
対
三
）。
こ
の
規
定
と
結
び
つ
い
た
一
三
条
違
反
の
有
無
の
問
題
に
つ
い
て
、
申
立
人
は
、
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
（C

onseil
d'E

tat

）
に
お
け
る
手
続
は
当
然
に
は
執
行
停
止
の
効
果
を
伴
わ
な
い
か
ら
実
効
的
で
は
な
い
と
主
張
し
た
の
で
、
人
権
裁
判
所
は
、
こ
れ
を
検

討
の
対
象
と
し
た
。
そ
の
際
、
執
行
停
止
の
関
連
性
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
ジ
ャ
バ
リ
判
決
の
法
理
を
一
般
化
し
た
。

当
裁
判
所
は
、
一
三
条
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
救
済
手
段
の
実
効
性
は
、
こ
の
救
済
手
段
に
よ
り
条
約
に
反
し
そ
の
結
果
が
潜
在
的
に
回
復
不
能
で
あ
る
よ
う
な
措

置
の
執
行
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
考
え
る
（﹇
こ
こ
で
、「
必
要
な
修
正
を
加
え
て
」
と
の
留
保
を
付
し
つ
つ
ジ
ャ
バ
リ
判
決
の
註
（
49
）
を
付
し
た

前
引
部
分
を
参
照
さ
せ
て
い
る
﹈）。
し
た
が
っ
て
、
一
三
条
は
、
か
か
る
措
置
が
、
そ
の
条
約
と
の
両
立
性
に
つ
い
て
の
国
内
機
関
に
よ
る
検
討
の
結
果
よ
り
も
前

に
、
執
行
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る

（
52
）

。 ＾
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そ
の
う
え
で
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
お
け
る
取
消
訴
訟
（recours

en
annulation

）
に
伴
う
通
常
執
行
停
止
（suspension

ordinaire

）
の
申
立
と
緊
急
執
行
停

止
（suspension

d'extrem
e
urgence

）
の
申
立
と
い
う
二
つ
の
制
度
を
取
り
上
げ
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
四
五
日
以
内
に
決
定
す
る
も
の
と
さ

れ
て
い
る
が
関
係
決
定
が
五
日
以
内
の
出
国
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し

（
53
）

、
後
者
に
つ
い
て
は
、
追
放
等
の
執
行
前
に
こ
の
申
立
に
つ
い
て
判
断
す
る
よ
う

な
実
務
が
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
た

（
54
）

。

ま
ず
第
一
に
、
執
行
停
止
が
申
立
に
基
づ
き
与
え
ら
れ
る
制
度
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
、
本
案
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
審
級
が
条
約
不
遵
守
を
理
由
に
追
放
決

定
を
…
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
後
に
明
ら
か
に
な
る
と
き
で
さ
え
時
折
執
行
停
止
が
誤
っ
て
拒
否
さ
れ
う
る
こ
と
を
、
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
当
事
者
が
行
使
し
た
救
済
手
段
は
、
一
三
条
が
求
め
る
よ
う
な
実
効
性
を
示
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う

（
55
）

。

そ
の
う
え
で
、
緊
急
執
行
停
止
の
申
立
の
審
理
中
に
さ
え
行
政
府
は
執
行
を
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
は
、
行
政
府
の
意
図
を
確
か
め
る
よ
う
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
結
局
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
追
放
ま
で
に
決
定
し
た
り
審
理
す
る
と
い
う
保
障
や
行
政
府
が
合
理
的
な
最
低
限
の
期
間
執
行
し
な
い
と

い
う
保
障
は
な
い
と
述
べ
て

（
56
）

、
一
三
条
違
反
を
認
定
し
た
（
四
対
三
）

（
57
）

。

要
す
る
に
、
チ
ョ
ン
カ
判
決
は
、
個
別
的
権
利
規
定
の
違
反
が
申
し
立
て
ら
れ
て
い
る
回
復
不
能
な
措
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の
主
張
が
弁
論
し
う
る
も
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
違
反
の
有
無
に
つ
い
て
決
定
が
あ
る
ま
で
は
執
行
停
止
が
保
障
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
求
め
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ゼ
ー
リ
ン

