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一

は
じ
め
に

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
グ
ス
タ
フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
一
連
の
論
文
に
お
い
て
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

法
律
は
法
律

だ
」
と
す
る
法
実
証
主
義
は
法
律
の
形
を
と
っ
た
ナ
チ
ス
の
極
端
な
不
法
に
対
し
て
ド
イ
ツ
の
法
曹
と
国
民
を
「
無
防
備
に
し
た
」
と
し
て
、

自
然
法
や
理
性
法
と
呼
ば
れ
て
き
た
法
律
を
超
え
る
法
を
あ
ら
た
め
て
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
た
。

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー

ゼ
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
見
解１

）を
明
確
に
打
ち
出
し
た
論
文
「
法
律
的
不
法
と
超
法
律
的
法
」

一
九
四
六
年
）
に
お
い
て
、
同
時
に
ラ
ー
ト

ブ
ル
フ
は
、
実
定
的
法
律
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
法
的
安
定
性
の
理
念
と
実
定
的
法
律
に
と
っ
て
の
構
成
的
か
つ
統
制
的
な
原
理
と
し
て
の

正
義
の
理
念２

）と
の
衝
突
を
解
決
す
る
た
め
の
基
本
的
な
基
準
を
提
示
し
た
。

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
」

R
a
d
b
ru
ch
sch

e F
o
rm
el

）
と
呼

ば
れ
る
こ
の
基
準
は
、
戦
後
の
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
ナ
チ
ス
裁
判
に
お
い
て
ナ
チ
ス
期
の
法
律
的
不
法
を
処
理
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て

用
い
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
ナ
チ
ス
裁
判
が
終
息
す
る
と
、
こ
の
定
式
の
適
用
の
機
会
も
な
く
な
り
、
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
、
一
九
八
九
年
に
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
崩
壊
し
、
一
九
九
〇
年
に
旧
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
（
以
下
で
は
旧
東
独
と
記
載
す
る
）
が
連
邦
共
和

国
に
統
合
さ
れ
る
形
で
ド
イ
ツ
が
再
統
一
さ
れ
る
と
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
は
再
び
忘
却
の
淵
か
ら
姿
を
現
し
た
。
旧
東
独
期
に
お
け
る

「
不
法
」
事
件
、
と
く
に
東
ベ
ル
リ
ン
か
ら
壁
を
超
え
て
西
ベ
ル
リ
ン
へ
脱
出
し
よ
う
と
し
た
多
く
の
若
い
市
民
が
同
じ
く
若
い
旧
東
独
国

境
警
備
兵
の
射
撃
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
事
件
（
い
わ
ゆ
る
「
壁
の
射
手
」

M
a
u
rsch

u
tzen

）
事
件
）
に
お
い
て
、
連
邦
共
和

国
裁
判
所
が
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
に
言
及
し
適
用
し
た
こ
と
に
よ
る
。

本
稿
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
司
法
に
お
け
る
こ
の
二
度
に
わ
た
る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
の
受
容
の
経
緯
を
概
観
し
、
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る

議
論
を
も
踏
ま
え
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
の
現
代
的
意
義
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
本
稿
は
前
半
と
後
半
か
ら
な
る
。

前
半
で
は
戦
後
の
ナ
チ
ス
裁
判
に
お
け
る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
の
受
容
を
概
観
し
、
後
半
で
は
再
統
一
後
の
と
く
に
「
壁
の
射
手
」
事
件
判

決
に
お
け
る
同
定
式
の
適
用
の
態
様
を
概
観
し
て
、
同
定
式
の
現
代
的
意
義
を
検
討
す
る
。
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そ
の
前
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
の
テ
ク
ス
ト
を
引
用
し
て
、
そ
れ
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
お
く
。
そ
の
テ
ク
ス
ト

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る３

）。

法
的
安
定
性
と
正
義
と
の
衝
突
は
、
次
の
よ
う
な
仕
方
で
解
決
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
制
定
と
権
力
に
よ
っ
て
安
定

化
さ
れ
た
実
定
法
が
、
内
容
的
に
不
正
で
反
目
的
的
で
あ
る
場
合
に
も
﹇
正
義
に
﹈
優
位
す
る
が
、
実
定
法
の
正
義
に
対
す
る
矛
盾
が

耐
え
が
た
い
程
度
に
達
し
て
、
法
律
が
「
不
正
な
法
」
と
し
て
正
義
に
譲
ら
ざ
る
を
え
な
い
場
合
は
除
く
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
法
律

的
不
法
と
内
容
的
に
は
不
正
で
あ
る
が
そ
れ
で
も
妥
当
す
る
法
律
と
の
間
に
よ
り
厳
密
な
境
界
線
を
引
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、

も
う
一
つ
の
境
界
設
定
は
き
わ
め
て
厳
密
に
な
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
正
義
が
ま
っ
た
く
追
求
さ
れ
て
お
ら
ず
、
正
義
の
核
心
を
な

す
平
等
が
実
定
法
制
定
に
際
し
て
意
識
的
に
否
認
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
律
は
た
ん
に
「
不
正
な
法
」
な
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
総
じ
て
法
的
性
格
を
も
た
な
い
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
は
、
し
た
が
っ
て
実
定
法
も
、
そ
の
意
味
か
ら
し
て
正
義

に
奉
仕
す
べ
く
定
め
ら
れ
て
い
る
秩
序
及
び
準
則
と
し
て
以
外
の
仕
方
で
は
、
定
義
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
基
準
は
三
つ
の
場
合
を
区
別
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
実
定
法
又
は
そ
れ
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
法
的
安
定
性
と
正
義
が
衝
突
す

る
場
合
で
も
、
通
常
は
実
定
法
が
優
位
す
る
が
、
②
法
律
の
正
義
に
対
す
る
矛
盾
が
耐
え
が
た
い
程
度
に
達
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
法
律

は
「
不
正
な
法
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
効
力
は
正
義
の
要
請
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
う
る
、
さ
ら
に
③
法
律
が
正
義
を
ま
っ
た
く
追
及
し
て
お
ら
ず
、

正
義
の
核
心
を
な
す
平
等
原
理
を
ま
っ
た
く
無
視
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
律
は
そ
も
そ
も
法
で
は
な
い
（

不
法
」）
と
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
②
は
後
に
「
受
忍
不
能
定
式
」

U
n
ertra

g
lich

k
eitsfo

rm
el

）
と
、
③
は
「
拒
絶
定
式
」

V
erleu

g
n
u
n
g
sfo
rm
el

）
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た４

）。

別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に５

）、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
ナ
チ
ス
の
犯
罪
的
な
法
律
に
つ
い
て
は
「
拒
絶
定
式
」
を
適
用
し
て
そ
の
法
と
し
て
の
性
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格
と
効
力
を
否
定
し
、
そ
の
法
律
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
犯
罪
的
行
為
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
か
ら
効
力
を
有
し
て
い
た
ラ
イ
ヒ

刑
法
（
一
八
七
一
年
）
を
適
用
し
て
処
断
す
べ
き
だ
と
し
た
。
し
か
し
、
後
の
研
究
者
は
こ
の
二
つ
の
定
式
を
同
じ
効
果
を
も
つ
も
の
と
み

な
す
と
と
も
に
、
拒
絶
定
式
で
は
立
法
者
の
主
観
に
つ
い
て
の
立
証
困
難
な
判
定
に
立
ち
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
基

準
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
避
け
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
も
い
う
よ
う
に
厳
密
な
境
界
線
の
設
定
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
客
観
的
な
判
定

を
可
能
に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
「
受
忍
不
能
定
式
」
を
用
い
る
ほ
う
が
よ
い
と
し
て
い
る６

）。
再
統
一
後
の
も
の
も
含
め
た
連
邦
共
和
国
の

裁
判
所
の
判
決
も
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、

受
忍
不
能
定
式
」
を
用
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
ナ
チ
ス
裁
判
に
お
い
て
は
「
拒
絶
定
式
」
を
用
い

て
い
る
と
み
ら
れ
る
通
常
裁
判
所
判
決
も
あ
る
。
法
概
念
論
の
観
点
か
ら
は
こ
れ
ら
二
つ
の
定
式
を
区
別
す
る
こ
と
に
は
な
お
意
味
が
あ
り
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
最
後
に
触
れ
る
。

１
）

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
は
多
く
の
議
論
が
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
拙
稿
「
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
」
『
法
政
研
究
』
第
七
八

巻
第
二
号
、
二
〇
一
一
年
）
で
紹
介
し
た
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。

２
）

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
と
っ
て
、
正
義
が
法
の
構
成
的
原
理
で
あ
る
と
と
も
に
統
制
的
原
理
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、v

g
l.

R
a
d
b
ru
ch
,
R
ech

ts-

p
h
ilo
so
p
h
ie,

1932,
G
u
sta
v R

a
d
b
ru
ch

G
esa

m
ta
u
fg
a
b
e,
B
d
.2,
227.

そ
こ
で
は
、

法
理
念
そ
の
も
の
は
、
法
現
実
に
と
っ
て
の
構
成
的
原
理

で
あ
る
と
と
も
に
そ
の
価
値
基
準
で
あ
り
、
意
識
さ
れ
た
行
為
に
属
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
前
掲
拙
稿

注
１
）一
八
一
頁
を
参
照
。

３
）

R
a
d
b
ru
ch
,
G
esetzlich

es U
n
rech

t u
n
d u

b
erg

esetzlich
es R

ech
t,
1946,

G
u
sta
v R

a
d
b
ru
ch

G
esa

m
ta
u
fg
a
b
e,
B
d
.3,
89.

４
）

た
と
え
ば
、R

.
D
reier,

G
esetzlich

es U
n
rech

t im
 
S
E
D
-S
ta
a
t?
A
m
 
B
eisp

iel d
es D

D
R
-G
ren

zg
esetzes:

in S
tra
fg
erech

tig
k
eit:

F
estsch

rift fu
r A

.
K
a
u
fm
a
n
n zu

m
 
70 G

eb
u
rstta

g
(H
rsg

.
v
.
F
.
H
a
ft et a

l.),
1993,

57f.;
R
.
A
lex

y
,
M
a
u
ersch

u
tzen

:
Z
u
m
 
V
erh

a
ltn
is

 
v
o
n R

ech
t,
M
o
ra
l u
n
d S

tra
fb
a
rk
eit.

1993,
3f.;

d
ers,

A
 
D
efen

ce o
f R

a
d
b
ru
ch
’s F

o
rm
u
la
,
1999,

in D
.
D
y
zen

h
a
u
s
(ed
.),
R
ecra

ftin
g

 
th
e R

u
le o

f L
a
w
;

大
橋
智
之
輔
「
所
謂
『
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
定
式
（F

o
rm
el

）』
を
め
ぐ
っ
て
」

奥
島
孝
康
・
田
中
成
明
編
『
法
学
の
根
底
に
あ
る

も
の
』
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
を
参
照
。

５
）

前
掲
拙
稿

注
１
）二
〇
九
頁
参
照
。
な
お
、
そ
こ
で
は
「
拒
絶
定
式
」
を
「
不
法
定
式
」
と
呼
ん
で
い
る
。
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６
）V

g
l.
R
.
D
reier

注
４
）,a

.a
.O
.

二

戦
後
連
邦
共
和
国
司
法
に
お
け
る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
の
受
容

戦
後
の
ナ
チ
ス
裁
判
は
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
国
際
軍
事
裁
判
に
は
じ
ま
り
、
連
合
各
国
占
領
地
区
で
の
継
続
裁
判
と
と
も
に
、
連
合
国
管
理

委
員
会
法
（C

o
n
tro
l C
o
u
n
cil L

a
w
,
K
o
n
tro
lra
tg
esetz

）
第
十
号
三
条
一
項
ｄ
の
授
権
に
基
づ
く
ド
イ
ツ
裁
判
所
で
の
裁
判
へ
と
展
開

し
た７

）。
そ
し
て
、
一
九
四
九
年
に
西
側
三
国
の
占
領
地
区
で
は
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
、
ソ
連
占
領
地
区
で
は
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
が
樹
立
さ

れ
た
。
連
邦
共
和
国
で
は
同
年
五
月
二
三
日
に
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
（G

ru
n
d
g
esetz

 
fu
r
 
d
er
 
B
u
n
d
esrep

u
b
lik
 
D
eu
tsch

-

la
n
d

）
が
、
ま
た
一
九
五
〇
年
九
月
に
は
新
た
な
裁
判
所
法
（G

erich
tsv
erfa

ssu
n
g
sg
esetz

）
も
制
定
さ
れ
、
こ
の
法
体
系
の
も
と
で

連
邦
共
和
国
で
の
ナ
チ
ス
裁
判
は
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
国
際
軍
事
裁
判
で
は
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
国
際
軍
事
裁
判
憲
章
が
、
連
合
各
国
占
領
地
区
の
継
続
裁
判
で
は
管
理
委
員
会

法
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
占
領
政
府
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
戦
後
処
理
法
が
、
ナ
チ
ス
裁
判
の
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
た８

）が
、
連
邦
共
和
国
が
成

立
す
る
と
ナ
チ
ス
裁
判
も
基
本
法
以
下
の
連
邦
共
和
国
法
（
刑
法
の
よ
う
に
戦
前
か
ら
の
法
律
で
効
力
を
維
持
し
て
い
る
も
の
を
含
む
）
を

準
拠
法
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る９

）。
し
か
し
、
ナ
チ
ス
期
の
行
為
を
処
理
す
る
た
め
の
包
括
的
な
立
法
が
整
備
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
ら
の
行
為
を
規
律
し
た
ナ
チ
ス
期
の
法
令
の
効
力
を
め
ぐ
る
問
題
は
な
お
少
な
か
ら
ず
残
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ナ
チ
ス
期
の
法
令
に

基
づ
い
て
な
さ
れ
た
犯
罪
的
行
為
の
責
任
を
問
う
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
法
令
の
効
力
を
判
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ナ
チ
ス
期
の

法
令
の
効
力
を
判
定
す
る
基
準
と
し
て
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

本
節
で
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
に
依
拠
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
連
邦
通
常
裁
判
所
（B

u
n
d
esg

erich
tsh
o
f

）
及
び
連
邦
憲
法
裁
判
所
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（B
u
n
d
esv

erfa
ssu

n
fsg
erich

t

）
の
判
決
の
う
ち
重
要
と
考
え
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
判
決10

）を
取
り
上
げ
、
そ
こ
で
定
式
が
ど
の
よ
う
に
用

い
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る11

）。
そ
れ
ら
の
判
決
に
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
明
示
的
に
言
及
し
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
明
示
的
に
言
及
し
て

は
い
な
い
が
明
ら
か
に
依
拠
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
判
決
の
多
く
、
と
く
に
連

邦
憲
法
裁
判
所
判
決
は
た
し
か
に
「
受
忍
不
能
定
式
」
を
用
い
て
い
る
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
連
邦

通
常
裁
判
所
判
決
の
中
に
は
「
拒
絶
定
式
」
を
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
に
言
及
し
つ
つ

も
、
む
し
ろ
そ
の
適
用
を
限
定
す
る
趣
旨
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
事
案
へ
の
適
用
を
排
除
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
ナ
チ

ス
法
令
で
あ
っ
て
も
「
き
わ
め
て
耐
え
が
た
い
程
度
に
」
正
義
に
反
す
る
と
は
み
ら
れ
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
「
特
殊
に
ナ
チ
ス
的
」
と
は

み
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
る
。
最
後
に
、
ナ
チ
ス
期
の
も
の
で
は
な
い
行
為
に
つ
い
て
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る

も
の
や
、
他
方
で
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
と
直
接
の
関
係
は
な
い
も
の
の
論
者
に
よ
っ
て
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の

も
あ
る
。
と
く
に
後
者
は
戦
後
司
法
に
お
け
る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
影
響
、
と
り
わ
け
自
然
法
論
へ
の
回
帰
と
い
う
仕
方
で
の
影
響
と
い
う
点

で
重
要
な
問
題
を
示
し
て
い
る
。

７
）

授
権
さ
れ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
国
民
に
よ
る
ド
イ
ツ
国
民
又
は
無
国
籍
者
に
対
す
る
犯
罪
の
場
合
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
犯
罪
類
型
も
二
条
一

項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
「
人
道
に
反
す
る
罪
」
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
る
。

８
）

こ
の
時
期
の
い
く
つ
か
の
重
要
な
ナ
チ
ス
裁
判
に
つ
い
て
は
、
矢
崎
光
圀
『
法
実
証
主
義：

現
代
に
お
け
る
そ
の
意
味
と
機
能
』

日
本
評
論
社
、

一
九
六
三
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

９
）

西
ド
イ
ツ
に
つ
き
管
理
委
員
会
法
十
号
が
正
式
に
廃
止
さ
れ
た
の
は
一
九
五
六
年
五
月
三
〇
日
の
占
領
法
の
廃
止
に
関
す
る
法
律
に
よ
っ
て
で
あ
る

が
、
一
九
五
一
年
に
は
管
理
委
員
会
法
十
号
の
適
用
に
関
す
る
ド
イ
ツ
裁
判
所
の
権
限
は
取
り
下
げ
ら
れ
て
い
た
（v

g
l.
B
G
H
S
t 3,

66

﹇67

﹈）。

人
道

に
反
す
る
罪
」
は
遡
及
法
だ
と
い
う
主
張
が
強
か
っ
た
た
め
と
み
ら
れ
る
。
芝
健
介
「
何
が
裁
か
れ
、
何
が
裁
か
れ
な
か
っ
た
の
か
｜
｜
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル

ク
裁
判
と
ド
イ
ツ
人
に
よ
る
ナ
チ
犯
罪
裁
判
の
問
題
｜
｜
」
『
岩
波
講
座

世
界
歴
史

25
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）
九
三
頁
以
下
参
照
。

10
）

以
下
、
連
邦
通
常
裁
判
所
及
び
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
か
ら
引
用
す
る
と
き
は
、
引
用
個
所
は
裁
判
所
の
略
号
と
判
決
文
の
最
初
の
頁
お
よ
び
該
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当
箇
所
の
頁
で
本
文
中
に
表
記
す
る
。

11
）

こ
れ
ら
の
判
決
と
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
と
の
関
係
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
は
次
の
も
の
な
ど
が
あ
る
。B

.
S
ch
u
m
a
ch
er,

R
ezep

tio
n
 
u
n
d

 
K
ritik d

er R
a
d
b
ru
ch
sch

en F
o
rm
el,
1985;

W
.
O
tt,D

ie R
a
d
b
ru
ch
’sch

e F
o
rm
el.P

ro u
n
d C

o
n
tra
,in Z

eitsch
rift fu

r S
ch
w
eizerisch

es
 

R
ech

t,
B
d
.
107,

1988;
H
.-E
.
D
ieck

m
a
n
n
,
Ü
b
erp

o
sitiv

es R
ech

t a
ls P

ru
fu
n
g
sm
a
ß
sta
b im

 
G
eltu

n
g
sb
ereich d

es G
ru
n
d
g
esetzes:E

in
e

 
k
ritisch

e W
u
rd
ig
u
n
g d

er R
ezep

tio
n d

er R
a
d
b
ru
ch
sch

en F
o
rm
el u

n
d d

es N
a
tu
rrech

tsg
ed
a
n
k
en
s im

 
d
er R

ech
tsp
rech

u
n
g
,
2006;

G
.
V
a
ssa

lli,
R
a
d
b
ru
ch
sch

e F
o
rm
el u

n
d S

tra
frech

t,
2010.

