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１

は

じ

め

に

第
二
次
世
界
大
戦
後
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
ナ
チ
ス
裁
判
に
関
連
し
て
公
表
し
た
一
連
の
論
文
の
骨
子
は
「
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

法
律
は
法
律
だ
」
と
す
る
法
実
証
主
義
は
ナ
チ
ス
の
「
法
律
的
不
法
」

g
esetzlich

es U
n
rech

t

）
に
対
し
て

ド
イ
ツ
の
国
民
と
法
律
家
を
「
無
防
備
」

w
eh
rlo
s

）
に
し
た
、
こ
う
し
た
実
証
主
義
の
問
題
を
克
服
す
る
た
め
に
は
「
超
法
律
的
法
」

u
b
erg

esetzlich
es R

ech
t

）、
す
な
わ
ち
自
然
法
や
理
性
法
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
を
深
く
心
に
と
ど
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う

も
の
で
あ
る１

）。
と
こ
ろ
が
、
ナ
チ
ス
期
の
法
理
論
や
法
実
務
に
つ
い
て
の
実
証
的
研
究
が
進
み２

）、
そ
れ
が
法
実
証
主
義
と
は
正
反
対
の
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る３

）と
、

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
」
も
見
直
し
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ナ
チ

ス
の
不
法
は
実
証
主
義
に
責
任
が
あ
る
と
い
う
そ
の
診
断
は
事
実
を
誤
認
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
自
然
法
を
復
活
さ
せ
る
べ

き
だ
と
い
う
そ
の
処
方
箋
も
ま
っ
た
く
見
当
違
い
で
あ
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る４

）。
私
見
に
よ
れ
ば
、

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
そ
の
も
の
が
、
戦
後
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
議
論
の
一
面
｜
｜
も
ち
ろ
ん
重
要
な
一
面
だ
が
｜
｜
を
捉
え
る
も
の
に
留
ま
っ
て

お
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
こ
の
テ
ー
ゼ
の
見
直
し
も
一
面
性
を
免
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
に
論
じ
た５

）の
で
、
こ

こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
」
を
見
直
す
議
論
が
含
意
す
る
も
う
一
つ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
も
し
「
ラ
ー

ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
」
が
事
態
を
的
確
に
捉
え
る
も
の
で
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー

ゼ
が
実
際
に
戦
後
の
「
自
然
法
の
復
活
」
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
以
上
、
そ
れ
を
た
ん
に
謬
見
で
あ
っ
た
と
し
て
済
ま
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
、
こ
の
テ
ー
ゼ
を
見
直
す
議
論
は
、
こ
の
テ
ー
ゼ
に
お
け
る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
隠
れ
た
意
図
あ
る
い
は
少

な
く
と
も
こ
の
テ
ー
ゼ
が
そ
の
後
に
果
た
し
た
機
能
を
問
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・

テ
ー
ゼ
」
は
、
ナ
チ
ス
の
不
法
な
法
律
に
も
服
従
せ
ざ
る
を
得
な
く
し
た
法
実
証
主
義
に
責
任
を
帰
し
て
、
ナ
チ
ス
に
荷
担
し
て
い
っ
た
法
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学
者
や
法
律
家
を
免
責
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
事
実
上
そ
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
」
は
「
免
責
テ
ー
ゼ
」
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る６

）。
も
し
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
そ
の

よ
う
な
意
図
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
し
か
も
そ
れ
が
彼
の
一
連
の
論
文
執
筆
の
主
た
る
意
図
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
ラ
ー
ト
ブ

ル
フ
の
学
問
的
誠
実
性
に
大
き
な
疑
問
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
意
図
的
に
謬
見
を
論
じ
て
、
世
論
を
誘
導
し
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
見
直
し
論
者
も
さ
す
が
に
こ
の
帰
結
を
明
示
的
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
論
者
の
な
か
に
は
少

な
く
と
も
示
唆
す
る
者
は
あ
る
の
で
あ
る７

）。

私
見
で
は
、
こ
の
免
責
テ
ー
ゼ
論
は
や
は
り
邪
推
に
す
ぎ
な
い
。

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
」
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
見
解
の
一
面
を
捉

え
る
に
と
ど
ま
る
け
れ
ど
も
、
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
法
哲
学
の
根
本
見
解
と
彼
自
身
の
ナ
チ
ス
認
識
か

ら
整
合
的
に
導
き
出
せ
る
も
の
で
あ
り
、
学
問
的
誠
実
性
を
疑
わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
戦
後

の
い
く
つ
か
の
論
文
が
、
と
り
わ
け
司
法
殺
人
事
件
の
裁
判
官
を
実
証
主
義
の
ゆ
え
に
免
責
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る

こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
免
責
テ
ー
ゼ
論
は
こ
の
点
に
論
拠
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
司
法
殺
人
事
件
の

裁
判
官
の
責
任
に
関
す
る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
そ
れ
ら
の
記
述
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
こ
れ
が
こ
こ
で
の
問
題
で
あ
る
｜
｜
も
っ
と
も
こ
の

問
題
は
免
責
テ
ー
ゼ
論
そ
の
も
の
の
是
非
と
は
独
立
の
問
題
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
ま
ず
こ
の
点
に
関
す
る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
い
く
つ
か
の
記
述
を
検
討
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
事
態
の
認