グ
判
決
の
実
際
上
の
執
行
停
止
で
よ
い
と
い
う
部
分
は
、
修
正
さ
れ
て
い
る
。
条
約
第
七
議
定
書
一
条
は
、「
合
法
的
に
居
住
す
る
外
国
人
」
に
、
２
項
の
反
対
解
釈
と
し
て
、

原
則
と
し
て
手
続
完
了
ま
で
の
執
行
停
止
の
保
障
を
し
て
い
る
と
解
し
う
る
が
、
チ
ョ
ン
カ
判
決
は
、
一
三
条
が
適
用
可
能
な
場
合
、
居
住
の
合
法
性
如
何
に
か
か
わ
ら

ず
（
チ
ョ
ン
カ
一
家
は
、
不
法
残
留
状
態
で
あ
っ
た
）
執
行
停
止
を
求
め
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ジ
ャ
バ
リ
判
決
・
チ
ョ
ン
カ
判
決
の
関
連
部
分
は
、
い
ず
れ
も
小
法
廷
で
き
わ
ど
い
多
数
決
に
よ
り
判
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
後
者
が
判
例
と
し
て
確
立

す
る
か
ど
う
か
は
、
な
お
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
チ
ョ
ン
カ
事
件
に
お
い
て
、
ベ
ル
ギ
ー
政
府
は
、
執
行
が
停
止
さ
れ
て
い
た
旧
制
度
の
も
と
で
引
き
延
ば
し
の

た
め
の
濫
訴
が
横
行
し
た
の
で
制
度
を
改
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
、
現
在
で
も
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
係
属
す
る
訴
訟
の
半
数
以
上
が
外
国
人
法
関
係
の
も
の

と
な
っ
て
い
る
、
な
ど
と
述
べ
た

（
58
）

。
こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
、
人
権
裁
判
所
は
、
要
件
を
満
た
す
よ
う
司
法
制
度
を
組
織
す
る
の
は
締
約
国
の
義
務
で
あ
る
と
反
駁
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し
た
が

（
59
）

、
執
行
停
止
を
保
障
す
る
な
ら
ば
処
理
能
力
の
劣
る
紛
争
解
決
制
度
し
か
持
た
な
い
国
に
滞
在
許
可
申
請
が
殺
到
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
現
状
の
下
、
こ
れ

ら
の
判
決
の
法
理
に
対
す
る
国
家
の
側
の
抵
抗
も
十
分
に
予
想
さ
れ
る
。

し
か
し
、
チ
ョ
ン
カ
事
件
で
も
裁
判
官
た
ち
の
立
場
を
分
け
た
の
は
、
執
行
さ
れ
な
い
保
証
が
ど
の
程
度
確
実
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
実
際
、

〈
条
約
上
の
権
利
の
侵
害
の
主
張
が
（
あ
る
程
度
の
根
拠
を
も
っ
て
）
な
さ
れ
て
い
る
と
き
、
か
か
る
侵
害
に
よ
る
損
害
を
回
復
不
能
と
す
る
措
置
の
執
行
が
な
さ
れ
る
な

ら
ば
、
実
効
的
な
救
済
手
段
は
あ
り
え
な
い
〉
と
い
う
の
は
、
単
純
で
は
あ
る
が
否
認
し
が
た
い
明
快
な
論
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
も
、
か
か

る
命
題
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
判
例
が
現
れ
る
こ
と
は
予
想
し
が
た
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
締
約
国
は
、
違
反
認
定
を
確
実
に
避
け
る
た
め
に
、
執
行
の
自
動
的
停
止
制

度
を
導
入
す
る
方
向
に
導
か
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

四
　
結
　
　
　
　
　
語

外
国
人
に
対
す
る
入
国
管
理
措
置
に
対
す
る
手
続
的
統
制
に
つ
い
て
は
、
人
権
条
約
に
お
い
て
も
ご
く
微
温
的
な
規
定
し
か
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
権
条
約
に
お
け
る
近
年
の
判
例
の
展
開
を
み
れ
ば
、
条
約
上
の
権
利
侵
害
の
主
張
に
対
す
る
実
効
的
救
済
手
段
を
得
る
権
利
を
通
じ
て
、
各
国
家
に
お
け
る
制
度
を