S
ch
u
m
a
ch
er

の
論
文
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
の
戦
後
連
邦
共
和
国
司
法
に
お
け
る
受
容
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
文
献
に
お
け
る
議
論
の
展
開
を
詳
細
に

論
じ
た
お
そ
ら
く
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
法
概
念
論
を
受
け
継
い
で
法
概
念
に
最
小
限
の
正
義
の
要
請
を
組
み
込
むR

.D
reier

の
見

解
に
近
い
立
場
か
ら
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
の
受
容
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。W

.O
tt

の
論
文
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
を
受
容
し
て
い
る
連
邦
共

和
国
裁
判
所
判
決
がH

.L
.A
.

ハ
ー
ト
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
う
る
か
を
検
討
し
た
上
で
、
法
と
道
徳
の
結
合
を
認
め
る
狭
い
法
概

念
に
対
す
る
ハ
ー
ト
の
批
判
を
さ
ら
に
批
判
的
に
検
討
し
て
、
基
本
的
に
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
。H

.-E
.D
ieck

m
a
n
n

の
著

書
は
、
戦
後
だ
け
で
な
く
再
統
一
後
の
連
邦
共
和
国
裁
判
所
の
諸
判
決
に
お
け
る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
の
受
容
を
詳
細
か
つ
批
判
的
に
検
討
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
の
批
判
は
と
く
に
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
の
適
用
が
遡
及
禁
止
や
憲
法
の
構
造
的
原
理
（
と
く
に
民
主
主
義
、
三
権
分
立
な
ど
）
に
反
す
る
こ
と

に
な
る
と
す
る
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
のG

.W
a
ssa

li

の
著
書
は
、
刑
法
の
分
野
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、D

ieck
m
a
n
n

の
も
の
と
同
様

に
、
戦
後
か
ら
再
統
一
後
ま
で
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
の
受
容
に
つ
い
て
比
較
法
の
観
点
も
含
め
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
律
が
存
在
し
な
い
場
合

の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
の
意
義
を
一
部
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
が
、
と
く
に
刑
法
事
案
に
は
適
用
で
き
な
い
と
い
う
強
い
留
保
条
件
を
付
し
て
い
る
。

㈠

連
邦
通
常
裁
判
所
判
決

連
邦
通
常
裁
判
所
は
民
事
お
よ
び
刑
事
の
二
部
か
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
複
数
の
部
（S

en
a
t

）
と
一
つ
の
大
法
廷
（G

ro
sser S

en
a
t

）

を
も
つ
。
民
事
部
お
よ
び
刑
事
部
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
に
言
及
ま
た
は
そ
れ
を
適
用
し
て
い
る
判
決
が
あ
る
。
以

下
で
は
、
民
事
部
判
決
と
刑
事
部
判
決
を
分
け
て
概
観
す
る
。
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⑴

民
事
部
判
決

⒜

い
わ
ゆ
る
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
命
令
に
関
す
る
判
決

一
九
五
一
年
七
月
一
二
日
民
事
第
三
部
判
決
（B

G
H
Z
 
3,
94

）
は
連
邦
通
常
裁
判
所
が
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
に
言
及
し
依
拠
し
て
い
る

お
そ
ら
く
最
初
の
判
決
で
あ
る
。
事
案
は
、
一
九
四
五
年
四
月
は
じ
め
に
、
国
民
突
撃
隊
（V

o
lk
sstru

m

）
の
大
隊
長
で
あ
っ
た
被
告
ら

に
よ
っ
て
、
夫
を
敵
対
行
為
者
と
し
て
、
ま
た
息
子
を
逃
亡
兵
と
し
て
殺
害
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
原
告
で
あ
る
妻
及
び
息
子
の
妻
が
精
神

的
損
害
等
に
つ
き
賠
償
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
被
告
は
、
そ
の
行
為
が
一
九
四
五
年
三
月
に
ヒ
ム
ラ
ー
の
発
し
た
い
わ
ゆ
る
カ
タ
ス
ト
ロ

フ
命
令
（
す
べ
て
の
銃
器
保
有
者
に
い
か
な
る
逃
亡
者
も
軍
法
会
議
に
よ
る
こ
と
な
く
射
殺
す
る
こ
と
を
命
じ
た
も
の
）
な
ど
に
基
づ
く
も

の
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た
。
連
邦
通
常
裁
判
所
民
事
第
三
部
は
、
こ
の
命
令
が
法
律
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
事
実
を
指
摘
し
た
上
で
、

次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
（B

G
H
Z
 
3,
94

﹇107

﹈）。

こ
の
命
令
が
法
律
又
は
法
規
命
令
（R

ech
tsv
ero

rd
n
u
n
g

）
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
法
的
効
力

を
も
た
な
い
。
法
律
は
そ
の
限
界
を
次
の
点
に
も
つ
。
そ
れ
が
、
国
際
法
の
一
般
に
承
認
さ
れ
た
規
則
若
し
く
は
自
然
法
に
反
す
る
場

合
（O

G
H
S
t 2,

271

）
又
は
実
定
的
法
律
の
正
義
に
対
す
る
矛
盾
が
堪
え
が
た
い
程
度
に
達
し
て
、
法
律
が
「
不
正
な
法
」
と
し
て

正
義
に
道
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
で
あ
る
。
正
義
の
原
則
が
実
定
法
の
制
定
に
際
し
て
総
じ
て
否
認
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

そ
の
法
律
は
法
と
し
て
の
性
格
を
欠
き
、
総
じ
て
い
か
な
る
法
で
も
な
い
（R

a
d
b
ru
ch
,
S
JZ
 
1946,

105

）。
人
は
裁
判
手
続
に
よ

る
の
で
な
け
れ
ば
そ
の
生
命
を
奪
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
人
の
不
可
侵
の
権
利
に
属
す
る
。
こ
の
法
原
則
に
、
軍
事
裁

判
所
の
設
置
に
関
す
る
一
九
四
五
年
二
月
一
五
日
の
指
令
は
な
お
服
し
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
命
令
に

は
い
か
な
る
法
律
と
し
て
の
効
力
も
帰
属
し
な
い
。
そ
れ
は
い
か
な
る
法
規
範
で
も
な
く
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
は
違
法
で
あ
っ
た
と
言

う
べ
き
で
あ
る
。
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こ
こ
で
は
、

国
際
法
の
一
般
に
承
認
さ
れ
た
規
則
又
は
自
然
法
」
と
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
の
受
忍
不
能
定
式
及
び
拒
絶
定
式
が
単
純
に

並
置
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
直
接
の
判
断
根
拠
は
裁
判
を
受
け
る
「
不
可
侵
の
人
権
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
関
係
は
詳
細
に
は
論
じ
ら
れ

て
い
な
い
。
要
す
る
に
、
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
命
令
は
、
国
際
法
の
一
般
に
承
認
さ
れ
た
規
則
又
は
自
然
法
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
裁
判
を
受
け
る

不
可
侵
の
人
権
を
著
し
く
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
が
い
う
よ
う
に
、
正
義
と
堪
え
が
た
い
程
度
に
衝
突
す
る
も
の
、

又
は
そ
の
制
定
に
際
し
て
正
義
の
原
則
を
否
認
す
る
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
法
的
性
格
と
法
的
効
力
を
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
一
方
で
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
の
抽
象
的
な
基
準
（
正
義
）
が
国
際
法
の
規
範
又
は
自
然
法
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
基
本
的
人
権
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
、
他
方
で
そ
れ
を
侵
害
す
る
法
令
が
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
に
よ
り
法
的
性
格
と
法
的
効
力

を
否
定
さ
れ
る
と
い
う
構
造
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
構
造
は
こ
れ
以
降
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
へ
の
依
拠
に
一
般
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
こ
で
は
受
忍
不
能
定
式
と
拒
絶
定
式
が
単
純
に
並
置
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
拒
絶
定
式
の
問
題
、
つ
ま
り
制
定
者
又
は
命
令

者
の
主
観
的
要
素
の
確
認
に
関
す
る
問
題
は
と
く
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。

⒝

ラ
イ
ヒ
公
民
法
第
一
一
施
行
令
に
関
す
る
決
定

右
の
事
例
は
法
律
に
根
拠
を
も
た
な
い
ナ
チ
ス
の
命
令
に
よ
る
不
法
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ナ
チ
ス
の
法
律
又
は
法
規
命
令

に
基
づ
く
不
法
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
一
九
三
五
年
九
月
一
五
日
の
ラ
イ
ヒ
公
民
法
（R

eich
sb
u
rg
erg

esetz

）
三
条
に
関
す

る
一
九
四
一
年
一
一
月
二
五
日
の
第
一
一
施
行
令
（E

lfte

12
）

V
ero

rd
n
u
n
g

）
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
財
産
没
収
に
関
す
る
事
例
が
い
く
つ
か
あ

る
。
そ
れ
ら
の
判
決
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
は
直
接
言
及
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
用
語
か
ら
し
て
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
に
依
拠
し
て
い
る
も
の

と
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
一
九
五
五
年
二
月
二
八
日
の
民
事
部
大
法
廷
決
定
（B

G
H
Z
 
16,

350

）
を
取
り
上
げ
る
。

事
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
系
で
あ
っ
た
原
告
は
同
人
の
名
義
に
か
か
る
有
価
証
券
を
ド
イ
ツ
の
あ
る
銀
行
に
寄
託
し

た
ま
ま
、
迫
害
さ
れ
て
一
九
三
九
年
に
ス
イ
ス
に
移
住
し
た
。
一
九
四
一
年
の
第
一
一
施
行
令
二
条
ａ
（
ユ
ダ
ヤ
人
が
本
施
行
令
の
発
効
の

（84-１- ）9 9
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と
き
に
そ
の
常
居
所
を
外
国
に
有
し
て
い
る
と
き
は
、
本
施
行
令
の
発
効
の
と
き
に
ド
イ
ツ
国
籍
を
失
う
）
に
よ
り
ド
イ
ツ
国
籍
を
喪
失
し
、

同
三
条
一
項
（
本
施
行
令
に
よ
り
ド
イ
ツ
国
籍
を
失
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
財
産
は
そ
の
国
籍
の
喪
失
と
と
も
に
ラ
イ
ヒ
に
帰
属
す
る
）
に
よ
り
、

同
有
価
証
券
に
対
す
る
所
有
権
を
失
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
の
有
価
証
券
は
ナ
チ
ス
支
配
の
間
も
ま
た
そ
の
後
も
変
更
さ
れ
る
こ
と

な
く
原
告
の
名
義
で
同
銀
行
の
帳
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
た
。
原
告
は
戦
後
に
そ
の
居
所
を
連
邦
共
和
国
に
戻
し
た
。
戦
後
に
は
各
国
占
領
地

区
に
お
い
て
ナ
チ
ス
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
た
財
産
の
返
還
や
補
償
を
な
す
た
め
の
法
律
が
制
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
法
律
は
返
還
又
は

補
償
の
申
請
に
つ
き
期
限
を
設
け
て
い
た
。
原
告
は
該
当
の
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
返
還
法
（R

u
ck
ersta

ttu
n
g
sg
esetz

）
に
よ
る
返
還
請

求
の
通
知
を
し
て
お
ら
ず
、
申
請
期
間
を
徒
過
し
た
。
そ
の
後
に
、
原
告
は
同
銀
行
を
被
告
と
し
て
同
有
価
証
券
の
返
還
を
請
求
し
た
。

本
件
で
は
と
く
に
二
つ
の
問
題
が
争
点
と
な
っ
た
。
一
つ
は
第
一
一
施
行
令
に
よ
る
国
籍
及
び
財
産
権
の
喪
失
は
法
的
効
力
を
有
し
た
か

ど
う
か
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
事
後
法
で
あ
る
返
還
法
の
手
続
に
よ
ら
な
い
返
還
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式

が
関
わ
る
の
は
前
者
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
本
決
定
は
、
引
用
が
長
く
な
る
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（B

G
H
Z
 
16,

350

﹇353f.

﹈）。
形
式
的
に
は
た
し
か
に
法
律
の
装
い
を
も
つ
本
件
の
財
産
権
失
効
宣
言
は
そ
の
実
質
的
内
容
か
ら
す
る
と
法
規
範
と
し
て
の
性
格
を

拒
否
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
規
定
は
違
法
な
迫
害
措
置
の
圧
力
の
も
と
で
故
郷
を
去
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
被
迫
害
者
た
ち

か
ら
さ
ら
に
そ
の
財
産
を
剥
奪
す
る
こ
と
を
結
局
は
狙
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
超
法
律
的
な
平
等
原
則
並
び
に
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国

憲
法
一
五
三
条
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
所
有
権
保
護
及
び
超
法
律
的
な
所
有
権
保
障
に
著
し
い
仕
方
で
反
し
て
い
た
。
あ
ら
ゆ
る
法
秩
序

の
基
礎
を
な
し
、
そ
の
超
法
律
的
な
地
位
の
ゆ
え
に
憲
法
制
定
者
に
と
っ
て
も
端
的
に
不
可
侵
で
あ
る
平
等
原
則
に
対
す
る
侵
害
は
、

国
外
移
住
又
は
継
続
的
な
国
外
滞
在
と
い
う
要
件
と
結
合
さ
れ
た
財
産
権
失
効
が
も
っ
ぱ
ら
人
種
的
観
点
に
よ
り
画
定
さ
れ
た
人
的
集

団
に
の
み
課
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
疑
い
な
く
生
じ
て
い
る
。
立
法
者
は
こ
の
平
等
原
則
及
び
所
有
権
保
障
の
明
白
な
無
視
を
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収
用
原
則
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
覆
い
隠
そ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
憲
法
一
三
五
条
二
項
は
収
用
を
も
っ
ぱ
ら

公
共
の
福
祉
の
た
め
に
の
み
許
容
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
立
法
者
は
補
償
の
な
い
財
産
権
失
効
の
正
当
化
の
た
め
に
公
共
の
利

益
に
訴
え
る
こ
と
を
必
要
と
は
み
な
し
て
い
な
か
っ
た
。
財
産
権
失
効
宣
言
は
む
し
ろ
一
一
施
行
令
三
条
二
項
の
規
定
で
は
「
ユ
ダ
ヤ

人
問
題
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
目
的
の
促
進
」
に
資
す
る
も
の
と
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
真
実
に
は
ユ
ダ
ヤ
人
を
計
画
的
に
迫
害
し
根
絶
す

る
と
い
う
ナ
チ
ス
綱
領
の
違
法
な
実
現
の
た
め
の
も
う
一
つ
の
手
段
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
失
効
宣
言
は
立
法
者
の

観
点
か
ら
は
関
係
者
の
財
産
の
刑
罰
的
な
没
収
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
い
か
な
る
罪
責
も
な
く
も
っ
ぱ
ら
そ
の
人
種
に
よ
っ
て
画
定
さ

れ
た
人
的
集
団
に
対
す
る
こ
の
種
の
刑
罰
措
置
の
付
科
に
は
い
か
な
る
法
的
根
拠
も
欠
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
へ
の
言
及
は
な
い
が
、
第
一
一
施
行
令
と
い
う
法
規
命
令
と
そ
れ
に
基
づ
く
個
別
の
財
産
収
用
は
、
そ
の
形
式