識
と
そ
れ
に
対
す
る
評
価
に
微
妙
な
変
化
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
と
も
に
、
犯
罪
と
故
意
の
関
係
に
関
す
る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
見

解
を
め
ぐ
る
一
つ
の
問
題
が
浮
き
彫
り
に
な
る
（
第
２
節
）。
そ
こ
で
次
に
、
刑
法
学
者
と
し
て
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
戦
前
の
責
任
論
を
検

討
す
る
と
と
も
に
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
故
意
と
違
法
性
の
意
識
に
関
す
る
議
論
の
中
に
位
置
づ
け
、
こ
の
点
に
関
す
る
ラ
ー
ト
ブ

ル
フ
の
独
自
の
見
解
を
探
る
（
第
３
節
）。
さ
ら
に
、
枉
法
と
故
意
の
関
係
に
つ
い
て
の
戦
後
の
議
論
を
概
観
し
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
見

解
の
検
討
を
試
み
る
（
第
４
節
）。
最
後
に
、
枉
法
と
故
意
に
関
す
る
本
稿
の
検
討
を
要
約
し
、
免
責
テ
ー
ゼ
論
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
帰

枉法と故意（酒匂）
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結
が
引
き
出
せ
る
か
を
論
じ
る
。
な
お
、

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
」
が
結
果
と
し
て
免
責
機
能
を
果
た
し
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題

は
別
稿
を
要
す
る
問
題
で
あ
り
、
本
稿
で
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

１
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
F
u
n
f M

in
u
ten R

ech
tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

in R
h
ein
-N
eck

er-Z
eitu

n
g
(H
eid
elb
erg

)
v
o
m
 
12.

S
ep
tem

b
er 1945,

a
u
ch in

 
G
u
sta
v R

a
d
b
ru
ch G

esa
m
ta
u
sg
a
b
e,
B
d
.3,
78f.

（
以
下
で
はG

R
G
A

と
略
記
し
、G

R
G
A
 
3,
78f.

と
い
う
形
式
で
記
載
す
る
）;d

ers.,E
rn
eu
er-

u
n
g d

es R
ech

ts,
in R

h
ein
-N
eck

er-Z
eitu

n
g
(H
eid
elb
erg

)
v
o
m
 
12.

Ja
n
u
a
r 1946,

G
R
G
A
 
3,
80;

d
ers.,

G
esetzlich

es U
n
rech

t u
n
d

 
Ü
b
erg

esetzlich
es R

ech
t,
in S

u
d
d
eu
tch

e Ju
risten

zeitu
n
g 1,

1946,
G
R
G
A
 
3,
88.

２
）

V
g
l.
B
.R
u
th
ers,

D
ie U

n
b
eg
ren

zte A
u
sleg

u
n
g
,
1968;

M
.S
to
lleis,

G
em
ein
w
o
h
lfo
rm
eln im

 
n
a
tio
n
a
lso
zia
listisch

en R
ech

t,1974;

R
ed
a
k
tio
n K

ritisch
e Ju

stiz
(H
rsg

.),
D
er U

n
rech

t-S
ta
a
t:
R
ech

t u
n
d Ju

stiz im
 
N
a
tio
n
a
lso
zia
lism

u
s,
1979;

U
.R
eifn

er
(H
rsg

.),
D
a
s

 
R
ech

t d
es U

n
rech

tssta
a
tes,

1981;
H
.R
o
ttleu

th
n
er
(H
rsg

.),
R
ech

t,
R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie u

n
d N

a
tio
n
a
lso
zia
lism

u
s,
1983

（
ナ
チ
ス
法

理
論
研
究
会
訳
『
法
、
法
哲
学
と
ナ
チ
ズ
ム
』1987

年
）;R

ed
u
k
tio
n K

ritisch
e Ju

stiz
(H
rsg

.),
D
er U

n
rech

ts-S
ta
a
t II,

1984;
U
.R
eifn

er /

B
.-R
.S
o
n
n
en

(H
rsg

.),
S
tra
fju
stiz u

n
d P

o
lizei im

 
D
ritten R

eich
,
1984;

B
.R
u
th
ers,

E
n
ta
rtetes R

ech
t,
1988;

R
.D
reier /W

.S
ellert

(H
rsg

.),
R
ech

t u
n
d Ju

stiz im
“D
ritten R

eich
”,
1989;

F
.J.S

a
ck
er
(H
rsg

.),
R
ech

t u
n
d R

ech
tsleh

re im
 
N
a
tio
n
a
lso
zia
lism

u
s,
1992.

３
）

V
g
l.
B
.R
u
th
ers,

R
ech

tsth
eo
rie,

3.A
u
fl.,

295f.
(5.A

u
fl.,

321)

４
）

V
g
l.
M
.W
a
lth
er,

H
a
t d
er ju

ristisch
e P

o
sitiv

ism
u
s d
ie d

eu
tsch

en Ju
risten im

“D
ritten R

eich
”
w
eh
rlo
s g
em
a
ch
t?,
in R

ech
t

 
u
n
d Ju

stiz im
“D
ritten R

eich
”,
1989;

S
.L
.P
a
u
lso
n
,
L
o
n L

.
F
u
ller,

G
u
sta
v R

a
d
b
ru
ch
,
a
n
d th

e
“p
o
sitiv

ist”
T
h
eses,

in L
a
w
 
a
n
d

 
P
h
ilo
so
p
h
y
 
13,

1994;
T
h
.M
erten

s,
N
a
zism

,
L
eg
a
l P

o
sitiv

ism
 
a
n
d
 
R
a
d
b
ru
ch
’s T

h
esis o

n
 
S
ta
tu
to
ry
 
In
ju
stice,

in
 
L
a
w
 
a
n
d

 
C
ritiq

u
e 14,

2003;