拘
束
す
る
よ
う
な
具
体
的
な
判
例
法
理
が
現
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
看
て
取
れ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
右
に
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
点
を
あ
ら

た
め
て
提
示
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

第
一
に
、
一
切
の
例
外
を
許
さ
な
い
虐
待
の
禁
止
の
規
定
の
違
反
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
国
内
手
続
に
お
い
て
、
国
の
安
全
と
い
っ
た
要
素
を
考
慮
し
て

い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
、
実
効
的
救
済
手
段
と
は
い
え
な
い
。

第
二
に
、
そ
の
他
の
規
定
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
き
で
も
、
人
権
裁
判
所
が
考
慮
し
て
い
る
要
素
に
近
似
し
て
い
る
も
の
に
照
ら
し
て
国
内
手
続
に
お
い
て
判
断
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
す
る
判
例
が
あ
る
。

第
三
に
、
国
内
手
続
に
お
い
て
は
、
異
議
が
申
し
立
て
ら
れ
て
い
る
措
置
に
対
し
て
、
当
事
者
（
な
い
し
そ
の
利
益
を
代
理
す
る
者
）
が
十
分
に
反
駁
す
る
機
会
が
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
と
り
わ
け
か
か
る
措
置
の
理
由
が
当
事
者
等
に
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
対
審
性
の
保
障
を
要
求
す
る
判
例
が
確
立
し
つ
つ
あ
る
。

第
四
に
、
追
放
な
ど
に
よ
り
回
復
不
能
な
損
害
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
場
合
に
は
、
個
別
的
権
利
規
定
違
反
の
有
無
に
つ
い
て
判
断
が
下
さ
れ
る
ま
で
、
措
置
の
執
行
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が
停
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
判
例
が
現
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
法
理
が
、
た
と
え
ば
日
本
の
状
況
に
ど
こ
ま
で
適
用
さ
れ
う
る
か
に
つ
い
て
は
、
自
由
権
規
約
の
規
定
を
分
析
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
本
稿
の
範
囲
外
で

あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
同
規
約
二
条
３
項
の
よ
う
な
、
権
利
侵
害
に
対
し
て
実
効
的
救
済
手
段
を
保
障
す
る
規
定
の
潜
在
的
な
発
展
可
能
性
に
つ
い
て
は
、

よ
り
注
視
し
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

註（
1
）

在
留
特
別
許
可
に
つ
い
て
、
最
判
昭
和
三
四
﹇
一
九
五
九
﹈
年
一
一
月
一
〇
日
、
民
集
一
三
巻
一
二
号
一
四
九
三
頁
、
在
留
期
間
の
更
新
に
つ
い
て
、
マ
ク
リ
ー
ン
事
件
・
最
（
大
）

判
昭
和
五
三
﹇
一
九
七
八
﹈
年
一
〇
月
四
日
、
民
集
三
二
巻
七
号
一
二
二
三
頁
、
再
入
国
許
可
に
つ
い
て
、
崔
善
愛
事
件
・
最
判
平
成
一
〇
﹇
一
九
九
八
﹈
年
四
月
一
〇
日
、
民
集
五

二
巻
三
号
七
七
六
頁
、
参
照
。

（
2
）

入
管
実
務
研
究
会
『
入
管
実
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
改
訂
版
）』（
現
代
人
文
社
、
二
〇
〇
四
年
）
一
五
九
頁
。

（
3
）

本
稿
で
は
、
人
権
条
約
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
な
略
称
を
用
い
、
ま
た
規
定
に
つ
い
て
い
ち
い
ち
典
拠
を
示
さ
な
い
。
条
約
文
の
日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
た
と
え

ば
、
松
井
芳
郎
ほ
か
（
編
）『
国
際
人
権
条
約
・
宣
言
集
（
第
三
版
）』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
た
だ
し
、
訳
は
必
ず
し
も
こ
れ
に
よ
ら
な
い
。

（
4
）

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
薬
師
寺
公
夫
ほ
か
『
国
際
人
権
法
（
法
科
大
学
院
ケ
ー
ス
ブ
ッ
ク
）』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
六
年
）
一
九
〇
ー
二
二
〇
頁
（
村
上
正
直
執