的
な
法
的
形
式
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
質
的
に
「
超
法
律
的
な
平
等
原
則
」
や
「
超
法
律
的
な
所
有
権
保
障
」
に
著
し
く
反
し
て
い
る
が
ゆ

え
に
、
法
的
性
格
と
法
的
効
力
を
拒
否
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
議
論
が
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
に
符
合
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る13
）。

の
み
な
ら
ず
、
注
目
さ
れ
る
の
は
こ
の
議
論
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
の
う
ち
の
「
拒
絶
定
式
」
に
近
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
議

論
の
後
半
は
、
第
一
一
施
行
令
三
条
が
は
じ
め
か
ら
も
っ
ぱ
ら
人
種
的
理
由
に
よ
り
画
定
さ
れ
た
人
的
集
団
の
財
産
を
剥
奪
し
、
そ
れ
を
公

共
の
利
益
で
は
な
く
、

ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
解
決
」
と
い
う
目
的
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
、
つ
ま
り
立
法
者
は
基
本
的
な

平
等
原
則
を
は
じ
め
か
ら
無
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
認
定
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
す
る
と
、
正
義
原
則
の
意
識
的
な
否
認
と
い
う
立
法

者
の
意
思
が
い
わ
ば
「
文
面
上
明
ら
か
」
で
あ
る
ケ
ー
ス
も
、
極
端
な
例
外
と
し
て
は
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
二
の
論
点
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
と
は
関
わ
ら
な
い
が
、
本
件
の
も
っ
と
も
重
要
な
論
点
で
あ
っ
た
。
戦
後
の
返
還
法
や
補
償
法
は
、

ナ
チ
ス
期
の
混
乱
に
よ
る
財
産
の
滅
失
や
権
利
者
不
明
な
ど
の
財
産
権
に
関
す
る
状
況
の
不
確
定
性
に
対
応
す
る
た
め
に
、
残
存
財
産
を
権

利
者
の
申
請
に
基
づ
き
衡
平
を
考
慮
し
て
返
還
又
は
補
償
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
返
還
法
や
補
償
法
の
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基
準
及
び
手
続
に
従
っ
て
の
み
請
求
を
認
容
し
て
い
る
事
例
も
あ
る14

）。
こ
れ
に
対
し
、
本
件
で
は
、
原
告
の
有
価
証
券
は
第
一
一
施
行
令
に

よ
る
失
効
宣
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
原
告
の
名
義
で
同
銀
行
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
原
告
は
当
該
有
価
証
券
の
自
己
帰
属
を
疑
っ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
返
還
法
に
よ
る
申
請
を
行
わ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
定
し
て
、
判
決
は
返
還
法
の
基
準
及
び
手
続
に
よ
ら
な
い

返
還
請
求
を
認
め
た
の
で
あ
っ
た
。

⒞

そ
の
他
の
関
連
判
決

そ
の
他
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
言
及
し
て
い
る
判
決
や
「
専
制
的
規
範
」

d
esp

o
tisch

e N
o
rm

）
は
そ
の
法
的
効
力
を
否
定
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
と
す
る
判
決
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
結
論
と
し
て
は
法
律
又
は
法
規
命
令
の
効
力
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
一
九

五
七
年
一
月
二
九
日
民
事
第
八
部
判
決
（B

G
H
Z
 
23,

175

）
は
、
電
気
供
給
契
約
に
違
反
す
る
配
線
の
設
置
に
よ
り
電
気
供
給
を
停
止
さ

れ
た
需
要
者
で
あ
る
原
告
が
契
約
条
項
の
違
法
性
を
争
っ
た
事
案
で
、
同
契
約
条
項
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
一
九
四
二
年
一
月
二
七
日
の
法

規
命
令
に
よ
る
供
給
契
約
の
「
一
般
的
条
件
」
は
、
同
法
規
命
令
が
形
式
的
に
適
法
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
内
容
面
に
お

い
て
も
実
質
的
正
義
と
の
著
し
い
衝
突
を
含
む
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
法
的
効
力
を
否
定
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
（B

G
H
Z
 
23,

175

﹇180f.

﹈）。
そ
の
際
に
、
後
述
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
を
引
用
し
て
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
の
趣
旨
は
同
定
式

が
適
用
さ
れ
う
る
の
は
「
き
わ
め
て
例
外
的
な
場
合
だ
け
」
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
適
用
を
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ

で
考
え
ら
れ
て
い
る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
は
「
受
忍
不
能
定
式
」
だ
と
い
え
る
。

こ
の
判
決
は
右
の
連
関
で
一
九
五
二
年
七
月
十
日
民
事
第
三
部
判
決
（N

JW
 
1952,

1139

）
を
引
用
し
て
い
る
。
事
案
は
公
務
員
の
給

与
引
下
げ
に
対
す
る
障
害
を
除
去
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
一
九
三
三
年
六
月
三
〇
日
の
法
律
の
効
力
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は

形
式
的
に
は
一
九
三
三
年
三
月
二
四
日
の
い
わ
ゆ
る
全
権
委
任
法
に
基
づ
き
ラ
イ
ヒ
議
会
で
は
な
く
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
内
容
的
に
は
公
務
員
の
身
分
保
障
に
関
す
る
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
一
二
九
条
を
修
正
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
判
決
は
、
全
権
委
任
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法
が
憲
法
適
合
的
に
成
立
し
た
か
ど
う
か
、
全
権
委
任
法
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
法
律
の
規
定
が
慣
習
法
的
効
力
を
も
つ
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
立
ち
入
ら
ず
、
こ
の
法
律
が
形
式
的
に
実
効
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
適
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
形
式
的
に
妥
当
な
法

律
で
あ
っ
た
と
す
る
と
と
も
に
、
内
容
上
も
、
起
草
作
業
は
ナ
チ
ス
の
政
権
奪
取
以
前
に
終
わ
っ
て
い
た
こ
と
、
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
以
前
か

ら
地
方
公
務
員
の
給
与
と
国
家
公
務
員
の
給
与
の
比
較
に
基
づ
く
給
与
改
訂
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

典
型
的
に
ナ
チ

ス
的
な
精
神
」
に
よ
る
「
専
制
的
規
範
」
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、
そ
の
効
力
を
認
め
て
い
る
（a

.a
.O
.

）。
こ
の
判
決
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ

に
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
先
の
民
事
第
八
部
判
決
は
本
判
決
を
連
邦
通
常
裁
判
所
が
「
ナ
チ
ス
独
裁
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
た
規
範
を
拘
束
力
を
も
た
な
い
も
の
と
み
な
し
て
き
た
」
事
例
と
し
て
、
先
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
命
令
事
件
判
決
と
と
も
に
引
用
し
て
お
り
、

連
邦
通
常
裁
判
所
が
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
の
適
用
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
を
窺
わ
せ
る
。

12
）

第
一
一
施
行
令
第
三
条
第
一
項
は
「
本
施
行
令
に
よ
り
ド
イ
ツ
国
籍
を
失
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
財
産
は
そ
の
国
籍
の
喪
失
と
と
も
に
ラ
イ
ヒ
に
帰
属
す

る
。
ま
た
、
本
施
行
令
の
発
効
の
際
に
無
国
籍
で
あ
り
、
最
後
に
有
し
た
国
籍
が
ド
イ
ツ
国
籍
で
あ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
が
、
そ
の
常
居
所
を
外
国
に
有
し
又

は
得
た
と
き
も
、
そ
の
財
産
は
ラ
イ
ヒ
に
帰
属
す
る
」
と
規
定
し
て
い
た
。
ま
た
、
第
二
項
は
「﹇
ラ
イ
ヒ
に
﹈
帰
属
し
た
財
産
は
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
解

決
に
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る
目
的
の
促
進
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

13
）

本
決
定
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
一
三
五
条
違
反
も
指
摘
し
て
い
る
。
公
用
収
用
は
補
償
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
に
反
し
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
公
共
の
福
祉
を
目
的
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
に
も
反
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
論
拠
と
し
て
は
こ
れ
だ
け
で
も

足
り
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
ナ
チ
ス
は
、
一
九
三
五
年
の
い
わ
ゆ
る
国
家
改
造
法
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
を
基
本

的
に
無
視
し
て
い
た
か
ら
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
が
当
時
の
実
定
憲
法
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

超
法
律
的
」
な
原
則
に
依
拠
せ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
な
お
、

超
法
律
的
な
所
有
権
保
護
」
は
所
有
権
を
い
わ
ば
自
然
権
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
の
観

点
か
ら
言
え
ば
、
所
有
権
侵
害
だ
け
で
は
極
端
な
不
正
義
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
が
同
時
に
「
超
法
律
的
な
平
等
原
則
」
に
恣
意
的
に
反
し
て
い
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
本
決
定
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
一
三
五
条
の
二
つ
の
要
件
、
す
な
わ
ち
補
償
の
必
要
性
と
目
的
の
公
共
性
に
触
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と

を
認
識
し
て
い
る
と
い
え
る
。

14
）

一
九
五
三
年
二
月
一
一
日
民
事
第
二
部
判
決
（B

G
H
Z
 
9,34

）
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
契
約
し
た
満
期
返
戻
付
き
生
命
保
険
の
保
険
料
が
第
一
一
施
行
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令
に
よ
り
保
険
会
社
か
ら
ラ
イ
ヒ
に
支
払
わ
れ
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
施
行
令
は
「
け
っ
し
て
法
で
は
な
く
、
は
じ
め
か
ら
そ
の
反
対
物
、
す
な
わ

ち
明
白
な
不
法
で
あ
っ
た
」
と
し
て
施
行
令
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
本
件
収
用
の
効
力
を
否
定
す
る
一
方
で
、
当
該
保
険
料
の
返
還
を
保
険
会
社
に
命
じ
る

こ
と
は
、
同
会
社
に
二
重
弁
済
を
義
務
づ
け
る
と
い
う
「
古
い
不
法
に
代
わ
る
新
し
い
不
法
」
と
な
る
と
し
て
、
原
告
は
補
償
法
の
基
準
と
手
続
に
よ
る

範
囲
で
の
補
償
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
一
九
五
三
年
十
月
八
日
民
事
第
四
部
判
決
（B

G
H
Z
 
10,

340

）
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
経
営
す
る
会
社
の
鉄
道
タ
ン
ク
車
両
一
一
〇
台
が
収
用
さ

れ
被
告
に
売
却
さ
れ
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
右
の
第
二
部
判
決
を
引
用
し
つ
つ
、
同
様
に
返
還
等
の
請
求
は
返
還
法
又
は
補
償
法
の
基
準
と
手
続
に

従
っ
て
の
み
認
容
さ
れ
う
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
他
に
事
案
の
異
な
る
一
九
五
七
年
一
一
月
二
五
日
民
事
第
七
部
判
決
（B

G
H
Z
 
26,

91

）
が
あ
る
。
原
告
で
あ
る
抵
当
銀
行
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
対

し
土
地
を
抵
当
と
す
る
貸
付
を
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
同
土
地
は
ラ
イ
ヒ
に
よ
っ
て
収
用
さ
れ
、
さ
ら
に
被
告
に
譲
渡
さ
れ
た
。
被
告
は
同
土
地
の
抵
当

に
か
か
る
債
務
を
ラ
イ
ヒ
か
ら
引
き
受
け
て
い
た
が
、
原
告
の
債
務
履
行
請
求
に
対
し
、
ラ
イ
ヒ
に
よ
る
収
用
の
無
効
と
そ
れ
に
基
づ
く
債
務
引
受
の
無

効
を
主
張
し
て
争
っ
た
。
原
審
は
被
告
の
主
張
を
認
容
し
た
が
、
本
判
決
は
ラ
イ
ヒ
に
よ
る
収
用
が
無
効
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
に
よ
っ

て
無
効
原
因
に
関
わ
ら
な
い
部
分
で
あ
る
ラ
イ
ヒ
へ
の
債
務
移
転
、
従
っ
て
ま
た
被
告
の
債
務
引
受
を
無
効
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
ラ

イ
ヒ
及
び
被
告
の
原
告
に
対
す
る
連
帯
債
務
を
認
め
て
い
る
。

⑵

刑
事
部
判
決

⒜

ユ
ダ
ヤ
人
強
制
移
送
に
関
す
る
判
決

一
九
五
二
年
一
月
二
九
日
の
刑
事
第
一
部
判
決
（B

G
H
S
t 2,

234

）
は
明
示
的
に
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
明
ら
か

に
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
に
依
拠
し
た
刑
事
判
決
で
あ
る
。
事
案
は
、
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
の
ユ
ダ
ヤ
人
課
に
属
し
て
い
た
被
告
人
ら
が
一
九
四
一
年

か
ら
一
九
四
三
年
の
間
に
ユ
ダ
ヤ
人
を
東
部
の
強
制
収
容
所
へ
強
制
移
送
し
た
こ
と
に
つ
き
、
自
由
剥
奪
の
罪
に
問
わ
れ
た
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
原
審
で
あ
る
陪
審
裁
判
所
は
、
本
件
強
制
移
送
は
一
九
三
三
年
二
月
二
八
日
の
「
民
族
と
国
家
の
保
護
に
関
す
る
ラ
イ
ヒ
大
統
領

令
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
命
令
に
よ
る
強
制
移
送
が
客
観
的
な
事
実
に
関
す
る
か
ぎ
り
ユ
ダ
ヤ
人
の
殺
害
の
幇
助
に
な
る
も
の
で

（法政研究84-１- ）14 14

論 説



あ
っ
た
こ
と
を
認
定
す
る
一
方
で
、
主
観
的
側
面
に
関
し
て
は
、
被
告
人
ら
は
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
不
法
が
生
じ
て
い

る
こ
と
の
「
漠
然
と
し
た
感
情
」
を
有
し
た
と
し
て
も
、
妥
当
す
る
法
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、

無
罪
を
言
い
渡
し
た
。
本
判
決
は
こ
れ
を
覆
し
た
。

本
判
決
で
は
大
き
な
論
点
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
強
制
移
送
が
妥
当
す
る
法
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
判
決
は
ま
ず
一
九
三
三
年
二
月
二
八
日
の
大
統
領
令
が
共
産
主
義
者
の
政
府
転
覆
の
企
図
に
対
す
る
防
御
の
た
め
だ
け

で
な
く
、
そ
の
他
の
「
国
家
敵
」
の
克
服
の
た
め
に
も
法
的
基
盤
と
な
る
も
の
と
み
な
さ
れ
う
る
と
想
定
す
る
と
し
て
も
、
こ
の
命
令
は

「
一
般
の
法
意
識
に
よ
れ
ば
い
か
な
る
法
律
も
そ
の
他
の
主
権
的
行
為
も
侵
害
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
法
の
核
心
部
分
」
を
侵
害
し
う
る
特

権
を
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
に
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
指
摘
し
、
陪
審
裁
判
所
判
決
の
根
本
的
な
誤
り
は
「
こ
の
ど
こ
で
も
か
つ
い
つ
で
も
妥

当
す
る
国
家
的
恣
意
に
対
す
る
制
約
」
を
誤
認
し
た
点
に
あ
る
と
批
判
す
る
。
そ
の
上
で
、
判
決
は
「
個
々
の
事
例
に
お
い
て
、
何
が
法
で

あ
り
、
何
が
法
で
な
い
か
に
つ
い
て
、
国
家
が
規
定
し
て
よ
い
領
域
と
、
国
家
も
そ
の
措
置
に
お
い
て
拘
束
さ
れ
制
約
さ
れ
る
領
域
と
の
間

の
境
界
が
ど
こ
に
引
か
れ
る
か
」
と
い
う
問
題
を
立
て
、
そ
の
境
界
は
今
日
で
は
基
本
法
の
基
本
権
規
定
に
見
出
さ
れ
る
が
、
被
告
人
ら
が

そ
の
業
務
を
遂
行
し
は
じ
め
た
時
点
に
お
い
て
「
一
般
の
意
識
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
正
義
と
人
間
性
の
根
本
思
想
か
ら
し
て
」
す
で
に
明

ら
か
で
あ
っ
た
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（B

G
H
S
t 2,

234

﹇238f.