青
井
秀
夫
「
実
証
主
義
伝
統
の
謎
｜
｜
戦
後
法
哲
学
の
現
実
と
課
題
」
『
刑
事
法
学
の
現
代
的
課
題
』
二
〇
〇
六
年
）。

５
）

拙
稿
「
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
」
『
法
政
研
究
』
七
八
巻
二
号
、
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

６
）

cf.
S
.L
.P
a
u
lso
n
,
L
o
n L

.
F
u
ller,

G
u
sta
v R

a
d
b
ru
ch
,
a
n
d th

e
“p
o
sitiv

ist”
T
h
eses,

328
341.

「
免
責
テ
ー
ゼ
」

ex
o
n
era

tio
n th

esis

）

と
い
う
名
称
は
、
Ｓ
・
ポ
ー
ル
ソ
ン
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ポ
ー
ル
ソ
ン
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
を
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ー
の
よ
う
に
、

原
因
テ
ー

ゼ
」

ca
u
sa
l th

esis

）、
す
な
わ
ち
、
法
実
証
主
義
が
ナ
チ
ス
的
不
法
の
原
因
で
あ
る
と
す
る
テ
ー
ゼ
と
捉
え
る
の
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
及
び
ナ
チ
ス
期

の
実
態
に
適
合
し
な
い
が
ゆ
え
に
誤
り
だ
と
し
て
、

免
責
テ
ー
ゼ
」
と
捉
え
る
べ
き
だ
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
ナ
チ
ス
の
法
律
を
す
ら
歪
曲
し
て
た
と

え
ば
死
刑
判
決
を
下
し
た
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
も
さ
す
が
に
免
責
し
よ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
戦
後
、
彼
の
テ
ー
ゼ
は
ナ

論 説
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チ
ス
に
荷
担
し
た
法
律
家
や
法
学
者
を
広
く
免
責
す
る
可
能
性
を
開
く
と
い
う
機
能
を
果
た
し
た
の
だ
と
し
て
い
る
（357

359

）。

７
）

V
g
l.
T
h
.M
erten

s,
N
a
zism

,
L
eg
a
l P
o
sitiv

ism
 
a
n
d R

a
d
b
ru
ch
’s T

h
esis o

n S
ta
tu
to
ry In

ju
stice,

285
286;

青
井
秀
夫
「
実
証
主
義

伝
統
の
謎
」
三
六
頁
な
ど
。
Ｔ
ｈ
・
メ
ル
テ
ン
ス
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
司
法
大
臣
で
あ
っ
た
経
歴
に
触
れ
、
戦
後
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ

の
発
言
は
、
崩
壊
し
た
司
法
制
度
を
早
急
に
立
て
直
す
た
め
に
は
ナ
チ
ス
期
の
法
曹
を
も
活
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
推
測
し

て
い
る
。
ま
た
、
青
井
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
お
け
る
「
救
済
動
機
」
に
触
れ
て
い
る
。

２

司
法
殺
人
と
裁
判
官

戦
後
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
い
く
つ
か
の
論
文
に
は
、
た
し
か
に
、
法
実
証
主
義
に
責
任
を
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
実
証
主
義
に
よ
っ

て
訓
練
を
受
け
た
た
め
に
不
法
で
あ
る
法
律
を
も
有
効
な
法
と
み
な
し
た
と
考
え
ら
れ
る
裁
判
官
を
免
責
す
る
か
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

そ
れ
ら
の
論
文
の
う
ち
、
と
り
わ
け
そ
の
題
名
か
ら
し
て
も
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
一
九
四
六
年
の
論
文
「
法
律
的
不
法
と
超
法
律
的
法
」

G
esetzlich

es U
n
rech

t u
n
d Ü

b
erg

esetzlich
es R

ech
t

）
の
記
述
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
可
能
と
す
る
よ
う
に
み
え
る
。

し
か
し
、
同
じ
事
件
の
取
り
扱
い
が
一
九
四
七
年
の
論
文
「
法
律
と
法
」

G
esetz u

n
d
 
R
ech

t

）
で
は
若
干
の
違
い
を
み
せ
る
。
そ
こ
で

は
免
責
可
能
性
は
焦
点
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
さ
ら
に
、
司
法
殺
人
（Ju

stizm
o
rd

）
と
は
別
の
、
医
療
殺
人
（A

n
-

sta
ltsm

o
rd

）
事
件
（
い
わ
ゆ
る
医
師
に
よ
る
「
安
楽
死
」
事
件
）
判
決
に
関
す
る
、
一
九
四
七
年
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
評
釈
を
み
る
と
、

こ
の
よ
う
な
裁
判
官
の
免
責
可
能
性
に
は
疑
念
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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⑴

法
律
的
不
法
と
超
法
律
的
法
」

法
律
的
不
法
と
超
法
律
的
法
」
論
文
は
一
九
四
六
年
の
『
南
ド
イ
ツ
法
曹
雑
誌
』
第
一
号
に
公
表
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
す
で
に
進
行
し