筆
）
参
照
。

（
5
）

自
由
権
規
約
一
三
条
に
つ
い
て
は
、
西
井
正
弘
「
外
国
人
の
追
放
に
対
す
る
手
続
的
保
障
―
―
自
由
権
規
約
第
一
三
条
に
関
す
る
個
人
通
報
事
例
の
分
析
―
―
」
本
誌
六
号
（
二
〇

〇
一
年
）
一
二
一
頁
以
下
、
参
照
。

（
6
）

拙
稿
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
お
け
る
『
実
効
的
な
国
内
救
済
手
段
を
得
る
権
利
』
と
条
約
上
の
権
利
の
国
内
手
続
に
お
け
る
援
用
可
能
性
」
本
誌
三
号
（
一
九
九
八
年
）
六
五

頁
以
下
。
同
条
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
未
完
で
あ
る
の
が
惜
し
ま
れ
る
が
網
羅
的
な
研
究
と
し
て
、
佐
藤
文
夫
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
お
け
る
効
果
的
な
救
済
措
置
を
受
け
る

権
利
に
関
す
る
若
干
の
考
察
（
一
）・（
二
）」
成
城
法
学
五
六
号
（
一
九
九
八
年
）
一
頁
以
下
・
同
六
六
号
（
二
〇
〇
一
年
）
八
一
頁
以
下
、
参
照
。

（
6
―

a
）

本
稿
で
取
り
扱
っ
た
判
例
の
検
索
に
は
、H

U
D
O
C

（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
提
供
す
る
判
例
の
電
子
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
）
を
利
用
し
た
。H

U
D
O
C

は
、D

V
D
-R

O
M

の

形
で
提
供
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
（http://cm

iskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin:hudoc-en

）
で
も
公
開
さ
れ
て
い
る
。
公
式
判
例
集
等
に
掲
載
さ

れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
こ
こ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
テ
キ
ス
ト
を
用
い
た
。

（
7
）

入
国
管
理
措
置
と
条
約
一
三
条
と
の
両
立
性
の
一
側
面
を
扱
っ
た
論
稿
と
し
て
、
中
井
伊
都
子
「
シ
ェ
ン
ゲ
ン
条
約
―
―
欧
州
人
権
条
約
第
一
三
条
と
の
整
合
性
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」

本
誌
二
号
（
一
九
九
七
年
）
一
三
三
頁
以
下
、
参
照
。

（
7
―

a
）

詳
し
い
内
容
の
検
討
は
ま
だ
済
ん
で
い
な
い
が
、
本
稿
と
共
通
す
る
問
題
意
識
で
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
、B

oeles,P
ieter,

F
a
ir

Im
m

ig
r
a
tio

n
P

r
o
c
e
e
d
in

g
s

in
E

u
r
o
p
e

（M
artinus

N
ijhof

1997

）
が
あ
る
。
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（
8
）

S
o
e
r
in

g,Judgm
ent

of
7
July

1989

（P
lenary

C
ourt

）,P
u

b
lic

a
tio

n
o
f

th
e

E
u

r
o
p
e
a
n

C
o
u

r
t

o
f

H
u

m
a
n

R
ig

h
ts

,
S
e
r
ie

s
A

﹇
以
下
、S

e
r
ie

s
A

と
引
用
す
る
﹈,N

o.161.

こ
の
事
件
の
詳
細
な
紹
介
と
し
て
、
北
村
泰
三
「
国
際
人
権
法
判
例
研
究
（
二
）
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
ゾ
ー
リ
ン
グ
事
件
判
決
―
―
」
熊
本
法
学
六
四
号
（
一
九
九
〇
年
）

七
九
頁
以
下
、
参
照
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
判
決
文
の
引
用
は
、
と
く
に
断
り
な
く
、
判
決
の
正
文
テ
キ
ス
ト
か
ら
、
英
仏
両
テ
キ
ス
ト
が
正
文
の
場
合
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
テ
キ
ス