﹈）。

こ
の
根
本
思
想
に
は
平
等
の
思
想
が
密
接
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
正
義
を
追
求
し
て
お
ら
ず
、
平
等
の
思
想
を
意
識
的
に
否

認
し
、
人
間
人
格
の
価
値
と
尊
厳
に
か
か
わ
る
あ
ら
ゆ
る
文
化
的
な
国
民
に
共
通
の
法
確
信
を
明
示
的
に
無
視
す
る
命
令
は
、
い
か
な

る
法
も
生
み
出
さ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
命
令
に
従
う
行
為
は
ど
こ
ま
で
も
不
法
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
、
し
か
も
「
拒
絶
定
式
」
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
判
決
は
明
示
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的
に
述
べ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
の
「
命
令
」
が
一
九
三
三
年
の
大
統
領
令
と
は
解
し
得
な
い
こ
と
は
、
同
大
統
領
令
に
関
す
る
上
記
の
見

解
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
強
制
収
容
所
へ
の
移
送
と
殺
害
は
、
法
律
や
法
規
命
令
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
一
九
四
一
年
頃
か
ら

個
別
の
命
令
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
三
年
の

大
統
領
令
も
、
法
律
に
基
づ
か
な
い
個
々
の
命
令
も
、
被
告
人
ら
の
行
為
の
正
当
化
事
由
と
し
て
は
機
能
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

第
二
の
論
点
は
被
告
人
ら
の
違
法
性
の
意
識
で
あ
る
。
陪
審
裁
判
所
は
一
九
三
三
年
の
大
統
領
令
を
正
当
化
事
由
と
す
る
被
告
人
ら
の
主

張
を
認
め
た
。
被
告
人
ら
の
行
為
は
客
観
的
側
面
に
お
い
て
は
実
質
的
に
不
法
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
主
観
的
側
面
に
お
い
て
は
被
告
人
ら

は
正
当
化
事
由
の
存
在
を
信
じ
て
い
た
の
で
あ
り
、
違
法
性
の
意
識
が
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
陪
審
裁
判
所
は

被
告
人
ら
の
行
為
を
違
法
と
す
る
判
決
や
起
訴
は
な
く
、
一
般
に
被
告
人
ら
が
自
己
の
行
為
の
違
法
性
を
認
識
す
る
可
能
性
は
な
か
っ
た
と

い
う
点
を
挙
げ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
す
る
連
邦
通
常
裁
判
所
の
論
証
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、

そ
の
侵
害
が
露
骨
で
明
白
で
あ
る
場
合
は
、
一
般
に
そ
れ
は
、

そ
の
措
置
を
命
令
し
、
遂
行
し
、
補
助
す
る
者
た
ち
が
違
法
性
の
意
識
を
も
っ
て
行
為
し
て
い
る
こ
と
の
た
し
か
な
徴
表
と
も
な
る
」
と
い

う
（B

G
H
S
t 2,

234

﹇239

﹈）。
つ
ま
り
、
侵
害
が
き
わ
め
て
明
白
で
あ
る
と
き
は
原
則
と
し
て
そ
こ
に
違
法
性
の
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
が

推
定
さ
れ
る
。
こ
の
推
定
は
被
告
人
ら
が
「
人
間
の
共
同
生
活
に
不
可
欠
の
原
則
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
的
国
民
の
法
意
識
の
内
に
生
き
て
い
る

法
の
不
可
侵
の
基
本
部
分
と
核
心
部
分
に
属
す
る
原
則
」
を
知
ら
な
か
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
基
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
ら
の
行
為
に
対
す
る
評
価
は
「
後
に
初
め
て
一
般
的
な
妥
当
性
を
得
る
に
い
た
っ
た
基
準
」
に
よ
る
も
の
で

は
な
い
と
さ
れ
る
（a

.a
.O
.

）。
次
に
こ
の
推
定
が
、
当
時
の
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
の
活
動
、
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
の
強
化
の
状
況
、
最
初
の
移
送
が
始

ま
っ
た
頃
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
抑
圧
の
状
況
、
そ
し
て
そ
れ
は
「
誰
も
が
知
っ
て
い
た
」
こ
と
、
被
告
人
ら
が
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
の
ユ
ダ
ヤ
人

課
の
指
導
者
等
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
照
ら
し
て
、

移
送
が
こ
の
一
般
的
な
迫
害
の
一
部
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
」
を
、
被
告
人
ら
が
知

ら
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
、
確
証
さ
れ
る
（B

G
H
S
t 2,

234

﹇240f.
﹈）。
さ
ら
に
、
こ
の
推
定
に
対
す
る
反
証
と
み
ら
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れ
る
陪
審
裁
判
所
の
論
拠
、
つ
ま
り
被
告
人
ら
の
行
為
を
不
法
と
す
る
よ
う
な
判
決
や
起
訴
が
な
か
っ
た
と
い
う
論
拠
が
退
け
ら
れ
る
。
こ

の
見
解
は
、
陪
審
裁
判
所
が
認
定
し
て
い
る
「
漠
然
と
し
た
感
情
」
か
ら
す
る
と
、
つ
ま
り
被
告
人
ら
が
そ
の
不
法
の
可
能
性
を
ま
っ
た
く

考
え
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
説
得
的
と
は
い
え
な
い
の
み
な
ら
ず
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
自
由
、
財
産
、
身
体
と
生
命
、
神
聖

な
感
情
に
対
す
る
明
白
な
暴
力
行
為
が
「
法
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
と
真
剣
に
考
え
る
者
は
な
か
っ
た
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る

（B
G
H
S
t 2,

234
﹇242

﹈）。

違
法
性
の
意
識
の
認
定
に
関
す
る
こ
の
議
論
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
い
わ
ゆ
る
「
違
法
性
の
意
識
」
判
決
（
一
九
五
二
年
三
月
一
八

日
）
以
前
の
も
の
で
あ
る
が15

）、
別
稿
で
取
り
上
げ
た16

）ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
違
法
性
の
意
識
に
関
す
る
議
論
を
具
体
化
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
拒
絶
定
式
の
適
用
と
こ
の
違
法
性
の
意
識
に
関
す
る
議
論
か
ら
し
て
、
本
判
決
の
論
証
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
自
身
の
議
論
に
も
っ
と

も
近
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

15
）

一
九
五
二
年
一
二
月
一
九
日
刑
事
第
一
部
判
決
（N

JW
 
1953,

351

）
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
移
送
に
関
与
し
た
警
察
署
長
が
自
由
剥
奪
の
罪
に
問
わ
れ

た
事
案
で
、
違
法
性
の
意
識
が
な
か
っ
た
と
し
た
陪
審
裁
判
所
判
決
を
、

違
法
性
の
意
識
」
判
決
に
依
拠
し
て
退
け
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

他
人

の
自
由
剥
奪
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
者
又
は
幇
助
者
が
法
に
基
づ
い
て
他
人
の
自
由
へ
の
侵
害
が
許
容
さ
れ
う
る
と
信
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
状

況
が
、
法
秩
序
に
よ
れ
ば
、
い
か
な
る
立
法
者
を
も
義
務
づ
け
る
正
義
と
人
間
性
の
原
則
に
反
す
る
が
ゆ
え
に
、
正
当
化
事
由
が
総
じ
て
存
在
し
得
な
い

も
の
で
あ
っ
た
と
き
は
、
行
為
者
の
そ
の
よ
う
な
錯
誤
は
禁
止
の
錯
誤
に
関
す
る
原
則
に
よ
っ
て
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
錯
誤

は
、
行
為
者
が
そ
の
良
心
の
し
か
る
べ
き
緊
張
を
も
っ
て
い
た
な
ら
ば
侵
害
の
違
法
性
を
認
識
し
得
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、
刑
法
二
三
九
条
に
よ
る
有

罪
判
決
を
妨
げ
な
い
」

N
JW
 
1953,

351

﹇352

﹈）。

16
）

拙
稿
「
枉
法
と
故
意
｜
｜
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
と
裁
判
官
の
責
任
｜
｜
」
『
法
政
研
究
』
七
九
巻
一
・
二
合
併
号
）
二
三

二
八
頁
。
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⒝

司
法
犯
罪
事
件
判
決

ナ
チ
ス
の
司
法
犯
罪
に
関
す
る
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
決
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
中
に
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
や

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
枉
法
論
に
関
連
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
三
つ
取
り
上
げ
る17

）。

ま
ず
、
一
九
五
二
年
二
月
一
二
日
の
刑
事
第
一
部
判
決
（B

G
H
S
t 3,

173

）
は
、
親
衛
隊
幹
部
で
あ
る
被
告
人
が
、
一
九
四
五
年
四
月

に
設
置
し
た
二
つ
の
軍
事
法
廷
（M

ilita
rg
erich

t

）
に
お
い
て
法
廷
設
置
者
と
し
て
六
人
の
離
反
軍
人
に
対
し
死
刑
判
決
を
下
さ
せ
た
こ

と
に
つ
い
て
、
殺
人
幇
助
の
罪
に
問
わ
れ
た
事
案
に
係
る
も
の
で
あ
る
。
原
審
の
陪
審
裁
判
所
は
、
当
該
軍
事
法
廷
は
当
時
の
法
状
況
に
お

い
て
正
式
の
司
法
手
続
の
外
見
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
当
該
死
刑
判
決
は
合
法
で
あ
っ
た
と
し
て
、
被
告
人
に
無
罪
を
言
い
渡
し
て
い

た
が
、
刑
事
第
一
部
は
原
判
決
を
破
棄
し
て
差
し
戻
し
た
。

刑
事
第
一
部
に
よ
れ
ば
、
問
題
は
当
該
軍
事
法
廷
が
「
歪
め
ら
れ
た
（g

ea
rtet

）
司
法
手
続
」
で
な
か
っ
た
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。
刑

事
第
一
部
判
決
は
、
そ
の
よ
う
な
「
歪
め
ら
れ
た
」
司
法
手
続
に
あ
た
る
の
は
、

妥
当
す
る
法
規
が
関
係
者
に
よ
っ
て
た
ん
に
外
見
上
尊

重
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
罪
責
問
題
の
真
摯
な
解
決
へ
向
け
た
願
望
や
意
思
を
も
っ
て
尊
重
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
場
合
」
や
「
こ
れ

ら
の
個
々
の
法
規
に
対
し
て
法
と
し
て
の
性
格
が
総
じ
て
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
関
係
者
が
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
場
合
」

で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（B

G
H
S
t 3,

173

﹇177

﹈）。

ナ
チ
ス
国
家
の
権
力
保
有
者
は
、
今
日
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
当
時
す
で
に
あ
ら
ゆ
る
識
者
に
と
っ
て
明
ら
か
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
次
の
よ
う
な
多
く
の
規
則
を
制
定
し
、
命
令
を
発
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
「
法
」
を
制
定
す
る
も
の
又
は
「
法
」

に
適
合
す
る
も
の
と
い
う
主
張
を
掲
げ
て
は
い
る
が
、
い
か
な
る
国
家
の
承
認
に
も
依
存
す
る
こ
と
な
く
妥
当
す
る
法
原
則
、
広
い
意

味
で
は
法
律
と
い
え
る
規
則
に
適
合
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
最
高
権
力
の
行
為
よ
り
も
強
い
拘
束
力
を
も
つ
法
原
則
に
反
し
て
い
る

が
ゆ
え
に
、
法
と
し
て
の
性
格
を
欠
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
正
義
を
ま
っ
た
く
追
求
し
て
お
ら
ず
、
平
等
の
思
想
を
意
識
的
に
否
認
し
、
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あ
ら
ゆ
る
文
化
的
国
民
が
共
有
す
る
人
間
人
格
の
価
値
と
尊
厳
に
関
す
る
法
確
信
を
無
視
す
る
、
そ
の
よ
う
な
最
高
権
力
の
命
令
は

｜
｜
当
法
廷
が
一
九
五
二
年
一
月
二
九
日
の
判
決
に
お
い
て
よ
り
詳
細
に
論
じ
た
よ
う
に
｜
｜
実
質
的
な
意
味
で
の
法
を
生
み
出
す
も

の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
に
基
づ
く
行
為
は
や
は
り
不
法
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
戦
時
期
の
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
最
終
解
決
」
と
精

神
病
者
の
大
量
殺
害
を
指
摘
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
「
ヒ
ト
ラ
ー
の
通
知
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も

「
法
」
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

先
の
ユ
ダ
ヤ
人
強
制
移
送
事
件
判
決
を
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
へ
の
言
及
は
な
い
が
、
こ
の
判
決
が
拒
絶
定

式
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
判
決
で
認
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
先
の
「
歪
め
ら
れ
た
司
法
手
続
」
の
二
つ

の
場
合
の
と
く
に
後
者
、
つ
ま
り
当
該
軍
事
法
廷
の
下
し
た
死
刑
判
決
が
「
法
」
の
性
格
を
否
定
さ
れ
る
命
令
に
基
づ
い
て
い
た
と
い
う
場

合
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

同
じ
よ
う
に
一
九
四
五
年
の
ナ
チ
ス
崩
壊
直
前
に
、
被
告
人
で
あ
る
親
衛
隊
幹
部
が
い
く
つ
か
の
軍
事
法
廷
を
設
置
し
、
共
同
被
告
人
ら

を
裁
判
長
に
任
命
し
て
、
複
数
の
者
（
逃
走
し
た
突
撃
兵
や
ヒ
ト
ラ
ー
ユ
ー
ゲ
ン
ト
の
戦
車
を
武
装
解
除
し
て
放
逐
し
た
農
民
）
に
死
刑
判

決
を
下
さ
せ
、
そ
の
執
行
を
命
じ
た
と
い
う
事
例
で
、
被
告
人
が
ラ
イ
ヒ
刑
法
三
三
六
条
の
枉
法
の
罪
に
問
わ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
陪
審
裁

判
所
は
証
拠
不
十
分
と
い
う
理
由
で
被
告
人
ら
に
無
罪
を
言
い
渡
し
て
い
る
が
、
一
九
五
六
年
一
二
月
七
日
の
刑
事
第
一
部
判
決

（B
G
H
S
t 10,

294

）
は
こ
れ
を
破
棄
し
て
、
被
告
人
を
枉
法
殺
人
（M

o
rd in T

a
tein

h
eit m

it R
ech

tsb
eu
g
u
n
g

）
に
つ
き
有
罪
と
し

た
。こ

の
事
件
で
は
、
ま
ず
被
告
人
ら
が
刑
法
三
三
六
条
の
行
為
主
体
の
範
疇
に
入
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
判
決
は
、
本
条
の

行
為
主
体
に
は
「
非
職
業
人
裁
判
官
」
は
含
ま
れ
な
い
と
し
つ
つ
も
、
被
告
人
ら
の
行
為
は
「
裁
判
官
職
務
」
に
該
当
し
、
本
条
の
適
用
が

あ
る
と
す
る
。
次
に
本
件
で
は
枉
法
の
故
意
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
判
決
は
、
枉
法
の
故
意
は
「
未
必
の
故
意
」
で
は
足
り
ず
、

特
定
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さ
れ
た
故
意
」

b
estim

m
ter V

o
rsa

tz

）
が
必
要
だ
と
す
る
。
裁
判
官
（
裁
判
官
職
務
を
行
う
者
も
含
む
）
が
そ
の
職
務
に
お
い
て
殺
害

な
ど
の
他
の
犯
罪
に
つ
い
て
有
罪
と
さ
れ
う
る
の
は
、
同
時
に
枉
法
に
つ
き
有
罪
と
さ
れ
る
場
合
だ
け
で
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ラ
ー

ト
ブ
ル
フ
を
参
照
し
て
い
る
。B

G
H
S
t 10,

294

﹇298

﹈）。
し
か
も
、
こ
の
こ
と
は
裁
判
官
の
独
立
を
保
障
す
る
た
め
で
あ
る
が
、
こ
の

保
障
を
実
効
的
と
す
る
に
は
、
未
必
の
故
意
で
は
足
り
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
裁
判
官
も
判
決
に
お
い
て
誤
り
を
犯
す
こ
と
が
あ
る
が
、

本
人
は
誤
り
で
な
い
と
信
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
誤
り
の
可
能
性
を
少
し
で
も
念
頭
に
お
い
て
い
た
だ
け
で
、
枉
法
の
責
任
を
問
わ
れ
る
こ

と
に
な
り
う
る
の
で
は
、
裁
判
官
の
独
立
は
保
障
さ
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
）。
た
だ
し
、
裁
判
の
指
揮
運
営
に
つ
き
枉
法
が
あ
り
、

し
た
が
っ
て
枉
法
の
構
成
要
件
的
責
任
要
素
と
し
て
の
故
意
が
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
違
法
な
判
決
が
下
さ
れ
た
と
き
は
、
結
果
に
つ
い

て
特
定
さ
れ
た
故
意
が
な
く
て
も
、
枉
法
が
成
立
す
る
と
す
る
。
こ
れ
は
本
件
軍
事
法
廷
設
置
者
で
あ
っ
て
判
決
者
で
は
な
い
被
告
人
を
念

頭
に
お
い
た
例
外
設
定
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
枉
法
成
立
の
条
件
を
限
定
し
た
う
え
で
、
判
決
は
、
本
件
の
被
告
人
ら
は
「
裁
判
職
務
を
そ
の
本
来
の
目
的
の
た
め
に
、
つ

ま
り
法
を
発
見
す
る
た
め
に
遂
行
し
た
の
で
は
な
く
、
裁
判
と
い
う
装
い
の
も
と
に
、
法
に
疎
遠
な
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
法
に
敵
対
的
な
目
的

に
仕
え
、
と
り
わ
け
法
秩
序
の
是
認
す
る
あ
ら
ゆ
る
観
点
か
ら
み
て
、
行
為
の
重
さ
及
び
行
為
者
の
責
任
と
堪
え
が
た
い
ほ
ど
に
不
均
衡
な

関
係
に
た
つ
刑
罰
を
、
宣
告
し
ま
た
追
認
し
た
」
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
法
及
び
正
義
と
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
目
的
を
達
成

す
る
た
め
に
裁
判
手
続
の
形
式
を
意
図
的
に
利
用
す
る
こ
と
」
は
枉
法
に
当
た
る
と
す
る
（B

G
H
S
t 10,

294

﹇300f.