つ
つ
あ
っ
た
戦
後
ナ
チ
ス
裁
判
に
つ
い
て
の
報
道
情
報
を
素
材
に
し
て
、
そ
れ
ら
の
裁
判
で
「
法
律
的
不
法
」
の
責
任
が
「
超
法
律
的
法
」

に
基
づ
い
て
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
一
定
の
限
定
を
付
し
な
が
ら
も
、
こ
の
戦
後
裁
判
の
基
本
方
針
が
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
自
身
の
法
概
念
か
ら

し
て
も
支
持
さ
れ
う
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
周
知
の
論
文
で
は
あ
る
が
、
や
や
立
ち
入
っ
て
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
議
論
を
再
構

成
し
て
み
よ
う
。

そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
事
例
は
三
つ
あ
る
。
一
つ
は
こ
こ
で
の
対
象
で
も
あ
る
司
法
殺
人
の
ケ
ー
ス
、
二
つ
目
は
死
刑
執
行
人
が

殺
人
の
罪
に
問
わ
れ
た
ケ
ー
ス
、
そ
し
て
三
つ
目
は
自
分
を
逮
捕
・
連
行
中
で
あ
っ
た
警
察
官
を
こ
の
警
察
官
か
ら
奪
っ
た
拳
銃
で
射
殺
し

た
脱
走
兵
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
こ
れ
ら
事
件
の
被
告
人
た
ち
が
有
罪
と
判
断
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
る
の
で
あ
る
。

そ
の
議
論
は
次
の
よ
う
な
手
順
を
踏
ん
で
い
る
。
第
一
に
、
ナ
チ
ス
期
に
合
法
と
み
な
さ
れ
た
行
為
の
刑
事
責
任
を
問
う
た
め
の
前
提
と

し
て
、
ナ
チ
ス
期
の
法
律
は
「
法
律
的
不
法
」
と
し
て
そ
の
効
力
を
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ

は
、

正
義
が
ま
っ
た
く
追
求
さ
れ
て
お
ら
ず
、
正
義
の
核
心
を
な
す
同
等
処
遇
が
実
定
法
制
定
に
際
し
て
意
識
的
に
否
認
さ
れ
て
い
る
場

合
」
は
、
そ
れ
は
「
総
じ
て
法
的
性
格
を
も
た
な
い
」
と
い
う
、
彼
の
法
概
念
に
由
来
す
る
判
定
基
準
（
い
わ
ゆ
る
「
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
定

式
」
の
う
ち
「
拒
絶
定
式
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
）
に
照
ら
し
て
、
同
等
処
遇
を
無
視
す
る
こ
と
を
公
言
し
て
い
た
ナ
チ
ス
体
制
の
法
律
を
無

効
で
あ
っ
た
と
す
る１

）。
そ
の
上
で
、
第
二
に
、
ナ
チ
ス
期
の
行
為
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
、

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
憲
章
」
と
「
管

理
委
員
会
法
」、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
基
づ
く
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
の
二
つ
の
戦
後
処
理
法
（

ナ
チ
ス
的
不
法
に
対
す
る
刑
事
司
法
上
の
名
誉

回
復
に
関
す
る
法
律
」
と
「
ナ
チ
ス
的
犯
罪
行
為
に
対
す
る
処
罰
に
関
す
る
法
律
」）
が
制
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
し
か
し
、
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第
三
に
、
名
誉
回
復
に
つ
い
て
は
こ
の
戦
後
処
理
法
が
適
用
さ
れ
う
る
と
し
て
も
、
ナ
チ
ス
期
の
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
戦
後
処
理
法
に

よ
る
べ
き
で
は
な
く
、
ナ
チ
ス
期
以
前
の
ド
イ
ツ
法
、
つ
ま
り
ラ
イ
ヒ
刑
法
に
よ
る
べ
き
だ
と
す
る
の
で
あ
る２

）。
つ
ま
り
、
処
罰
に
関
し
て

は
、
抽
象
的
な
自
然
法
に
直
接
訴
え
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
事
後
法
に
よ
る
の
で
も
な
く
、
無
効
な
法
律
的
不
法
の
も
と
で
も
効
力
を
保
っ

て
い
た
と
み
な
さ
れ
る
、
ナ
チ
ス
期
以
前
の
法
律
に
依
拠
す
べ
き
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
最
後
の
基
準
が
と
く
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
三
つ
の
事
件
の
う
ち
で
も
司
法
殺
人
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
死
刑
執
行
人
の
ケ
ー

ス
に
つ
い
て
は
、
報
道
に
よ
れ
ば
離
職
す
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
だ
と
い
う
理
由
で
死
刑
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
が
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、

死
刑
執
行
人
が
裁
判
官
の
下
し
た
判
決
に
基
づ
い
て
死
刑
を
執
行
す
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
正
当
な
職
務
行
為
で
あ
り
、
彼
が
職
務
上
責

任
を
問
わ
れ
る
の
は
そ
の
執
行
行
為
が
判
決
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
と
し
て
、
こ
の
事
例
で
は
無
罪
と
す
べ
き
だ
と
し
て

い
る
。
脱
走
兵
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
こ
の
論
文
で
は
と
く
に
論
評
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
す
で
に
ラ
イ
ヒ
刑
法
五
四
条
の
「
緊
急
避
難
」

の
適
用
に
よ
り
、
手
続
が
停
止
さ
れ
て
釈
放
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
こ
の
論
文
で
も
っ
と
も
大
き
な
ス
ペ
ー
ス