ト
を
参
照
し
つ
つ
、
英
文
テ
キ
ス
ト
か
ら
行
う
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
人
権
裁
判
所
判
決
は
、
断
り
の
な
い
限
り
小
法
廷
の
も
の
で
あ
る
が
、
す
べ
て
確
定
し
た
終
結
判
決
（
条
約
四

四
条
２
項
参
照
）
で
あ
る
。

（
9
）

こ
の
原
則
の
適
用
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
榊
原
秀
訓
「
行
政
訴
訟
に
関
す
る
外
国
法
制
調
査
ー
イ
ギ
リ
ス
（
下
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
四
五
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一

七
六
ー
一
七
九
頁
参
照
。
な
お
、
こ
の
原
則
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
江
島
晶
子
『
人
権
保
障
の
新
局
面
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
共

生
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
二
年
）
一
五
八
ー
一
六
八
頁
参
照
。

（
10
）

拙
稿
、
前
掲
注
（
６
）、
九
四
ー
九
五
頁
参
照
。

（
11
）

V
ilv

a
r
a
ja

h
a
n

d
O

th
e
r
s

v
.
T

h
e

U
n

ite
d

K
in

g
d
o
m
,Judgm

ent
of

30
O
ct.1991,

S
e
r
ie

s
A
,N

o.215,

と
り
わ
け
、paras.122-127

at
p.39f.

（
12
）

D
.
v
.
T

h
e

U
n

ite
d

K
in

g
d
o
m

,Judgm
ent

of
2
M

ay
1997,

R
e
p
o
r
ts

o
f

th
e

J
u

d
g
m

e
n

ts
a
n

d
D

e
c
is

io
n

s
o
f

th
e

E
u

r
o
p
e
a
n

C
o
u

r
t

o
f

H
u

m
a
n

R
ig

h
ts

[

以
下
、R

e
p
o
r
ts

と

引
用
す
る]

1997-III,para.71
at

p.798.

（
13
）

H
ila

l
v
.
T

h
e

U
n

ite
d

K
in

g
d
o
m

,Judgm
ent

of
6
M

ar.2001,
R

e
p
o
r
ts

2001-II,para.78
at

p.317f.

（
14
）

D
.
v
.
U

K
Judgm

ent,
s
u

p
r
a

note
12,para.70

at
p.797.

（
15
）

S
o
e
r
in

g
Judgm

ent,
s
u

p
r
a

note
8,para.121

at
p.47.

（
16
）

Ib
id.,at

p.47f.

同
旨:

V
ilv

a
r
a
ja

h
Judgm

ent,
s
u

p
r
a

note
11,para.123

at
p.39;

D
.
v
.
U

K
Judgm

ent,
s
u

p
r
a

note
12,para.70

at
p.797.

（
17
）

C
h
a
h
a
l
v
.
T

h
e

U
n

ite
d

K
in

g
d
o
m

,Judgm
ent

of
15

N
ov.1996

（G
rand

C
ham

ber

）,R
e
p
o
r
ts

1996-V
,p.1873

参
照
。

（
18
）

Ib
id.,paras.25-43

at
pp.1841-1846

参
照
。

（
19
）

Ib
id.,para.149

at
p.1870.

人
権
裁
判
所
は
、
こ
れ
を
三
条
の
虐
待
禁
止
規
範
の
性
質
か
ら
導
き
出
し
て
い
る
。Ib

id.,para.80
at

p.1855

参
照
。
も
っ
と
も
、
追
放
先
や
引

渡
請
求
国
で
う
け
る
で
あ
ろ
う
待
遇
が
虐
待
に
あ
た
る
真
の
危
険
が
あ
る
と
の
理
由
で
追
放
・
送
還
を
禁
止
す
る
規
範
は
、
実
質
的
に
は
、
人
権
裁
判
所
が
ゼ
ー
リ
ン
グ
事
件
以
来
の

判
例
に
よ
り
作
り
出
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
被
告
国
家
が
直
接
に
責
任
を
負
う
虐
待
を
禁
止
す
る
規
範
の
性
格
と
は
一
応
別
問
題
で
あ
ろ
う
。
追
放
・
送
還
の
文
脈
に
拡
大
す
る
一

方
で
一
定
の
例
外
を
認
め
る
と
い
う
論
理
的
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
三
条
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
規
範
に
共
通
の
性
格
を
与
え
る
方

が
、
構
成
上
明
快
で
あ
り
、
複
雑
な
説
明
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
権
裁
判
所
は
、
そ
れ
に
惹
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
20
）

Ib
id.,para.151

at
p.1871.