﹈）。

な
お
、
こ
の
判
決
は
、
こ
こ
で
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
提
起
し
て
肯
定
し
た
問
題
、
す
な
わ
ち
枉
法
の
「
法
」
に
反
倫
理
的
な
法
律
も
含
め

る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
決
定
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
（B

G
H
S
t 10,

294

﹇300

﹈）。
こ
こ
で
認
定
さ
れ
て
い
る
「
歪
め
ら

れ
た
司
法
手
続
」
は
、

妥
当
す
る
法
規
が
関
係
者
に
よ
っ
て
た
ん
に
外
見
上
尊
重
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
罪
責
問
題
の
真
摯
な
解
決
へ

向
け
た
願
望
や
意
思
を
も
っ
て
尊
重
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
場
合
」
に
当
た
り
、
実
体
法
の
反
倫
理
性
は
問
う
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
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最
後
に
三
つ
目
は
、
一
九
六
八
年
四
月
三
〇
日
の
刑
事
第
五
部
判
決
（R

eh
se-F

a
ll,

N
JW
 
1968,

1339

）
で
あ
る
。
事
案
は
、
民
族

裁
判
所
（V

o
lk
sg
erich

tsh
o
f

）
の
職
業
裁
判
官
で
陪
席
裁
判
官
（B

eisitzer

）
で
あ
っ
た
被
告
人
が
、
同
裁
判
所
長
官
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー

が
第
一
部
裁
判
長
と
し
て
下
し
た
七
件
の
死
刑
判
決
に
陪
席
裁
判
官
と
し
て
賛
同
し
た
こ
と
に
つ
き
、
殺
人
及
び
殺
人
未
遂
の
幇
助
の
罪
に

問
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
原
審
の
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
の
陪
審
裁
判
所
は
被
告
人
を
同
罪
に
つ
き
有
罪
と
し
た
が
、
第
五
部
判
決
は
こ
れ

を
破
棄
し
て
差
し
戻
し
た
。

判
決
は
ま
ず
被
告
人
を
殺
人
の
幇
助
と
み
な
す
べ
き
か
ど
う
か
を
問
題
と
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
判
決
は
、
被
告
人
は
陪
席
と
は
い
え

職
業
裁
判
官
と
し
て
法
廷
に
立
っ
た
の
で
あ
る
以
上
、
当
時
妥
当
し
た
法
に
よ
れ
ば
、
独
立
で
、
裁
判
長
と
同
等
の
権
限
を
有
し
、
法
律
に

の
み
拘
束
さ
れ
、
彼
自
身
の
良
心
に
責
任
を
負
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
、
自
己
の
裁
判
官
と
し
て
の
確
信
に
反
し
て
死
刑
判
決

に
賛
同
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
被
告
人
は
殺
人
の
幇
助
で
は
な
く
、
正
犯
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、

被

告
人
が
処
罰
さ
れ
う
る
の
は
、
被
告
人
が
自
ら
下
等
な
動
機
に
よ
っ
て
（a

u
s n

ied
rig
en
 
B
ew
eg
g
ru
n
d
en

）
死
刑
判
決
に
賛
同
し
た
場

合
だ
け
」
で
あ
る
と
い
う
。

つ
ま
り
、
判
決
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
が
問
わ
れ
う
る
罪
は
（
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
を
正
犯
と
す
る
）
殺
人
の
幇
助
で
は
な
く
、
枉
法
殺
人
の
正

犯
で
あ
り
、
そ
し
て
枉
法
が
成
立
す
る
た
め
に
は
「
下
等
な
動
機
」
に
よ
る
こ
と
、
つ
ま
り
枉
法
の
特
定
さ
れ
た
故
意
が
必
要
だ
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
原
審
は
被
告
人
に
つ
き
「
法
盲
目
性
」

R
ech

tsb
lin
d
h
eit

）
を
認
定
し
て
い
る
が
、
第
五
部
判
決
は
、
通
常
の
意

味
に
解
す
る
か
ぎ
り
、
法
盲
目
性
は
枉
法
の
故
意
と
整
合
し
な
い
と
し
て
い
る
か
ら
、
枉
法
の
故
意
に
は
「
違
法
性
の
意
識
」
が
必
要
だ
と

し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る18

）。
原
審
は
こ
の
よ
う
な
被
告
人
の
枉
法
の
故
意
に
つ
い
て
審
理
を
尽
く
し
て
お
ら
ず
、

フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
の

動
機
と
、
被
告
人
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
を
審
理
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
る
」
と
し
て
差
し
戻
し
た
わ
け
で
あ
る19

）。

本
判
決
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
と
直
接
に
は
関
わ
ら
な
い
が
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
及
び
そ
の
枉
法
論
と
関
係
す
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル

フ
は
、

法
律
的
不
法
」
論
文
で
裁
判
官
が
そ
の
職
務
に
お
い
て
刑
法
の
他
の
犯
罪
に
つ
き
有
罪
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
同
時
に
枉
法
に
つ
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ドイツ連邦共和国司法におけるラートブルフ定式の受容と定式の現代的意義（上）（酒匂）



い
て
も
有
罪
と
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
一
九
二
二
年
の
刑
法
改
正
草
案
で
は
枉
法
の
故
意
に
つ
い
て
「
意
図
」
又
は
「
認

識
」
を
要
す
る
と
し
、
さ
ら
に
同
草
案
で
は
故
意
に
違
法
性
の
意
識
を
含
め
る
も
の
と
し
て
い
た
。
こ
の
点
か
ら
み
る
と
、
本
判
決
の
法
的

見
解
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
趣
旨
と
一
致
す
る
よ
う
に
み
え
る
。
ま
た
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
は
、
法
実
証
主
義
の
教
育
を
受
け
た
裁
判

官
は
「
法
律
的
不
法
」
に
つ
い
て
違
法
性
の
意
識
を
欠
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、
こ
の
種
の
裁
判
官
の
責
任
を
意
図
的
に
否
定
す
る
も

の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
え
た
。

し
か
し
、
別
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に20

）、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
の
実
証
主
義
批
判
は
彼
の
戦
前
か
ら
の
法
概
念
論
の
帰
結
に
他
な
ら
ず
、

戦
後
に
裁
判
官
の
免
責
を
殊
更
に
意
図
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
戦
後
の
医
療
殺
人
事
件
判
決
に
関
す
る
評
釈
に
お

い
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
刑
法
犯
罪
の
故
意
に
違
法
性
の
意
識
を
含
め
な
い
と
い
う
見
解
を
打
ち
出
す
と
と
も
に
、
明
白
な
「
法
律
的
不

法
」
に
関
わ
ら
ず
不
法
意
識
が
な
い
こ
と
を
「
法
盲
目
性
」
と
捉
え
て
、
不
法
意
識
の
あ
る
場
合
よ
り
も
「
い
っ
そ
う
悪
い
」
と
評
価
し
て

い
た
。
た
し
か
に
、
医
師
な
ど
の
他
の
職
業
と
は
異
な
り
、
裁
判
官
は
刑
法
三
三
六
条
に
よ
り
刑
法
上
の
責
任
を
限
定
さ
れ
る
と
、
ラ
ー
ト

ブ
ル
フ
が
考
え
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
彼
の
戦
後
の
論
稿
の
中
に
は
明
白
な
法
律
的
不
法
の
責
任
に
つ
い
て
裁
判
官
と
医
師
な
ど
と
を

区
別
し
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
記
述
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
及
び
そ
の
枉
法
論
か
ら
本
判
決
の
よ
う

な
帰
結
が
直
接
に
導
け
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

17
）

こ
れ
ら
の
他
に
、
い
わ
ゆ
る
密
告
事
件
に
お
い
て
、
起
訴
事
件
に
関
す
る
判
断
の
根
拠
と
し
て
傍
論
で
、
判
決
の
違
法
が
認
定
さ
れ
て
い
る
も
の
が

あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
五
二
年
七
月
八
日
の
刑
事
第
一
部
判
決
（B

G
H
S
t 3,

110

）
は
、
夫
が
ヒ
ト
ラ
ー
及
び
ナ
チ
ス
に
つ
い
て
批
判
的
な
言
辞
を

な
し
た
と
密
告
し
た
妻
が
、
そ
の
密
告
に
基
づ
い
て
軍
事
法
廷
で
下
さ
れ
た
死
刑
判
決
に
つ
き
、
殺
人
の
間
接
正
犯
に
問
わ
れ
た
事
案
で
、
当
該
軍
事
法

廷
の
死
刑
判
決
は
違
法
で
あ
っ
た
と
認
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
五
二
年
一
一
月
六
日
の
刑
事
第
三
部
判
決
（B

G
H
S
t 3,

66

）
は
、
兄
が
ナ
チ
ス

に
つ
い
て
批
判
的
な
言
辞
を
な
し
た
と
密
告
し
た
弟
が
、
そ
の
密
告
に
基
づ
い
て
民
族
裁
判
所
で
下
さ
れ
た
死
刑
判
決
に
つ
き
、
殺
人
幇
助
に
問
わ
れ
た

事
案
で
、
当
該
民
族
裁
判
所
の
死
刑
判
決
は
違
法
で
あ
っ
た
と
認
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
下
級
審
で
は
管
理
委
員
会
法
第
十
号
の
人
道
に
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反
す
る
罪
に
問
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
上
告
審
段
階
で
は
管
理
委
員
会
法
第
十
号
の
適
用
は
な
く
な
っ
て
お
り
、
連
邦
共
和
国
法
に
よ
り
殺
人
等

の
罪
に
問
わ
れ
て
い
る
。
と
く
に
前
者
は
ハ
ー
ト
と
フ
ラ
ー
の
論
争
に
お
い
て
ハ
ー
ト
が
取
り
上
げ
て
有
名
と
な
っ
た
事
案
で
あ
り
、
一
九
四
九
年
七
月

二
七
日
の
バ
ン
ベ
ル
ク
高
裁
決
定
は
妻
を
有
罪
と
し
た
。
ハ
ー
ト
が
こ
の
判
決
を
誤
解
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
矢
崎
前
傾
一
〇
五

一
一
八
頁
参

照
。
ま
た
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
当
該
死
刑
判
決
は
当
時
の
法
律
の
規
定
（
批
判
的
言
辞
の
「
公
然
性
」
該
当
性
）
に
反
す
る
も
の
で
、

高
次
の
法
」

に
よ
ら
ず
と
も
、
当
時
の
法
律
に
照
ら
し
て
違
法
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

18
）

本
判
決
は
、
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
死
刑
判
決
が
枉
法
殺
人
と
認
定
さ
れ
る
た
め
に
は
違
法
性
の
意
識
が
必
要
だ
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
す

る
と
、
原
審
が
お
そ
ら
く
想
定
し
た
よ
う
に
、
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
よ
う
な
確
信
的
な
枉
法
者
は
違
法
性
の
意
識
を
有
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
ベ
ー

ゲ
マ
ン
の
指
摘
す
る
よ
う
に
（H

.B
eg
em
a
n
n
,
D
a
s H

a
ftu
n
g
sp
riv
ileg d

es R
ich
ters im

 
S
tra
frech

t,
N
JW
 
1968,

H
eft 30,

1361.

）、
フ
ラ
イ

ス
ラ
ー
さ
え
枉
法
殺
人
の
罪
に
問
う
こ
と
は
で
き
ず
、
い
わ
ん
や
陪
席
裁
判
官
を
枉
法
殺
人
の
罪
に
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

違
法
性
の
意
識
」
判
決
に
よ
れ
ば
、
刑
法
犯
の
故
意
に
つ
い
て
も
違
法
性
の
意
識
で
は
な
く
、
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
で
足
り
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、

本
判
決
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
。

19
）

差
戻
審
は
同
年
一
二
月
六
日
に
被
告
人
に
無
罪
の
判
決
を
下
し
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
第
五
部
判
決
は
当
初
か
ら
批
判
を
受
け
た
。
五
千
人
を
超
え

る
不
法
な
死
刑
判
決
を
下
し
た
民
族
裁
判
所
の
裁
判
官
が
無
罪
と
さ
れ
た
こ
と
は
驚
き
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
後
に
、
刑
事
第

五
部
は
再
統
一
後
の
旧
東
独
裁
判
官
の
枉
法
事
件
に
関
す
る
一
九
九
五
年
一
一
月
一
六
日
の
判
決
（B

G
H
S
t 41,

317

）
の
中
で
、
ナ
チ
ス
の
司
法
的

不
法
の
取
扱
い
に
お
い
て
ご
く
わ
ず
か
の
例
外
を
除
い
て
数
千
に
及
ぶ
死
刑
判
決
を
枉
法
と
し
な
か
っ
た
の
は
、

連
邦
共
和
国
の
刑
事
司
法
の
重
大
な

機
能
不
全
（V

ersa
g
en

）」

B
G
H
S
t 41,

317

﹇343
﹈）
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
批
判
的
に
回
顧
し
て
い
る
。
上
記
注

17
）の
よ
う
に
、
密
告
事
件
に

関
す
る
判
断
の
た
め
の
根
拠
と
し
て
、
民
族
裁
判
所
の
判
決
を
違
法
で
あ
っ
た
と
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
実
際
に
民
族
裁
判
所
裁
判
官
が
刑
事
責
任
を
問

わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

20
）

拙
稿
前
掲

注
１
）参
照
。

㈡

連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決

連
邦
憲
法
裁
判
所
も
い
く
つ
か
の
判
決
に
お
い
て
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
に
言
及
し
、
基
本
的
に
受
容
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
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「
壁
の
射
手
」
事
件
判
決
で
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
戦
後
か
ら
再
統
一
ま
で
の
期
間
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
に
言
及
し

て
い
る
の
は
民
事
事
件
の
判
決
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
刑
事
事
件
に
お
い
て
そ
れ
に
言
及
し
依
拠
し
た
判
決
は
な
い
。
ま
た
、
ラ
ー
ト
ブ
ル

フ
定
式
に
言
及
す
る
場
合
で
も
、
そ
れ
に
依
拠
す
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
そ
の
適
用
を
限
定
す
る
も
の
も
あ
り
、
さ
ら
に
ナ
チ
ス
不
法
の
処

理
に
関
わ
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
連
邦
共
和
国
法
及
び
基
本
法
に
関
す
る
重
要
な
事
例
も
あ
る
。
そ
し
て
、
も
っ
と
も
特
徴
的
な
の
は
、
連

邦
憲
法
裁
判
所
が
言
及
す
る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
は
「
拒
絶
定
式
」
で
は
な
く
、

受
忍
不
能
定
式
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

ま
ず
ナ
チ
ス
不
法
処
理
に
関
す
る
も
の
を
取
り
上
げ
、
連
邦
共
和
国
基
本
法
に
関
す
る
も
の
は
項
を
改
め
て
取
り
上
げ
る
。

⒜

旧
公
務
員
関
係
に
関
す
る
裁
判
例

ナ
チ
ス
体
制
が
崩
壊
し
た
一
九
四
五
年
五
月
八
日
に
そ
の
国
家
機
能
は
停
止
し
、
ド
イ
ツ
は
連
合
国
の
各
占
領
地
区
の
軍
政
下
に
お
か
れ

た
。
連
邦
共
和
国
が
成
立
す
る
と
、
裁
判
官
に
つ
い
て
と
同
様
に
、
ナ
チ
ス
期
の
公
務
員
の
再
任
用
や
補
償
が
行
わ
れ
た
。
基
本
法
一
三
一

条
は
こ
の
手
続
に
つ
い
て
、
一
九
五
四
年
五
月
八
日
時
点
で
公
務
員
で
あ
っ
た
者
（
亡
命
者
及
び
追
放
者
を
含
む
）
で
、
公
務
員
法
又
は
賃

率
法
以
外
の
理
由
に
よ
り
失
職
し
て
、
な
お
公
職
若
し
く
は
従
前
の
職
を
得
て
い
な
い
も
の
又
は
生
活
保
障
を
得
て
い
な
い
も
の
の
法
律
関

係
は
連
邦
法
で
規
律
す
る
も
の
と
規
定
し
、
こ
の
規
定
に
基
づ
き
「
基
本
法
一
三
一
条
に
該
当
す
る
者
の
法
律
関
係
を
定
め
る
法
律
」

以

下
、
一
三
一
条
施
行
法
）
が
制
定
さ
れ
た
。
再
任
用
や
補
償
に
は
も
ち
ろ
ん
限
定
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
者
が
一
三

一
条
施
行
法
の
違
憲
性
を
争
っ
て
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
た
。
こ
の
憲
法
異
議
訴
訟
に
お
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
に

言
及
し
て
い
る
裁
判
例
が
二
つ
あ
る
。
一
九
五
三
年
一
二
月
一
七
日
の
判
決
（B

V
erfG

E
 
3,
58

）
と
一
九
五
七
年
二
月
一
九
日
の
い
わ

ゆ
る
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
決
定
（B

V
erfG

E
 
6,
132

）
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
訴
訟
に
お
い
て
異
議
申
立
人
ら
は
、
公
務
員
制
度
の
本
旨
か
ら
す
れ
ば
国
家
形
式
の
変
更
に
も
か
か
わ
ら
ず
公
務
員
関
係

（B
ea
m
ten

v
erh

a
ltn
is

）
は
継
続
し
て
お
り
、
体
制
崩
壊
前
に
公
務
員
で
あ
っ
た
者
は
従
前
の
地
位
と
そ
の
間
に
取
得
し
た
権
利
等
を
保
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障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
、
異
議
申
立
人
ら
を
排
除
す
る
一
三
一
条
施
行
法
の
関
連
条
項
は
基
本
法
三
条
の
平
等
条
項
等
に
反
す
る
と