を
割
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
が
司
法
殺
人
の
ケ
ー
ス
な
の
で
あ
る
。

事
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
職
員
プ
ッ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
は
、
商
人
ゲ
テ
ィ
ヒ
が
ト
イ
レ
に
「
ヒ
ト
ラ
ー
は
大
量
殺
人
者
で

あ
り
、
こ
の
戦
争
に
責
任
が
あ
る
」
と
落
書
し
た
と
い
う
嫌
疑
で
、
当
局
に
密
告
し
た
た
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ゲ
テ
ィ
ヒ
は
カ
ッ
セ
ル
高
等

裁
判
所
で
内
乱
の
罪
に
よ
り
死
刑
判
決
を
受
け
た
（
以
下
、

ゲ
テ
ィ
ヒ
事
件
」
と
記
す
）。
戦
後
、
こ
の
ゲ
テ
ィ
ヒ
事
件
に
つ
き
、
プ
ッ
ト

フ
ァ
ル
ケ
ン
は
他
人
を
不
当
な
密
告
に
よ
り
死
に
い
た
ら
し
め
た
者
と
し
て
終
身
懲
役
判
決
を
受
け
た
の
で
あ
る
（
以
下
、

プ
ッ
ト
フ
ァ

ル
ケ
ン
事
件
」
と
記
す
）。
し
か
し
、
問
題
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
ゲ
テ
ィ
ヒ
事
件
に
お
い
て
、
ゲ
テ
ィ
ヒ
の
行
為
が
事
実
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
内
乱
罪
」
に
該
当
す
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
、
ま
た
死
刑
判
決
が
適
法
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
論
文
の
段
階
で
は
、
プ
ッ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
事
件
を
担
当
し
て
い
た
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
検
事
総
長
は
、
陪
審
裁
判
所
が

プ
ッ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
の
間
接
正
犯
と
い
う
構
成
を
否
定
し
て
、

法
と
法
律
に
反
し
て
ゲ
テ
ィ
ヒ
に
死
刑
判
決
を
下
し
た
裁
判
官
を
殺
人
者
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と
み
な
す
」
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
陪
審
裁
判
所
は
結
局
間
接
正
犯
で
は
な
く
、
殺
人
幇
助
と
し
て
、
プ
ッ
ト
フ
ァ

ル
ケ
ン
に
有
罪
判
決
を
下
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る３

）。
正
犯
は
ゲ
テ
ィ
ヒ
に
死
刑
判
決
を
下
し
た
カ
ッ
セ
ル
高
等
裁
判
所

の
裁
判
官
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
論
文
で
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
主
た
る
関
心
が
こ
の
司
法
殺
人
の
ケ
ー
ス
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、

ラ
イ
ヒ
刑
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
こ
の
裁
判
官
を
ど
の
よ
う
に
判
断
で
き
る
か
を
検
討
す
る
。
裁
判
官
が
殺
人
の
容
疑
で
可
罰
的
と
さ
れ

る
の
は
、
ラ
イ
ヒ
刑
法
三
三
六
条
及
び
三
四
四
条
に
よ
り
、
裁
判
官
が
「
故
意
に
よ
り
（v

o
rsa

tzlich

）
…
法
の
歪
曲
（B

eu
g
u
n
g
 
d
es

 
R
ech

tes

）
を
な
し
」、

故
意
に
よ
り
、
そ
の
無
実
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
の
不
利
に
な
る
よ
う
に
、
審
理
を
開
始
し
又
は
審
理
の

継
続
を
停
止
し
た
」
と
き
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
条
文
で
も
明
示
的
に
「
故
意
」
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
こ
の
規
定
を
前

提
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
評
す
る
の
で
あ
る4

）。

我
々
が
展
開
し
た
原
則
に
照
ら
し
て
、
適
用
さ
れ
た
法
律
が
な
ん
ら
法
で
は
な
く
、
適
用
さ
れ
た
刑
罰
の
種
類
、
た
と
え
ば
自
由
裁
量

に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
死
刑
判
決
が
正
義
へ
の
い
か
な
る
意
思
を
も
軽
侮
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
、
そ
こ
に
は
客
観
的
に

枉
法
（R

ech
tsb
eu
g
u
n
g

）
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
支
配
的
な
実
証
主
義
に
よ
っ
て
長
年
訓
練
を
受
け
（v

erb
ild
et w

a
ren

）、
そ
の
た

め
に
実
定
法
し
か
知
ら
な
か
っ
た
裁
判
官
が
、
実
定
法
の
適
用
に
際
し
て
枉
法
の
故
意
（V

o
rsa

tz

）
を
も
ち
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
彼
が
そ

の
故
意
を
も
っ
て
い
た
場
合
で
も
、
ナ
チ
ス
法
を
法
律
的
不
法
と
み
な
す
見
解
を
表
明
し
た
と
す
れ
ば
自
分
の
身
に
生
命
の
危
険
が
降
り
か

か
っ
て
き
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
ラ
イ
ヒ
刑
法
五
四
条
の
緊
急
避
難
（N

o
tsta

n
d

）
を
根
拠
と
す
る
こ
と
が
、
彼
に
と
っ
て

の
最
後
の
、
し
か
し
申
し
訳
の
立
た
な
い
（p

ein
lich

）
救
済
と
し
て
、
残
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
救
済
は
申
し
訳
の
立
た
な
い
も
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
裁
判
官
の
パ
ト
ス
は
、
い
か
な
る
代
価
を
払
っ
て
も
、
死
の
代
価
を
払
っ
て
も
、
正
義
へ
と
向
け
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か