（
21
）

以
上
、ib

id.,para.153
at

p.1871.

（
22
）

C
h
a
h
a
l
v
.
T

h
e

U
n

ite
d

K
in

g
d
o
m

,C
om

m
ission's

R
eport

on
27

June
1995,

R
e
p
o
r
ts

1996-
V
,paras.150-151

at
p.1910

参
照
。

（
23
）

も
っ
と
も
、
三
条
と
結
び
つ
い
た
一
三
条
の
違
反
も
認
定
さ
れ
た
ジ
ャ
バ
リ
事
件
に
つ
い
て
の
二
〇
〇
〇
年
の
人
権
裁
判
所
判
決
で
は
、
ト
ル
コ
に
お
け
る
行
政
裁
量
に
対
す
る
司

法
審
査
で
は
、
執
行
停
止
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
と
、
決
定
の
実
体
（m

erits

）
に
つ
い
て
は
審
査
さ
れ
な
い
こ
と
が
、
実
効
的
救
済
手
段
と
し
て
の
性
格
に
欠
け
る
理
由
と
さ
れ
た
。
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こ
こ
で
は
、
三
条
の
よ
う
な
実
体
的
基
準
が
不
服
審
査
手
続
で
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
一
三
条
違
反
の
一
つ
の
理
由
に
な
っ
た
と
い
え
る
。J

a
b
a
r
i

v
.
T

u
r
k
e
y,Judgm

ent
of

11
July

2000,
R

e
p
o
r
ts

2000-V
III,paras.49-50

at
p.161

参
照
。
も
っ
と
も
、
執
行
停
止
が
な
い
こ
と
の
方
が
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
も
含
め
、
こ
の
事

件
に
つ
い
て
は
、
後
述
註
（
46
）
〜
（
50
）
お
よ
び
そ
れ
ら
を
を
付
し
た
本
文
も
参
照
。

（
24
）

A
b
d
u

lla
h

Y
o
u

s
e
f

v
.
T

h
e

U
n

ite
d

K
in

g
d
o
m

,C
om

m
ission's

R
eport

on
30

June
1992,paras.14-25

参
照
。

（
25
）

Ib
id.,para.28

参
照
。

（
26
）

Ib
id.,para.49.

（
27
）

Ib
id.,paras.49-50.

（
28
）

Y
o
u

s
e
f

v
.
T

h
e

U
n

ite
d

K
in

g
d
o
m

,C
om

m
itee

of
M

inisters'R
esolution

D
H

（95

）246
on

19
O
ct.1995,

Y
e
a
r
b
o
o
k

o
f

th
e

E
u

r
o
p
e
a
n

C
o
n

v
e
n

tio
n

o
n

H
u

m
a
n

R
ig

th
s,

V
ol.38,1995,p.638f.

（
29
）

A
ppendix

to:
ib

id.,p.639
参
照
。

（
30
）

A
l-N

a
s
h
if

v
.

B
u

lg
a
r
ia,Judgm

ent
of

20
June

2002,para.137.

（
31
）

拙
稿
、
前
註
（
６
）、
七
五
頁
参
照
。

（
32
）

た
だ
し
、
自
由
権
規
約
に
お
い
て
は
、「
国
の
安
全
の
た
め
の
や
む
を
え
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
」
に
は
、
手
続
に
は
一
切
制
約
が
か
か
ら
な
い
の
に
対
し
、
条
約
第
七
議
定
書
で

は
、
国
の
安
全
が
理
由
と
さ
れ
る
場
合
で
も
、
手
続
的
保
証
の
制
約
は
あ
り
、
た
だ
執
行
を
停
止
す
る
必
要
は
な
い
に
と
ど
ま
る
。

（
33
）

K
la

s
s

a
n

d
O

th
e
r
s,Judgm

ent
of

6
Sept.1978

（P
lenary

C
ourt

）,S
e
r
ie

s
A
,N

o.28,para.67
at

p.30.