主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

第
三
帝
国
」
に
お
け
る
公
務
員
関
係
は
一
九
四
五
年
五
月
八
日
に
消
滅
し
て
お
り
、

再
任
用
や
補
償
は
一
三
一
条
施
行
法
の
基
準
と
手
続
に
よ
り
ま
っ
た
く
新
た
に
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
異
議
申
立

人
ら
の
基
本
権
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
。

と
は
い
え
、
当
該
公
務
員
関
係
の
消
滅
に
つ
い
て
基
本
法
一
三
一
条
は
明
示
的
に
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
旧
公
務
員
法
に

お
い
て
も
公
務
員
関
係
の
消
滅
事
由
に
国
家
形
式
の
変
更
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
公
務
員

制
度
の
本
旨
か
ら
す
れ
ば
た
し
か
に
国
家
形
式
の
変
更
は
公
務
員
関
係
に
は
影
響
し
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
通
常
の
国
家
形
式
変
更
の
場

合
で
あ
り
、
ナ
チ
ス
体
制
の
崩
壊
は
こ
の
通
常
の
場
合
に
は
当
た
ら
な
い
と
す
る
。
一
九
世
紀
以
来
の
ド
イ
ツ
の
公
務
員
制
度
の
本
旨
に
よ

れ
ば
、
公
務
員
は
「
全
体
と
し
て
の
国
家
及
び
国
民
に
奉
仕
す
る
」
も
の
で
あ
る
が
、
ナ
チ
ス
体
制
に
お
い
て
公
務
員
は
「
総
統
へ
の
忠
誠

と
ナ
チ
ス
党
へ
の
恭
順
」
を
宣
誓
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
法
律
関
係
は
ナ
チ
ス
と
不
可
分
の
特
殊
な
関
係
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

ナ
チ
ス
体
制
の
崩
壊
と
と
も
に
こ
の
特
殊
な
法
律
関
係
も
消
滅
し
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

他
方
で
、
基
本
法
一
三
一
条
及
び
施
行
法
は
ナ
チ
ス
国
家
の
公
務
員
の
再
任
用
や
補
償
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
ナ
チ
ス
国
家
に

お
け
る
公
務
員
関
係
を
前
提
す
る
こ
と
に
な
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
に
言
及
す
る
の
は
こ
の
連
関
に
お
い
て
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
ナ
チ
ス
立
法
の
基
礎
で
あ
る
全
権
委
任
法
が
「
そ
の
憲
法
上
の
効
力
の
点
で
重
大
な
疑
念
が
あ
る
」
こ
と
、
ま
た
「
ナ
チ
ス
の

権
力
支
配
の
下
で
は
、
法
律
が
、
法
と
し
て
の
い
か
な
る
効
力
も
拒
否
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
正
義
に
反
し
公
益
に
反
す
る
仕
方

で
（v

g
l.
R
a
d
b
ru
ch
,
R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

4.
A
u
fl.,

S
.336

）
制
定
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
ナ
チ
ス
の
す

べ
て
の
法
律
が
そ
の
内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
な
く
そ
の
法
と
し
て
の
効
力
が
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
正
義

に
反
す
る
立
法
も
「
一
定
の
限
界
内
に
お
い
て
は
」
そ
の
「
秩
序
形
成
要
素
」
の
ゆ
え
に
少
な
く
と
も
「
法
的
安
定
性
」
を
生
み
出
す
の
で

あ
り
、
そ
の
「
社
会
学
的
効
力
」

so
zio
lo
g
isch

e G
eltu

n
g
sk
ra
ft

）
の
ゆ
え
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
遡
及
的
に
な
か
っ
た
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も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（B

V
erfG

E
 
6,
132

﹇198f.

﹈）。
ナ
チ
ス
公
務
員
法
の
規
定
は
ナ
チ
ス
の
憲
法
的
基
本
構
造
に
よ
れ
ば

「
秩
序
適
合
的
に
成
立
し
て
お
り
、
法
共
同
体
の
成
員
に
よ
り
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
何
年
か
に
わ
た
っ
て
異
論
な
く
存
続
し
て
い
た
」

の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
法
的
に
重
要
な
事
実
」
を
事
後
的
に
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

た
だ
新
し
い
立
法

措
置
に
よ
っ
て
の
み
」
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る21

）。

連
邦
の
立
法
者
も
一
九
五
一
年
五
月
一
一
日
の
公
務
員
に
関
す
る
ナ
チ
ス
的
不
法
に

対
す
る
補
償
を
規
律
す
る
法
律
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
こ
の
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
」

B
V
erfG

E
 
3,
58

﹇118f.

﹈）。

一
九
五
三
年
判
決
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
（
公
務
員
制
度
の
本
旨
に
関
す
る
も
の
、
法
発
見
の
方
法
に
関
す
る
も
の
、

社
会
学

的
妥
当
性
」
の
想
定
に
関
す
る
も
の
な
ど
）
が
向
け
ら
れ
た
。
一
九
五
七
年
決
定
は
そ
れ
ら
に
新
た
な
論
証
に
よ
っ
て
反
論
し
て
い
る

（B
V
erG

E
 
6,
132

﹇137ff.

﹈）。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
立
ち
入
る
必
要
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
判
決
に
お
い
て
、
連

邦
憲
法
裁
判
所
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
を
受
容
し
つ
つ
も
、
そ
の
適
用
を
極
端
な
不
正
の
場
合
に
限
定
し
、
本
件
の
場
合
に
は
正
義
よ
り
も

法
的
安
定
性
を
優
先
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⒝

ラ
イ
ヒ
公
民
法
第
一
一
施
行
令
に
関
す
る
裁
判
例

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
一
九
四
一
年
一
一
月
二
五
日
の
ラ
イ
ヒ
公
民
法
に
関
す
る
第
一
一
施
行
令
は
、
一
定
の
要
件
の
下
に
ユ
ダ
ヤ
人
の

国
籍
を
剥
奪
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
第
二
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

ユ
ダ
ヤ
人
は
、
ａ
本
施
行
令
の
発
効
時
に
お
い
て
外

国
に
常
居
所
を
有
し
て
い
る
と
き
は
、
本
施
行
令
の
発
効
を
も
っ
て
、
ｂ
常
居
所
を
後
に
外
国
に
得
た
と
き
は
、
そ
の
常
居
所
に
移
転
し
た

時
点
を
も
っ
て
、
ド
イ
ツ
国
籍
を
喪
失
す
る
」。
基
本
法
一
一
六
条
二
項
は
こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
国
籍
を
喪
失
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
等
の
再
帰
化

な
い
し
国
籍
回
復
（W

ied
erein

b
u
rg
eru

n
g

）
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

か
つ
て
ド
イ
ツ
国
籍
を
有
し
、
一
九
三
三
年
一

月
三
〇
日
か
ら
一
九
四
五
年
五
月
八
日
の
間
に
政
治
的
、
人
種
的
又
は
宗
教
的
な
理
由
に
よ
り
国
籍
を
剥
奪
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
子
孫
は
申

請
に
よ
り
再
び
国
籍
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
者
が
一
九
四
五
年
五
月
八
日
以
後
に
ド
イ
ツ
に
そ
の
居
所
を
得
た
場
合
で
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あ
っ
て
、
反
対
の
意
思
を
表
明
し
て
い
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
者
は
国
籍
を
失
わ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
」。
し
か
し
、
こ
の
規

定
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。
一
九
六
八
年
二
月
一
四
日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
部
決
定
（B

V
erfG

E
 
23,

98

）

は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

Ｒ
博
士
は
一
九
三
三
年
ま
で
ヴ
ィ
ー
ス
バ
ー
デ
ン
で
弁
護
士
及
び
公
証
人
で
あ
っ
た
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
勃
発
直
前
に
ア
ム
ス
テ
ル
ダ

ム
に
移
住
し
、
一
九
四
二
年
に
そ
こ
か
ら
強
制
収
容
所
へ
移
送
さ
れ
た
後
、
そ
の
消
息
は
知
ら
れ
な
い
ま
ま
、

ナ
チ
ス
に
よ
る
迫
害
の
犠

牲
者
に
対
す
る
補
償
に
関
す
る
連
邦
法
」

B
E
G

）
一
八
〇
条
に
よ
り
一
九
四
五
年
五
月
八
日
を
も
っ
て
死
亡
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
。

ド
イ
ツ
相
続
法
に
よ
れ
ば
、
Ｒ
博
士
の
遺
産
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
死
亡
し
て
い
た
Ｒ
博
士
の
兄
弟
姉
妹
の
子
で
あ
る
本
件
憲
法
異
議
申
立

人
ら
も
法
定
相
続
分
に
応
じ
て
相
続
し
う
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
簡
易
裁
判
所
は
異
議
申
立
人
ら
の
相
続
証
明
書
交
付
請
求
を
棄
却
し
た
。

Ｒ
博
士
は
オ
ラ
ン
ダ
に
居
住
し
て
い
た
た
め
に
第
一
一
施
行
令
二
条
に
よ
り
国
籍
を
失
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｒ
博
士
の
遺
産
に
つ
い
て
は

オ
ラ
ン
ダ
民
法
が
適
用
さ
れ
る
が
、
オ
ラ
ン
ダ
民
法
は
オ
ラ
ン
ダ
に
住
所
を
有
す
る
無
国
籍
者
に
つ
い
て
は
外
国
法
の
適
用
を
認
め
て
お
ら

ず
、
か
つ
被
相
続
人
に
配
偶
者
も
子
孫
も
な
く
、
そ
の
父
母
も
死
亡
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
生
存
す
る
兄
弟
姉
妹
だ
け
が
相
続
権
を
有
す

る
と
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
異
議
申
立
人
ら
は
相
続
権
を
有
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
異
議
申
立
人
ら
は
ヴ
ィ
ー
ス
バ
ー
デ
ン
地

方
裁
判
所
及
び
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
（
マ
イ
ン
）
高
等
裁
判
所
に
上
訴
し
た
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
判
決
は
基
本
法
三
条
一

項
及
び
一
一
六
条
二
項
に
違
反
す
る
と
し
て
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
た
。

下
級
審
の
判
断
は
第
一
一
施
行
令
の
効
力
を
承
認
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
た
。
ま
た
、
基
本
法
一
一
六
条
一
項
は
そ
の
文
言
そ
の
も
の

か
ら
す
る
と
同
様
に
第
一
一
施
行
令
の
効
力
を
前
提
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
え
た
。
そ
う
す
る
と
、
Ｒ
博
士
は
ド
イ
ツ
国
籍
を
剥
奪
さ
れ

た
ま
ま
で
あ
り
、
ま
た
い
う
ま
で
も
な
く
基
本
法
一
一
六
条
に
よ
っ
て
国
籍
を
回
復
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
第
一
一
施
行
令
が
は
じ
め
か
ら
無
効
で
あ
っ
た
と
判
示
し
た
（B

V
erfG

E
 
23,

98

﹇106

﹈）。
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法
と
正
義
は
立
法
者
の
恣
意
的
裁
量
に
は
属
さ
な
い
。

憲
法
制
定
者
は
す
べ
て
を
そ
の
意
思
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
る
権
限
を
有
す

る
」
と
い
う
見
解
は
、

法
律
学
と
法
実
務
を
長
い
間
支
配
し
て
い
た
評
価
無
縁
の
法
律
実
証
主
義
の
精
神
態
度
へ
の
回
帰
を
意
味
す

る
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ナ
チ
ス
体
制
の
時
代
は
、
立
法
者
も
不
法
を
制
定
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
た
」

B
V
erfG

E
 
3,
225

﹇232

﹈）。
そ
れ
ゆ
え
、
当
裁
判
所
は
、
ナ
チ
ス
の
「
法
」
規
定
は
、
正
義
の
根
本
的
原
理
に
明
白
に
矛
盾
し
、

裁
判
官
が
そ
れ
を
適
用
し
又
は
そ
の
法
効
果
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
法
で
は
な
く
不
法
に
よ
り
判
決
す
る
こ
と
に
な
る
ほ
ど

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
法
と
し
て
の
効
力
を
否
認
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
（B

V
erfG

E
 
3,
58

﹇119

﹈;
6,

132

﹇198

﹈）。

第
一
一
施
行
令
は
こ
の
根
本
的
原
理
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
施
行
令
に
お
い
て
は
、
正
義
と
の
矛
盾
は
き
わ
め
て
堪
え
が
た

い
程
度
に
達
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
同
施
行
令
は
は
じ
め
か
ら
無
効
で
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（v

g
l.

B
G
H

 
R
zW
 
1962,

563;
B
G
H
Z
 
9,
34

﹇44
﹈;10,

340

﹇342

﹈;16,
350

﹇354

﹈;26,
91

﹇93

﹈）。
同
施
行
令
は
、
そ
れ
が
若
干
の
年
月
の
間

に
実
務
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
又
は
「
国
籍
剥
奪
」
を
受
け
た
若
干
の
者
ら
が
当
時
は
ナ
チ
ス
の
措
置
を
個
々
の
場
合
に

堪
え
忍
ん
で
い
た
若
し
く
は
了
解
さ
え
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
有
効
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
法
の
根
本
的
な

原
則
に
明
ら
か
に
反
す
る
法
律
的
不
法
は
、
そ
れ
が
適
用
さ
れ
又
は
遵
守
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。

こ
こ
に
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
へ
の
言
及
は
な
い
が
、
先
の
旧
公
務
員
関
係
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
自
身
の
判
決
及
び
決
定
の
他
、
す
で

に
触
れ
た
も
の
を
含
む
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
決
を
引
用
又
は
参
照
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
第
一
一
施
行
令

を
は
じ
め
か
ら
無
効
で
あ
っ
た
と
す
る
論
拠
と
し
て
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
、
し
か
も
「
受
忍
不
能
定
式
」
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
本
決
定
が
参
照
し
て
い
る
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
の
い
く
つ
か
（
と
く
にB

G
H
Z
 
16,

350

）
は
む
し
ろ
「
拒
絶
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定
式
」
に
よ
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
う
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

な
お
、
本
決
定
は
、
立
法
者
の
恣
意
禁
止
原
則
は
今
日
で
は
基
本
法
三
条
一
項
等
に
お
い
て
実
定
法
的
表
現
を
見
出
し
て
い
る
と
す
る
と

と
も
に
、
一
一
六
条
の
制
定
史
を
も
参
照
し
て
、
基
本
法
制
定
者
も
第
一
一
施
行
令
が
は
じ
め
か
ら
無
効
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発

し
て
い
る
こ
と
、
他
方
で
第
一
一
施
行
令
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
実
を
事
後
的
に
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
一
一
六
条
二
項
は

ド
イ
ツ
国
籍
の
回
復
を
意
思
し
な
い
者
に
ド
イ
ツ
国
籍
を
押
し
つ
け
る
趣
旨
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
一
九
四
五
年
五
月
八
日
以
前
に
死
去

し
て
い
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
反
対
の
意
思
を
有
し
た
こ
と
を
示
す
手
が
か
り
が
な
い
か
ぎ
り
、
第
一
一
施
行
令
に
関
わ
ら
ず
ド
イ

ツ
国
籍
を
失
わ
な
か
っ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
簡
易
裁
判
所
に
こ
れ
ら
の
観
点
を
考
慮
し
て
本
件
相
続
証
明
書
発

行
申
請
を
再
審
査
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る22

）。

21
）

一
九
五
三
年
一
二
月
一
七
日
判
決
で
は
、
こ
の
点
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

法
規
定
の
『
法
社
会
学
的
』
妥
当
と
い
う
も
の
も
あ
り
、

そ
れ
が
無
意
味
と
な
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
規
定
が
あ
ら
ゆ
る
正
式
の
法
を
支
配
す
る
正
義
の
原
理
に
明
白
に
矛
盾
し
、
そ
れ
を
適
用
又
は
そ
の
法
効
果

を
承
認
し
よ
う
と
す
る
裁
判
官
は
法
で
は
な
く
不
法
を
語
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
」

B
V
erfG

E
 
3,
58

﹇119

﹈）。

22
）

同
様
に
基
本
法
一
一
六
条
二
項
に
関
す
る
一
九
八
〇
年
四
月
一
五
日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
決
定
（B

V
erfG

E
 
54,

53

）
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
名

前
は
挙
げ
て
い
な
い
が
、
本
文
に
掲
げ
た
決
定
を
引
用
し
て
、
ラ
イ
ヒ
公
民
法
に
関
す
る
第
一
一
施
行
令
が
「
正
義
の
基
本
原
理
に
明
白
に
矛
盾
」
し
、

無
効
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
り
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
と
結
び
つ
く
再
統
一
前
の
最
後
の
裁
判
例
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
異
議
申
立
人
は
一

九
四
〇
年
に
内
務
大
臣
か
ら
国
籍
の
喪
失
を
通
知
さ
れ
、
同
人
は
こ
れ
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
た
が
認
め
ら
れ
ず
、
一
九
四
六
年
に
ス
イ
ス
か
ら
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
に
移
住
し
、
一
九
五
一
年
に
同
国
の
国
籍
を
取
得
し
て
い
た
。
同
人
は
一
九
七
〇
年
五
月
に
ド
イ
ツ
国
籍
の
再
取
得
を
申
請
し
た
が
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
一
六
条
二
項
は
国
籍
を
剥
奪
さ
れ
た
者
の
国
籍
再
取
得
に
関
す
る
自
由
な
決
定
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
た
上
で
、
同
人
が
ド
イ
ツ
に
居
住
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
こ
れ
ま
で
ド
イ
ツ
国
籍
再
取
得
の
申
請
を
し
て
い
な
か
っ
た
の
は
同
人
の
自
由
な
決
定
に
よ
る