ら
で
あ
る
。」

一
見
す
る
と
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、

形
式
法
学
的
」

fo
rm
a
lju
ristisch

）
な
判
断
と
し
て
は
、
実
証
主
義
の
訓
練
を
受
け
て
実
定
法
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し
か
知
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
裁
判
官
は
、
ナ
チ
ス
の
法
律
を
も
法
と
み
な
し
て
こ
れ
に
従
い
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
法
を
枉
げ
る
」
こ

と
に
つ
い
て
「
故
意
」
を
も
ち
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
法
的
に
は
責
任
を
問
え
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
よ

う
に
み
え
る
。
ま
た
、
仮
に
ナ
チ
ス
の
法
律
を
不
法
と
認
識
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
枉
法
の
故
意
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
法
的
に
は
緊
急
避

難
の
弁
明
が
可
能
で
あ
る
（
裁
判
官
の
倫
理
と
し
て
は
申
し
訳
が
た
た
な
い
と
し
て
も
）、
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

実
際
、
こ
の
論
文
は
、
一
方
で
「
過
去
一
二
年
間
の
法
律
的
不
法
に
対
し
て
、
法
的
安
定
性
を
で
き
る
か
ぎ
り
妨
げ
ず
に
、
正
義
の
要
請

を
実
現
す
る
」
こ
と
を
求
め
る
と
と
も
に
、
他
方
で
「
一
二
年
間
に
わ
た
る
法
的
安
定
性
の
否
認
の
後
の
今
日
、
危
機
と
抑
圧
の
一
二
年
を

生
き
抜
い
た
誰
に
と
っ
て
も
当
然
生
じ
う
る
誘
惑
に
対
し
て
、『
形
式
法
学
的
』
熟
慮
に
よ
っ
て
備
え
る
こ
と
」、

正
義
を
追
求
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
法
的
安
定
性
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
を
訴
え
て
い
る５

）。
後
者
は
、
ナ
チ
ス
的
不
法
に
対
す
る
い
わ

ば
「
報
復
」
感
情
に
と
ら
わ
れ
る
誘
惑
を
退
け
て
、
冷
静
な
形
式
法
学
的
な
対
応
（
法
的
克
服
）
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

論
文
は
上
記
の
三
つ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
形
式
法
学
的
な
観
点
か
ら
み
た
と
き
、
有
責
と
す
べ
き
か
ど
う
か
、
免
責
の
可
能
性
が
あ
る
か

ど
う
か
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
な
か
で
も
司
法
殺
人
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
裁
判
官
の
免
責
可
能
性
の
検
討
が
中
心
を
占
め

て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
う
が
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
他
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
は
こ
の
ケ
ー
ス
の
免
責
可
能
性
を
い
わ
ば
側
面
か
ら
支
持

す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。

し
か
し
、
奇
妙
な
点
が
あ
る
。
ま
ず
、
ゲ
テ
ィ
ヒ
事
件
の
裁
判
官
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
実
証
主
義
的
に
ナ
チ
ス
の
法
律
に
忠
実
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
こ
の
論
文
の
時
点
で
は
こ
の
問
題
に
ほ
と
ん
ど
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る６

）。
ま
た
、
実

証
主
義
の
ゆ
え
に
ナ
チ
ス
の
不
法
に
対
す
る
感
覚
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
枉
法
の
故
意
を
も
た
な
か
っ
た
裁
判
官
と
、
な
お
不
法
に
対
す
る

感
覚
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
枉
法
の
故
意
の
あ
っ
た
裁
判
官
と
が
、
は
た
し
て
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
刑
法
理
論
か
ら
し
て
、
同
列
に
論
じ
ら
れ

う
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
が
後
の
論
文
に
お
い
て
は
あ
ら
わ
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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⑵

法
律
と
法
」

法
律
と
法
」
論
文
は
、
先
の
論
文
の
翌
年
一
九
四
七
年
一
月
に
、『
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
評
論
』
誌
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
基
本

的
な
趣
旨
は
「
法
律
的
不
法
」
論
文
と
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
後
の
い
く
つ
か
の
ナ
チ
ス
裁
判
を
取
り
上
げ
て
、
法
律
的
不
法
を
超

法
律
的
法
に
よ
っ
て
克
服
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
し
か
し
超
法
律
的
法
の
思
想
は
危
険
を
孕
む
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
用
は
「
二
度
と
経
験
し

た
く
な
い
よ
う
な
」

ま
っ
た
く
例
外
的
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
の
み
」
許
さ
れ
る７

）、
そ
し
て
正
義
と
法
的
安
定
性
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
容
易

に
解
消
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
論
文
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
財
産
没
収
に
関
す
る
ケ
ー
ス
、
逃
亡
兵
に
よ
る
警
察
官
射
殺
事
件
、
シ
ョ

ル
兄
妹
事
件
や
プ
ッ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
事
件
を
含
む
密
告
の
ケ
ー
ス
、
そ
し
て
司
法
殺
人
の
ケ
ー
ス
、
医
療
殺
人
の
ケ
ー
ス
、
最
後
に
エ
ル
ツ