（
34
）

S
ilv

e
r

a
n

d
O

th
e
r
s,Judgem

ent
of

25
M

ar.1985,
S
e
r
ie

s
A
,N

o.61,para.113
at

p.42.

（
35
）

C
h
a
h
a
l
Judgem

nt,
s
u

p
r
a

note
17,para.142

at
p.1868f.

参
照
。

（
36
）

Ib
id.,paras.29,58-59

at
pp.1842,1849

参
照
。

（
37
）

Ib
id.,para.154

at
p.1871.

（
38
）

一
三
条
が
適
用
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
個
別
的
権
利
規
定
の
違
反
が
単
に
主
張
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
の
主
張
が
「
弁
論
し
う
る
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
が
判
例
上
確
立
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
前
註
（
６
）、
七
四
頁
、
お
よ
び
、
佐
藤
、
前
出
註
（
６
）
論
文
（
二
）、
九
五
ー
一
三
〇
頁
参
照
。

（
39
）

A
l-N

a
s
h
if

Judgm
ent,

s
u

p
r
a

note
30,para.133.

（
40
）

Ib
id.,

para.
137.

こ
の
特
別
代
理
人
を
通
じ
た
対
審
的
手
続
と
い
う
の
は
、
チ
ャ
ハ
ル
事
件
で
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
等
が
紹
介
し
た
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
制
度
を

念
頭
に
お
い
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
連
邦
裁
判
所
の
裁
判
官
が
非
公
開
の
口
頭
弁
論
で
証
拠
調
べ
を
行
う
も
の
で
、
国
の
安
全
に
関
わ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
告
お
よ
び
そ

の
代
理
人
は
出
席
で
き
な
い
が
安
全
上
の
点
検
を
受
け
た
裁
判
所
選
任
の
弁
護
士
が
証
人
尋
問
等
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。C

h
a
h
a
lJudgm

ent,
s
u

p
r
a
note

17,para.144
at

p.1869

参
照
。

（
41
）

A
l-N

a
s
h
if

Judgm
ent,

s
u

p
r
a

note
30,para.135

参
照
。

（
42
）

Ib
id.,para.138.
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（
43
）

反
対
し
た
裁
判
官
は
、
八
条
違
反
の
認
定
に
も
反
対
し
て
お
り
、
八
条
違
反
の
主
張
が
「
弁
論
し
う
る
」
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
一
三
条
違
反
の
認
定
に
も
反
対
し
た
。

Joint
P
artly

D
issenting

O
pinion

of
Judge

M
akarczyk,B

utkevych
and

B
otoucharova,

ib
id.

参
照
。

（
44
）

二
〇
〇
六
年
三
月
一
七
日
現
在
、
四
七
の
条
約
締
約
国
の
う
ち
、
第
七
議
定
書
の
締
約
国
は
三
九
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
、
ア
ン
ド
ラ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ス
ペ
イ
ン
、
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
ギ
リ

ス
、
ト
ル
コ
が
非
締
約
国
で
あ
る
。
ブ
ル
ガ
リ
ア
は
、
ア
ル
ナ
シ
ー
フ
事
件
の
事
実
関
係
が
発
生
し
た
一
九
九
九
年
当
時
は
非
締
約
国
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
一
年
以
降
締
約
国
と

な
っ
て
い
る
。
欧
州
評
議
会
条
約
局
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
（http://conventions.coe.int/T

reaty/F
R
/v3D

efaultF
R
E
.asp

）
参
照
。

（
45
）

S
o
e
r
in

g
Judgm

ent,
s
u

p
r
a

note
8,para.123

at
p.48.