も
の
と
み
な
し
う
る
こ
と
、
ま
た
同
人
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
籍
を
取
得
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ
国
籍
を
認
め
る
こ
と
は
か
え
っ
て
同
人
に
不
利
益
と
な
り

う
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
異
議
申
立
て
を
棄
却
し
て
い
る
。
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㈢

非
ナ
チ
ス
関
係
の
事
例

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
連
邦
裁
判
所
が
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
に
直
接
又
は
間
接
に
言
及
し
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど

が
ナ
チ
ス
の
法
律
的
不
法
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
は
ナ
チ
ス
の
不
法
な
法
令
の
法
的
効
力
を
否

定
す
る
た
め
に
限
定
的
に
の
み
用
い
ら
れ
う
る
特
別
の
法
理
を
提
供
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
定
式
そ
の

も
の
は
一
般
的
な
性
格
を
も
ち
、
ナ
チ
ス
以
外
の
ケ
ー
ス
に
も
場
合
に
よ
っ
て
は
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
次
節
で
み

る
よ
う
に
、
一
九
九
〇
年
の
ド
イ
ツ
再
統
一
後
の
い
わ
ゆ
る
「
壁
の
射
手
」
事
件
に
関
す
る
一
連
の
判
決
が
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
に
言
及
し

適
用
し
て
い
る
の
は
、
き
わ
め
て
稀
な
そ
の
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
戦
後
の
ナ
チ
ス
以
外
の
事
例
に
関
す
る
裁
判
例
の
中
に
も
、
わ
ず
か
で

あ
る
が
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
に
言
及
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
論
者
に
よ
っ
て
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
戦
前

か
ら
改
正
さ
れ
ず
に
効
力
を
保
っ
た
刑
法
や
民
法
の
規
定
に
関
す
る
も
の
で
、
そ
れ
ら
の
判
決
は
連
邦
裁
判
所
が
自
然
法
論
を
採
用
し
て
い

る
こ
と
を
示
す
も
の
と
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る23

）。
一
つ
は
一
九
五
四
年
二
月
一
七
日
の
連
邦
通
常
裁
判
所
刑
事
大
法
廷
決
定
（B

G
H
S
t 6,

47

）
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
一
九
五
三
年
一
二
月
一
八
日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
部
判
決
（B

V
erfG

E
 
3,
225

）、
い
わ
ゆ
る
「
同
権

判
決
」
で
あ
る
。

⒜

一
九
五
四
年
二
月
一
七
日
連
邦
通
常
裁
判
所
刑
事
大
法
廷
決
定

当
時
の
刑
法
（
一
八
七
一
年
）
は
一
八
〇
条
及
び
一
八
一
条
で
「
淫
行
勧
誘
罪
」

K
u
p
p
elei

）
の
規
定
を
お
い
て
い
た
。
一
八
〇
条
は
、

常
習
的
に
又
は
営
利
目
的
で
淫
行
（U

n
zu
ch
t

）
の
斡
旋
、
承
認
又
は
機
会
提
供
に
よ
り
淫
行
を
幇
助
し
た
者
を
一
月
以
上
の
禁
錮
に
処
し
、

こ
れ
に
罰
金
、
名
誉
剥
奪
又
は
保
護
観
察
を
併
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
減
刑
規
定
が
あ
る
）
と
規
定
し
、
一
八
一
条
は
常
習
的
又
は
営
利

目
的
で
な
い
場
合
で
も
、
淫
行
勧
誘
者
が
淫
行
勧
誘
さ
れ
る
者
に
対
し
て
奸
計
を
用
い
た
り
（
一
号
）、
淫
行
勧
誘
さ
れ
る
者
と
権
威
関
係
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に
あ
る
（
妻
に
対
す
る
夫
、
子
に
対
す
る
親
、
被
後
見
人
に
対
す
る
後
見
人
、
教
育
を
受
け
る
者
に
対
す
る
教
育
を
授
け
る
者
）
と
き
（
二

号
）
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
に
処
し
、
こ
れ
に
名
誉
剥
奪
、
罰
金
若
し
く
は
保
護
観
察
を
併
科
す
る
こ
と
が
で
き
、
権
威
関
係
に
あ
る
場
合

に
お
い
て
軽
減
し
う
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
禁
錮
と
し
、
こ
れ
に
罰
金
を
併
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
た24

）。

母
で
あ
る
被
告
人
は
、
そ
の
娘
の
婚
約
者
（
前
妻
と
の
離
婚
が
成
立
し
、
婚
姻
障
害
事
由
の
解
除
手
続
が
開
始
さ
れ
て
い
た
）
か
ら
娘
の

部
屋
で
一
夜
を
過
ご
す
こ
と
の
承
認
を
求
め
ら
れ
、
こ
れ
を
拒
否
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
も
再
三
に
わ
た
っ
て
要
求
さ
れ
た
た
め
、
や
む
を

え
ず
こ
れ
を
承
認
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
被
告
人
は
淫
行
勧
誘
の
罪
に
問
わ
れ
、
原
審
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
被
告
人
の
上
告
に
よ
り
事
件

は
連
邦
通
常
裁
判
所
刑
事
第
二
部
が
担
当
し
た
が
、
刑
事
第
二
部
は
大
法
廷
で
の
判
断
を
求
め
た
。
刑
事
第
二
部
が
提
起
し
た
問
題
は
、
婚

約
者
間
の
性
交
渉
は
一
八
〇
条
及
び
一
八
一
条
の
「
淫
行
」
に
つ
ね
に
該
当
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
個
々
の
事
例
の
事
情
に
よ
る
の
か
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例
は
こ
れ
ら
の
条
項
の
文
言
及
び
成
立
史
を
考
慮
し
て
婚
約
者
間
の
性
交
渉
も
「
淫
行
」
に
あ
た

る
と
解
釈
し
て
い
た
が
、
後
に
は
刑
事
第
二
部
が
提
起
し
た
の
と
同
様
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
実
際
の
ケ
ー
ス
で
問
題
と
な

る
こ
と
は
な
く
明
確
な
結
論
は
出
て
い
な
か
っ
た
（v

g
l.
B
G
H
S
t 6,

47

﹇49

﹈）。
刑
事
第
二
部
は
連
邦
通
常
裁
判
所
の
見
解
の
統
一
を
求

め
た
の
で
あ
る
。

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例
に
対
し
て
は
「
淫
行
」
概
念
の
意
味
内
容
は
国
民
の
性
道
徳
に
関
す
る
観
念
の
変
容
と
と
も
に
変
容
す
る
と
い
う

見
解
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
本
大
法
廷
決
定
は
こ
の
よ
う
な
相
対
主
義
的
な
見
解
を
退
け
る
。
単
な
る
風
俗
や
慣
習
と
は
異
な
り
、

客

観
的
に
（
普
遍
的
に
）
妥
当
し
義
務
づ
け
る
価
値
秩
序
」、
人
々
の
遵
守
や
承
認
に
依
存
し
な
い
「
倫
理
法
則
」

S
ittlich

k
eitsg

esetz

）

が
あ
り
、
婚
姻
や
家
族
を
規
律
す
る
規
範
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

性
的
交
渉
は
そ
の
意
味
と
帰
結
が
子
ど
も
で

あ
る
が
ゆ
え
に
原
則
と
し
て
単
婚
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
。
子
ど
も
の
た
め
に
、
そ
し
て
性
的
パ
ー
ト
ナ
ー
の
人
格
的
尊
厳
と

責
任
の
た
め
に
、
人
間
に
は
生
活
形
式
と
し
て
単
婚
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
婚
姻
の
秩
序
及
び
家
族
共
同
体
に
お
い
て
の
み
子
ど
も
は
成
育

し
、
そ
の
人
間
的
規
定
に
即
し
て
発
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
こ
の
秩
序
及
び
共
同
体
に
お
い
て
の
み
、
性
的
パ
ー
ト
ナ
ー
は
真
剣
と
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な
り
、
そ
の
責
任
を
引
き
受
け
る
。
両
性
の
自
然
的
に
近
し
い
関
係
が
そ
の
よ
う
に
帰
結
に
富
み
、
同
時
に
そ
の
よ
う
に
責
任
あ
る
も
の
で

あ
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
そ
の
関
係
は
、
二
人
の
相
互
に
尊
敬
し
合
い
、
相
互
に
生
涯
の
忠
誠
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
の
婚
姻
共
同

体
に
お
い
て
の
み
有
意
味
に
満
た
さ
れ
る
。
こ
の
倫
理
法
則
は
人
間
に
対
し
単
婚
と
家
族
を
拘
束
的
な
生
活
形
式
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ま
た
こ
の
秩
序
を
国
民
生
活
と
国
家
の
基
盤
と
も
な
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
、
そ
れ
は
両
性
の
交
渉
を
原
則
と
し
て

た
だ
婚
姻
に
お
い
て
の
み
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
違
反
は
法
的
規
律
の
基
本
的
命
令
に
反
す
る
と
述
べ
て
い
る
の
で

あ
る
」

B
G
H
S
t 6,

47
﹇53f.

﹈）。

本
大
法
廷
決
定
に
よ
れ
ば
、
し
た
が
っ
て
婚
約
者
間
の
性
的
交
渉
も
原
則
と
し
て
こ
の
倫
理
法
則
に
反
し
、
両
者
が
真
剣
で
あ
っ
て
も
ナ

チ
ス
の
人
種
法
の
よ
う
な
婚
姻
障
害
が
あ
る
場
合
に
の
み
例
外
が
認
め
ら
れ
る
が
、
本
件
の
場
合
は
そ
の
よ
う
な
例
外
に
は
該
当
し
な
い
。

し
か
し
、
一
八
一
条
一
項
二
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
夫
の
妻
に
対
す
る
場
合
を
除
け
ば
、
勧
誘
者
と
さ
れ
る
者
に
と
っ
て
過
剰
要
求
と
な

る
場
合
（
警
察
等
に
通
報
せ
ざ
る
を
え
な
い
場
合
や
子
が
長
じ
て
い
る
場
合
な
ど
）
が
あ
り
、
具
体
的
な
事
情
（
客
観
的
側
面
だ
け
で
な
く
、

期
待
可
能
性
や
違
法
性
の
意
識
な
ど
行
為
者
の
主
観
的
側
面
も
含
む
）
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
論
じ
た
上
で
、
本
決

定
は
、
こ
う
し
た
事
情
の
認
定
は
事
実
審
裁
判
官
に
委
ね
ら
れ
る
が
、
本
件
の
場
合
、
被
告
人
は
娘
の
婚
約
者
の
要
請
を
比
較
的
に
早
く
承

認
し
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
介
入
義
務
を
怠
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
結
論
し
た
。

本
決
定
は
、
婚
姻
及
び
家
族
の
関
係
に
つ
い
て
の
「
客
観
的
な
価
値
秩
序
」
又
は
普
遍
的
な
「
倫
理
法
則
」
と
い
う
自
然
法
的
な
規
範
の

存
在
を
認
め
、
法
律
と
判
例
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
え
る
。
一
九
五
〇
年
代
の
連
邦
共
和
国
で
は
、
婚
姻
及
び
家
族
の
法
律
関

係
や
関
連
の
刑
法
規
定
に
関
し
て
保
守
派
と
リ
ベ
ラ
ル
派
の
間
で
激
し
い
論
争
が
あ
り
、
次
の
同
権
判
決
の
背
景
を
も
な
し
て
い
た
。
刑
法

の
本
条
項
が
改
正
さ
れ
る
の
も
よ
う
や
く
一
九
六
〇
年
代
末
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
こ
で
の
問
題
は
本
判
決
の
自
然
法
論
的
見
解
が
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
と
何
ら
か
の
関
係
を
有
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
論
者

に
よ
っ
て
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
は
実
定
法
の
効
力
を
否
定
し
う
る
高
次
の
法
を
認
め
る
点
で
自
然
法
論
に
属
す
る
と
し
て
、
本
決
定
の
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よ
う
な
見
解
と
の
結
び
つ
き
を
示
唆
す
る
も
の
も
あ
る25

）。
し
か
し
、
カ
ウ
フ
マ
ン
に
よ
れ
ば26

）、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
は
、
法
律
が
き
わ
め
て

極
端
に
正
義
と
衝
突
す
る
例
外
的
な
場
合
に
、
そ
の
法
的
性
格
と
法
的
効
力
を
否
定
す
る
と
い
う
否
定
的
な
機
能
の
み
を
規
定
し
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
積
極
的
な
規
定
を
自
然
法
か
ら
導
こ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い27

）。
ま
た
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
言
及
し
て
い
る
自
然
法

は
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
的
な
「
内
容
の
変
容
す
る
自
然
法
」
で
あ
っ
て
、
本
決
定
が
依
拠
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
特
定
の
自
然
法
で
は
な
い
。
こ

れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
少
な
か
ら
ず
議
論
の
余
地
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
と
自
然
法
論
と
の
関
係
に
は
単
純
に
同

一
視
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
本
決
定
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
「
淫
行
勧
誘
罪
」
と
い
う
特
定
の
論
点
に
か
ぎ
っ

て
み
る
と
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
一
九
二
二
年
の
刑
法
改
正
草
案
の
淫
行
勧
誘
に
関
す
る
二
六
八
条
に
お
い
て
、
明
示
的
に
「
本
規
定
は
婚
約

者
間
の
同
衾
の
許
容
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
（G

R
G
A
 
9 110

）。
こ
れ
ら
か
ら
す
る
と
、
本

判
決
の
見
解
を
直
ち
に
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
及
び
そ
の
定
式
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

⒝

一
九
五
三
年
一
二
月
一
八
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
部
判
決

本
件
の
事
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
異
議
申
立
人
は
離
婚
訴
訟
を
簡
易
裁
判
所
に
提
起
し
た
が
、
訴
訟
費
用
を
前
払
い
す
る
資

力
が
な
く
、
夫
に
そ
の
支
払
い
を
義
務
づ
け
る
仮
処
分
を
求
め
た
。
裁
判
所
は
こ
れ
を
却
下
し
た
た
め
、
異
議
申
立
人
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

（
マ
イ
ン
）
高
等
裁
判
所
に
抗
告
し
た
。
高
等
裁
判
所
は
、
異
議
申
立
人
の
抗
告
を
認
め
る
た
め
に
は
当
時
の
民
法
一
三
八
七
条
一
号
及
び

民
事
訴
訟
法
六
二
七
条
一
項
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
民
法
一
三
八
七
条
一
号
が
前
提
す
る
「
財
産
分
与
規
定
」

G
u
terb

e-

sta
n
d

）（
妻
が
婚
姻
前
か
ら
有
し
て
い
た
財
産
又
は
妻
が
稼
得
し
た
財
産
も
夫
の
み
が
管
理
し
う
る
と
し
て
い
た28

））
は
男
女
の
同
権
を
規
定

す
る
基
本
法
三
条
二
項
に
反
す
る
も
の
と
み
な
し
た
。
基
本
法
一
一
七
条
一
項
は
「
三
条
二
項
に
反
す
る
法
は
そ
れ
が
基
本
法
の
本
規
定
に

適
合
す
る
に
い
た
る
ま
で
は
効
力
を
有
す
る
、
但
し
一
九
五
三
年
五
月
三
一
日
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
法
改
正

は
な
さ
れ
な
い
ま
ま
こ
の
期
限
が
経
過
し
た
。
こ
の
期
限
を
定
め
る
一
一
七
条
一
項
但
書
に
よ
れ
ば
、
民
法
の
婚
姻
及
び
家
族
に
関
す
る
部
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分
で
基
本
法
三
条
二
項
に
反
す
る
規
定
は
効
力
を
失
う
こ
と
に
な
る
が
、
法
改
正
が
な
い
ま
ま
に
裁
判
所
が
そ
の
よ
う
に
認
定
し
て
何
ら
か

の
判
断
を
下
す
と
す
れ
ば
、
高
次
の
憲
法
原
則
で
あ
る
法
的
安
定
性
及
び
権
力
分
立
の
原
則
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
高
等
裁
判
所

は
一
一
七
条
一
項
但
書
を
憲
法
に
反
す
る
も
の
と
判
断
し
た
。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
に
関
す
る
判
断
は
一
一
〇
条
一
項
に
よ
り
連
邦
憲
法
裁

判
所
の
専
権
事
項
で
あ
る
た
め
、
高
等
裁
判
所
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
に
よ
り
連
邦
通
常
裁
判
所
を
経
て29

）連
邦
憲
法
裁
判
所
に
照
会
申
請
を

し
た
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
高
等
裁
判
所
が
提
起
し
た
問
題
に
答
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
「
憲
法
違
反
の
憲
法
規
範
」
と
い
う
も
の
が
そ
も
そ

も
思
考
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
基
本
法
は
統
一
体
と
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

憲
法
制
定
者
は
憲
法
の
一
般
規
範
に
対
し
て
特
別
規
範
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
一
一
七
条
一
項
但
書
が
高
次
の
憲
法
規
範
に
よ
り

直
ち
に
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
と
と
も
に
、
憲
法
制
定
者
と
い
え
ど
も
そ
の
意
思
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
規
範
を
も
定
め
ら
れ
る

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
見
解
を
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
言
及
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
（B

V
erfG

E
 
3,
225

﹇232f.