ベ
ル
ガ
ー
殺
人
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
財
産
没
収
、
密
告
事
件
、
司
法
殺
人
事
件
、
そ
し
て
医
療
殺
人
事
件
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
の

判
決
が
「
超
法
律
的
法
」
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
ゲ
テ
ィ
ヒ
事
件
の
裁
判
官
の
ケ
ー
ス
は
、
当
時
の
ナ
チ
ス
の
法
律
に
照
ら
し
て
も
判
決
は

違
法
で
あ
っ
た
た
め
、
超
法
律
的
法
に
依
拠
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る８

）。
こ
こ
で
は
こ
の
ケ
ー
ス
と
他
の
司
法
殺
人

の
ケ
ー
ス
の
取
り
扱
い
が
問
題
で
あ
る
。

ゲ
テ
ィ
ヒ
事
件
の
裁
判
官
に
つ
い
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
こ
こ
で
は
、
ゲ
テ
ィ
ヒ
の
行
為
が
「
当
時
妥
当
し
た
法
律
に
照
ら
し
て
も
内

乱
罪
で
は
な
か
っ
た
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
ゲ
テ
ィ
ヒ
に
対
す
る
死
刑
判
決
が
「
司
法
殺
人
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
た
こ
と
を
明
記
し
て
い

る
。
そ
し
て
、

当
時
の
ま
た
そ
れ
に
続
く
数
年
間
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
や
高
等
裁
判
所
が
当
時
の
指
導
者
に
対
す
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
中

傷
や
侮
辱
を
さ
え
内
乱
罪
と
み
な
し
て
、
こ
れ
を
処
罰
し
て
い
た
と
し
て
も
、
…
当
該
高
等
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
他
の
裁
判
所
の
何
ら
か

の
先
決
例
に
で
は
な
く
、
当
該
法
律
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
判
決
の
一
部
を
引
用
し
て
い
る９

）。
つ
ま
り
、
ゲ
テ
ィ
ヒ
事
件

裁
判
官
は
ナ
チ
ス
の
法
律
に
す
ら
従
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
も
は
や
法
律
へ
の
忠
実
を
要
求
す
る
実
証
主
義
に
よ
っ
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て
造
形
さ
れ
た
裁
判
官
と
は
み
な
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
続
け
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
こ
の
司
法
殺
人
で
有
罪
と
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
っ
た
ケ
ー
ス
で
は
な
く
、
実
際
に
司
法
殺
人
の
ゆ

え
に
有
罪
と
さ
れ
た
ケ
ー
ス
、
つ
ま
り
「
た
ん
に
正
義
に
反
す
る
だ
け
で
な
く
犯
罪
的
で
あ
る
よ
う
な
法
律
に
依
拠
し
て
、
そ
れ
に
従
っ
て

判
決
を
下
し
」
た
と
さ
れ
る
裁
判
官
た
ち
の
ケ
ー
ス
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
枉
法
の
成
立
の
可
能
性
に
つ
い
て
触
れ
て
い

る
の
で
あ
る10

）。

こ
れ
﹇
ザ
ク
セ
ン
州
検
事
総
長
の
起
訴
状
の
見
解
﹈
に
従
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
法
律
に
基
づ
く
死
刑
判
決
は
殺
人
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自

身
死
刑
を
も
っ
て
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
付
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
裁
判
官
の
責
任
が
同
時
に
証
明
さ
れ
え
た

と
き
だ
け
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
判
決
の
ゆ
え
に
処
罰
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
判
決
が
同
時
に
枉
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
す
る
か
ら
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
枉
法
は
違
法
性
の
意
識
（d
a
s B

ew
u
ß
tsein

 
d
er R

ech
tsw

id
rig
k
eit

）
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
実
証
主
義
的
な

訓
練
を
受
け
た
裁
判
官
は
、
法
律
が
き
わ
め
て
邪
悪
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
法
律
に
無
条
件
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
に

違
い
な
い
と
す
れ
ば
、
法
律
的
不
法
は
不
法
の
意
識
（U

n
rech

tsb
ew
u
ß
tsein

）
な
し
に
実
現
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
数
十
年
の
間

争
わ
れ
る
こ
と
な
く
支
配
し
て
き
た
実
証
主
義
は
、
支
配
的
な
教
義
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
て
い
た
裁
判
官
た
ち
に
責
任
を
帰
し
て
（zu

m
 

S
ch
a
d
e d

er R
ich
ter

）、
突
然
、
否
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。」

こ
こ
で
も
た
し
か
に
枉
法
の
成
立
の
条
件
が
、
そ
し
て
裁
判
官
の
免
責
の
可
能
性
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
も
、

法

律
的
不
法
」
論
文
と
同
様
に
、
一
方
で
実
証
主
義
に
責
任
を
帰
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
実
証
主
義
的
な
（
形
式
法
学
的
な
）
対
応
を
維
持

す
る
こ
と
の
必
要
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
議
論
の
ト
ー
ン
が
「
法
律
的
不
法
」
論
文
と
は
い
く
ぶ
ん
異
な
っ
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
こ
と
は
注
意
に
値
す
る
。
こ
こ
で
は
、
実
証
主
義
に
よ
る
指
導
の
ゆ
え
に
、

法
律
的
不
法
」
が
「
不
法
の
意
識
な
し
」
に
生

起
す
る
と
い
う
一
種
の
パ
ラ
ド
ク
ス
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