よ
り
簡
潔
で
は
あ
る
が
同
旨
の
判
示
と
し
て
、V

ilv
a
r
a
ja

h
Judgm

ent,
s
u

p
r
a

note
11,para.125

at
p.39

が
あ

る
。

（
46
）

J
a
b
a
r
i
Judgm

ent,
s
u

p
r
a

note
23,paras.3,9-21

at
pp.153-155

参
照
。

（
47
）

ト
ル
コ
の
行
政
訴
訟
制
度
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
な
お
そ
の
基
礎
す
ら
理
解
し
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
管
見
の
限
り
で
こ
の
よ
う
な
制
限
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
る
も
の

と
し
て
、O

rucu,E
sin,"C

onseil
d'E

tat:T
he

F
rench

L
ayer

of
T
urkish

A
dm

inistrative
L
aw

",
In

te
r
n

a
tio

n
a
l

a
n

d
C

o
m

p
a
r
a
tiv

e
L

a
w

Q
u

a
r
te

r
ly,V

ol.49

（2000

）,

p.696f.

参
照
。

（
48
）

J
a
b
a
r
i
Judgm

ent,
s
u

p
r
a

note
23,para.49

at
p.161.

（
49
）

Ib
id.,para.50

at
p.162.

（
50
）

Ib
id

.

（
51
）

o
n

k
a

c
.
B

e
lg

iq
u

e,A
rret

du
5
fev.2002,

R
e
p
o
r
ts

2002-I,paras.7-23
at

pp.56-59

参
照
。

（
52
）

Ib
id.,para.79

at
p.78.

（
53
）

Ib
id.,para.80

at
p.79

参
照
。

（
54
）

Ib
id.,para.81

at
p.79

参
照
。

（
55
）

Ib
id.,para.82

at
p.79.

（
56
）

Ib
id.,para.83

at
p.80

参
照
。

（
57
）

Ib
id.,

p.
82

参
照
。
三
名
の
裁
判
官
（
ベ
ル
ギ
ー
の
特
任
裁
判
官
を
含
む
）
は
、
い
ず
れ
も
、
ベ
ル
ギ
ー
政
府
と
同
様
、
と
り
わ
け
、
緊
急
執
行
停
止
申
立
手
続
は
、
実
際
上
停
止

的
効
果
を
保
障
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
反
対
し
た
。O

pinion
partiellem

ent
concordante

et
partiellem

ent
dissidente

de
M

.le
juge

V
elaers,A

rret
o
n

k
a
,

s
u

p
r
a

note
51,pp.86-89;O

pinion
partiellem

ent
dissidente

de
M

.le
juge

Jungw
iert,a

laquelle
se

raillie
M

.le
juge

K
u -ris,

ib
id

.,
p.91f.

参
照
。

（
58
）

A
rret

o
n

k
a
,
s
u

p
r
a
note

51,paras.70,74
at

p.76f.

参
照
。

（
59
）

Ib
id.,para.84

at
p.80.

人
権
裁
判
所
は
、
こ
れ
に
続
い
て
、
条
約
制
度
の
補
完
性
を
保
持
す
る
上
で
の
一
三
条
の
意
義
を
強
調
し
た
。Ib

id.

つ
ま
り
国
内
手
続
で
処
理
で
き
る

も
の
は
人
権
裁
判
所
ま
で
持
ち
込
ま
せ
る
な
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
判
示
の
背
景
に
は
、
人
権
裁
判
所
自
体
に
付
託
さ
れ
る
事
件
数
の
爆
発
的
増
大
（
二
〇
〇
五
年
中
に

約
四
万
五
千
件
）
と
そ
れ
に
よ
る
深
刻
な
未
処
理
事
件
の
滞
留
（
二
〇
〇
五
年
末
に
約
八
万
一
千
件
）
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
数
字
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、

Speech
by

M
r
L
uzius

W
ildhaber,P

resident
of

the
E
uropean

C
ourt

of
H
um

an
R
ights,at

the
Solem

n
hearing

of
the

E
uropean

C
ourt

of
H
um

an
R
ights

on
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the
occation

of
the

opening
of

the
judicial

year,
F
riday

20
January

2006,
available

from
:

http://w
w
w
.echr.coe.int/E

C
H
R
/E

N
/

H
eader/P

ress/O
ther+

Inform
ation/P

residents+
speeches/,p.8

参
照
。
一
三
条
に
つ
い
て
の
判
例
の
展
開
を
支
え
る
こ
の
よ
う
な
現
実
的
な
側
面
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
前

註
（
６
）、
九
六
ー
九
七
頁
で
も
指
摘
し
た
。