﹈）。

当
初
の
憲
法
制
定
者
は
す
べ
て
を
そ
の
意
思
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
る
権
限
を
有
す
る
と
い
う
仕
方
で
表
現
さ
れ
る
原
則
が
例
外
な
く

妥
当
す
る
と
す
る
こ
と
は
、
法
律
学
と
法
実
務
を
長
い
間
支
配
し
て
い
た
評
価
無
縁
の
（w

ertu
n
g
sfrei

）
法
律
実
証
主
義
の
精
神
態

度
へ
の
回
帰
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ナ
チ
ス
体
制
の
時
代
が
教
え
て
い
る
よ
う
に
、
立
法
者
も
不
法
を
制
定
す
る
こ

と
が
あ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
法
適
用
の
実
務
が
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
に
思
考
可
能
な
展
開
に
無
防
備
に
（u

n
g
ew
a
p
p
-

n
et

）
相
対
す
べ
き
で
な
い
と
す
れ
ば
、
極
端
な
場
合
に
は
、
実
質
的
正
義
の
原
則
を
、
通
常
の
場
合
に
は
実
定
的
法
律
の
妥
当
に
お

い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
法
的
安
定
性
の
原
則
よ
り
も
、
高
次
の
も
の
と
評
価
す
る
可
能
性
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
当
初
の
憲
法
制
定
者
も
、
正
義
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
制
限
を
踏
み
超
え
て
し
ま
う
危
険
を
、
思
惟
必
然
的
に
免
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
当
裁
判
所
は
、
本
件
の
判
断
に
関
し
て
、
い
つ
そ
の
よ
う
な
極
端
な
場
合
が
存
在
し
う
る
の
か
と
い
う
問
題
に
立
ち
入
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る
必
要
が
あ
る
と
は
考
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
極
端
な
場
合
が
例
外
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
ラ
ー
ト
ブ

ル
フ
が
彼
の
論
文
「
法
律
的
不
法
と
超
法
律
的
法
」
に
お
い
て
与
え
て
い
る
慎
重
な
定
式
に
表
現
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

こ
の
後
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
引
用
し
て
い
る
の
は
い
わ
ゆ
る
「
受
忍
不
能
定
式
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
定
式
へ
の
言
及
は
そ
の
適
用
を

限
定
す
る
趣
旨
で
あ
る
が
、
先
に
み
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
等
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
同
裁
判
所
が
「
受
忍
不
能
定
式
」
を

受
容
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
上
記
引
用
箇
所
の
前
半
で
同
裁
判
所
が
ナ
チ
ス
の
不
法
に
関
連
づ
け
て
「
評
価
無
縁
の
法

律
実
証
主
義
の
精
神
態
度
」
を
否
定
的
に
述
べ
て
い
る
点
は
、
た
し
か
に
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
法
実
証
主
義
批
判
と
通
底
す
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。い

ず
れ
に
せ
よ
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
「
自
由
主
義
的
で
民
主
主
義
的
な
憲
法
制
定
者
が
こ
の
限
界
を
何
ら
か
の
仕
方
で
踏
み
超
え
る
蓋

然
性
は
た
し
か
に
き
わ
め
て
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
て
、『
憲
法
違
反
の
憲
法
規
範
』
の
理
論
的
な
可
能
性
は
実
際
に
は
不
可
能
と
い
っ
て
も

よ
い
」
と
し
て
、
基
本
法
制
定
者
が
そ
の
限
界
を
踏
み
超
え
た
可
能
性
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
が
、

憲
法
違
反
の
憲
法
規
範
」
が
ご
く
例

外
的
な
場
合
に
思
考
可
能
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
。
そ
う
す
る
と
次
に
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
例
外
的
な
場
合
に
裁
判
所

（
こ
こ
で
は
憲
法
裁
判
所
）
が
憲
法
違
反
の
憲
法
規
範
に
つ
い
て
審
査
す
る
権
限
を
有
す
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
本
判
決
は
、
司
法
権
も
憲
法
に
基
づ
い
て
定
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
が
憲
法
規
範
に
つ
い
て
審
査
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
す
る
学
説
や
判
例
に
触
れ
つ
つ
も
、
『
憲
法
違
反
の
憲
法
規
範
』
と
い
う
も
の
の
思
考
可
能
性
を
わ
ず
か
に
で
あ
れ
認
め

る
と
す
れ
ば
、
そ
の
確
定
を
司
法
権
に
委
ね
る
こ
と
は
、
こ
の
司
法
権
が
そ
の
権
威
を
憲
法
に
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
活
動
の
本
質
に
適
合
す

る
仕
方
で
、
法
そ
の
も
の
の
理
念
に
も
負
っ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
唯
一
可
能
な
結
論
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
審
査
権
限
を
認
め

て
い
る
。
た
だ
こ
の
点
で
も
、

こ
の
審
査
権
限
が
当
初
の
憲
法
規
範
に
対
抗
す
る
と
し
て
も
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
事
柄
の

本
質
か
ら
し
て
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
余
地
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
当
初
の
憲
法
規
範
が
無
効
と
で
あ
る
こ
と
を
司
法
権
が
確
定
す
る
こ
と
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は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
」
と
限
定
し
て
は
い
る
。
こ
こ
で
、
司
法
権
の
権
威
が
憲
法
に
の
み
な
ら
ず
、

法
そ
の
も
の
の

理
念
」
に
も
負
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
点
も
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
法
理
念
論
に
近
い
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
判
決
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
及
び
法
理
念
論
に
適
合
す
る
仕
方
で
、

憲
法
違
反
の
憲
法
規
範
」
の
思
考
可
能
性

及
び
そ
れ
に
つ
い
て
の
憲
法
裁
判
所
の
審
査
権
限
を
き
わ
め
て
限
定
的
な
場
合
に
か
ぎ
っ
て
肯
定
す
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
正
義
の

要
請
に
法
的
安
定
性
の
要
請
は
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
憲
法
制
定
権
の
制
定
し
た
憲
法
規
範
に
対
す
る
司
法
権
の
審
査
は
憲
法
の
み
な
ら

ず
「
法
そ
の
も
の
の
理
念
」
に
基
づ
く
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
こ
の
点
も
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
考
え
て
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
は

自
由
主
義
的
か
つ
民
主
主
義
的
な
法
治
国
家
に
お
い
て
は
不
可
能
で
あ
る
ほ
ど
に
き
わ
め
て
例
外
的
な
場
合
に
限
定
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ

る30
）。本

件
に
つ
い
て
も
、
結
局
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
一
七
条
一
項
但
書
は
憲
法
に
違
反
し
な
い
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
民
法
の
婚
姻

及
び
家
族
に
関
す
る
規
定
が
基
本
法
三
条
二
項
に
適
合
す
る
よ
う
に
改
正
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
裁
判
所
は
当
該
民
法
規
定
に
反
し
て
（
つ
ま

り
そ
れ
ら
の
規
定
を
違
憲
と
し
て
）
基
本
法
三
条
二
項
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
高
等
裁
判
所
は
こ
れ
が
法
的
安
定
性
と
権
力

分
立
原
則
に
衝
突
す
る
可
能
性
を
問
題
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
れ
が
問
題
と
な
る
の
は
基
本
法
三
条
二

項
が
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
、
政
治
的
概
念
又
は
空
虚
な
定
式
」
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
場
合
だ
け
で
あ
る
が
、
同
規
定
は
「
直
接
的
に
適
用

可
能
な
法
規
範
」
で
あ
る
と
し
て
、
高
等
裁
判
所
の
懸
念
を
退
け
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
立
ち
入
る
必
要
は
な
い

だ
ろ
う
。

23
）

V
g
l.
H
.D
reier,

D
ie
 
R
a
d
b
ru
ch
sch

e
 
F
o
rm
el

｜

E
rk
en
n
tn
is
 
o
d
er
 
B
ek
en
n
tn
is?,

in
 
S
ta
a
tsrech

t in
 
T
h
eo
rie
 
u
n
d
 
P
ra
x
is:

F
estsch

rift fu
r R

o
b
ert W

a
lter zu

m
 
60.

G
eb
u
rtsta

g
,
1991,

134;
H
.-E
.
D
ieck

m
a
n
n

注
11
）57ff.

24
）

一
九
六
九
年
六
月
二
五
日
の
第
一
刑
法
改
正
法
に
よ
り
改
正
さ
れ
て
い
る
。
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25
）

H
.
D
reier

注
23
）,134;

D
ieck

m
a
n
n

注
11
）,57ff.

26
）

A
.
K
a
u
fm
a
n
n
,
D
ie R

a
d
b
ru
ch
sch

e F
o
rm
el v

o
m
 
g
esetzlich

en U
n
rech

t u
n
d v

o
m
 
u
b
erg

esetzlich
en R

ech
t in d

er D
isk
u
ssio

n
 

u
m
 
d
a
s im

 
N
a
m
en d

er D
D
R
 
b
eg
a
n
g
en
e U

n
rech

t,
N
JW
 
1995,

H
eft 2,

82.
27
）

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
後
で
検
討
す
る
。

28
）

一
九
五
七
年
七
月
一
八
日
の
同
権
法
（G

leich
rech

tig
u
n
g
srech

t

）
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
は
妻
が
婚
姻
に
も
た
ら
し
た
財
産
も
妻

の
勤
労
に
よ
る
収
入
も
夫
の
み
が
管
理
し
え
た
。
こ
の
改
正
に
よ
り
妻
の
特
有
財
産
管
理
権
が
認
め
ら
れ
た
。

29
）

連
邦
通
常
裁
判
所
は
こ
れ
に
つ
い
て
鑑
定
意
見
に
よ
り
連
邦
憲
法
裁
判
所
へ
の
照
会
申
請
を
認
め
て
い
る
。B

G
H
Z 11

A
n
h
.,
36.

30
）

H
.-E
.
D
ieck

m
a
n
n

注
11
）,59

は
、
こ
の
判
決
に
お
け
る
よ
う
な
「
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
及
び
超
実
定
的
法
の
司
法
に
よ
る
承
認
は
…
基
本
法
そ

の
も
の
と
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
含
む
」
の
で
あ
り
、

超
実
定
的
法
は
、
ひ
と
た
び
承
認
さ
れ
る
と
、
最
終
的
に
は
基
本
法
の
憲
法
制
定
者
の
自
律
を
も

制
限
す
る
」
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
判
決
で
は
、

憲
法
違
反
の
憲
法
規
範
」
に
つ
い
て
の
司
法
審
査
の
理
論
的
な
可
能
性
を
示
す
た
め

に
た
し
か
に
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
を
援
用
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ
そ
の
適
用
を
き
わ
め
て
例
外
的
な
場
合
に
限
定
す
る
趣
旨
で
援
用
し
て
い
る
こ
と
に
注

意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

㈣

小
括

以
上
の
概
観
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
な
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、
戦
後
の
連
邦
共
和
国
の
通
常
裁
判
所
及
び
憲
法
裁
判
所

は
、
い
く
つ
か
の
ナ
チ
ス
関
連
裁
判
に
お
い
て
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
を
受
容
し
適
用
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
に
明
示
的

に
言
及
し
て
い
な
く
て
も
、
そ
の
文
言
な
ど
か
ら
定
式
に
依
拠
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
適
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、

殺
害
、
自
由
剥
奪
、
国
籍
お
よ
び
財
産
剥
奪
な
ど
の
重
大
な
法
益
ま
た
は
人
権
に
対
す
る
著
し
い
侵
害
の
場
合
に
限
ら
れ
て
お
り
、
と
く
に

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
に
言
及
す
る
場
合
で
も
そ
の
適
用
を
退
け
る
趣
旨
で
あ
る
こ
と
も
少
な
く
な
く
、
意
識
的
に
謙
抑

的
で
さ
え
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
、
そ
の
境
界
に
つ
い
て
よ
り
明
確
な
基
準
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
な
お
、
憲
法
裁
判
所
が
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こ
の
定
式
を
用
い
て
い
る
の
は
民
事
事
件
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
。
再
統
一
後
の
事
例
に
お
い
て
憲
法
裁
判
所
は
は
じ
め
て
刑
法
事
例
に
適

用
す
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、

受
忍
不
能
定
式
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
憲
法
裁
判
所
は
「
受
忍
不
能
定
式
」
だ
け
を
用
い
て

い
る
が
、
通
常
裁
判
所
の
判
決
の
中
に
は
「
拒
絶
定
式
」
に
依
拠
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
う
る
も
の
が
あ
る
。

拒
絶
定
式
」
は
法
律
が
正

義
を
ま
っ
た
く
追
求
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
法
的
効
力
だ
け
で
な
く
、
法
的
性
格
を
も
否
定
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

受
忍
不
能
定
式
」
は
法
律
の
法
的
性
格
を
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
の
法
的
効
力
を
否
定
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
ち
ら

も
法
的
効
力
を
否
定
す
る
と
い
う
効
果
の
点
で
は
実
務
的
に
は
同
じ
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、

受
忍
不
能
定
式
」
に
よ
る
効
力
の
否
定

に
も
異
な
る
態
様
の
も
の
が
あ
り
う
る
。
ナ
チ
ス
裁
判
で
は
「
受
忍
不
能
定
式
」
を
適
用
す
る
場
合
、
基
本
的
に
「
始
め
か
ら
無
効
」
と
さ

れ
て
い
る
。
再
統
一
後
の
事
例
で
は
、
法
律
の
規
定
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
解
釈
適
用
の
実
務
の
効
力
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
三
に
、
ナ
チ
ス
関
連
以
外
の
裁
判
で
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
ら
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
の
一
般

的
な
適
用
可
能
性
の
問
題
に
関
わ
る
が
、
そ
の
関
連
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
依
存
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本

稿
の
最
後
で
検
討
す
る
。
こ
こ
で
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
と
は
直
接
に
は
関
わ
ら
な
い
が
、
上
記
の
二
つ
の
事
例
と
自
然
法
又
は
高
次
の

法
と
の
関
係
に
つ
い
て
簡
単
に
コ
メ
ン
ト
し
て
お
く
と
、

淫
行
勧
誘
」
事
件
で
も
「
同
権
判
決
」
で
も
現
行
の
刑
法
や
憲
法
の
効
力
が
自

然
法
ま
た
は
高
次
の
法
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
前
者
で
は
自
然
法
的
規
範
は
現
行
の
法
律
と

そ
れ
に
関
す
る
判
例
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
（
そ
の
根
拠
づ
け
に
は
大
い
に
異
論
の
余
地
が
あ
る
が31

））。
ま

た
、
後
者
で
は
「
憲
法
違
反
の
憲
法
規
定
」
の
効
力
を
否
定
す
る
た
め
に
は
憲
法
を
超
え
る
基
準
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
基
本
法
一

一
七
条
一
項
但
書
の
効
力
を
否
定
す
る
た
め
に
そ
の
よ
う
な
基
準
が
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
効
力
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。

効
力
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
二
条
三
項
に
違
反
す
る
、
つ
ま
り
憲
法
に
違
反
す
る
民
法
の
規
定
な
の
で
あ
り
、
問
題
は
違
憲
審

査
の
範
囲
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
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最
後
に
、
戦
後
の
連
邦
共
和
国
裁
判
所
が
ナ
チ
ス
裁
判
に
お
い
て
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定
式
に
明
示
的
ま
た
は
黙
示
的
に
依
拠
し
た
判
決
で
は
、

デ
ィ
ー
ク
マ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に32

）、
遡
及
禁
止
の
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
管
理
委
員
会
法
一
〇
号
の

「
人
道
に
対
す
る
罪
」
の
規
定
に
よ
る
ド
イ
ツ
裁
判
所
で
の
継
続
裁
判
に
つ
い
て
は
、
そ
の
遡
及
性
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

こ
と
に
比
す
る
と
特
徴
的
で
あ
る33

）。
基
本
法
一
〇
三
条
二
項
の
遡
及
禁
止
の
問
題
が
前
面
に
現
わ
れ
る
の
は
、
再
統
一
後
の
裁
判
に
お
い
て

で
あ
る
。

31
）

ち
な
み
に
、
周
知
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
最
高
裁
判
所
が
判
決
理
由
に
お
い
て
自
然
法
に
言
及
し
た
唯
一
の
例
も
家
族
関
係
に
関
わ
る
尊
属
殺
人
罪

の
規
定
を
正
当
化
す
る
文
脈
に
お
い
て
で
あ
っ
た
（
最
高
裁
大
法
廷
判
決
昭
和
二
五
年
一
〇
月
一
一
日
最
高
裁
判
所
裁
判
集
刑
事
一
九
号
八
〇
九
頁
）。

32
）

D
ieck

m
a
n
n
,
a
.a
.O
.,
S
.58.

33
）

前
掲

注
９
）参
照
。

未
完

本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
課
題
番
号
一
五
Ｋ
〇
三
〇
八
五
）
の
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（84-１- ）39 39

ドイツ連邦共和国司法におけるラートブルフ定式の受容と定式の現代的意義（上）（酒匂）