問
題
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
第
一
に
、
ゲ
テ
ィ
ヒ
事
件
の
裁
判
官
は
上
記
の
よ
う
に
実
証
主
義
に
よ
っ
て
造
形
さ
れ
た
裁
判
官
と
は
も
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は
や
い
え
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
実
証
主
義
に
よ
っ
て
造
形
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
裁
判
官
た
ち
は
場
合
に
よ
っ
て
は
免
責
可
能
性
が
あ

る
か
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
「
緊
急
避
難
」
の
弁
明
の
可
能
性
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
弁
明
に
訴
え
る
と

考
え
ら
れ
る
場
合
も
含
め
て
考
え
る
と
、
司
法
殺
人
の
罪
に
問
わ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
裁
判
官
の
類
型
は
少
な
く
と
も
三
つ
あ
る
こ
と
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
ゲ
テ
ィ
ヒ
事
件
の
裁
判
官
の
よ
う
に
、
ナ
チ
ス
の
法
律
に
す
ら
忠
実
で
な
く
、
実
証
主
義
的
と
は
い
え
な
い
裁

判
官
、
第
二
に
、
実
証
主
義
に
よ
っ
て
造
形
さ
れ
て
い
る
た
め
、
枉
法
の
意
識
を
も
た
ず
に
、
不
法
な
法
律
を
適
用
す
る
裁
判
官
、
そ
し
て

第
三
に
、
枉
法
の
意
識
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
免
責
の
た
め
に
は
「
緊
急
避
難
」
に
訴
え
る
し
か
な
い
裁
判
官
で
あ
る11

）。

そ
し
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
い
ま
や
第
一
類
型
の
裁
判
官
に
つ
い
て
は
免
責
の
可
能
性
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

ラ
ー
ト
ブ
ル

フ
・
テ
ー
ゼ
」
は
「
免
責
テ
ー
ゼ
」
だ
と
す
る
論
者
の
う
ち
に
も
、
こ
の
類
型
の
裁
判
官
だ
け
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
も
免
責
で
き
な
い
と
し
て

い
る
の
だ
と
推
測
す
る
も
の
も
あ
る12

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
類
型
及
び
第
三
類
型
の
裁
判
官
は
免
責
の
可
能
性
が
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

だ
が
、
果
た
し
て
本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
関
わ
る
も
う
一
つ
の
問
題
は
、

法
律
的
不
法
」
論
文
で
「
故
意
」
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
こ
こ
で
は
「
違
法
性
の
意
識
」

あ
る
い
は
「
不
法
意
識
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
単
純
な
言
い
換
え
の
よ
う
に
み
え
る
。
だ
が
、

故
意
」
を
「
違
法
性
の
意
識
」
と
直
ち
に
同
一
視
し
う
る
か
ど
う
か
は
、
一
つ
の
問
題
で
あ
る
。
刑
法
学
者
と
し
て
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が

こ
の
点
に
つ
い
て
敏
感
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。

法
律
と
法
」
論
文
は
医
療
殺
人
の
ケ
ー
ス
に
も
触
れ
て
い
る

が
、
医
療
殺
人
の
ケ
ー
ス
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
別
の
論
文
で
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
こ
の
故
意
と
違
法
性
の
意
識
を
め
ぐ
る
論
点
を
検
討

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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⑶

医
療
殺
人
事
件
判
決
評
釈

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、

法
律
的
不
法
」
論
文
や
「
法
律
と
法
」
な
ど
の
よ
う
に
タ
イ
ト
ル
を
付
し
た
論
文
で
戦
後
裁
判
判
決
に
つ
い
て
論

評
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、『
南
ド
イ
ツ
法
曹
雑
誌
』
な
ど
に
い
く
つ
か
の
戦
後
裁
判
判
決
に
つ
い
て
評
釈
を
書
い
て
い
る13

）。
一
九
四
七
年

八
月
一
二
日
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
高
等
裁
判
所
判
決
に
つ
い
て
の
評
釈
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
い
わ
ゆ
る
「
安
楽
死
」
事
件
、
す

な
わ
ち
一
九
三
九
年
九
月
一
日
の
ヒ
ト
ラ
ー
の
手
紙
に
よ
る
命
令
に
基
づ
い
て
同
年
十
月
か
ら
一
九
四
一
年
八
月
に
か
け
て
「
安
楽
死
」
の

名
称
の
も
と
に
実
施
さ
れ
た
障
害
者
殺
害
事
件
に
関
す
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

判
決
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
手
紙
は
そ
も
そ
も
法
律
の
形
式
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
、

安
楽
死
」
の
合
法
性
を
否
定
し
、
そ
の
措

置
を
施
し
た
医
師
を
殺
人
に
つ
き
有
罪
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
判
決
で
は
医
師
の
行
為
を
有
罪
と
す
る
た
め
に
「
法
律
的
不
法
」
論

に
と
く
に
依
拠
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
医
師
た
ち
の
責
任
を
検
討
す
る
と
き
に
は
な
お
「
法
律

的
不
法
」
論
が
必
要
に
な
る
は
ず
だ
と
し
て14

）、
故
意
に
違
法
性
の
意
識
が
必
要
か
ど
う
か
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
医
師
た
ち
は
ヒ
ト

ラ
ー
の
手
紙
に
よ
る
命
令
を
法
律
と
み
な
し
、
こ
れ
に
基
づ
く
「
安
楽
死
」
措
置
は
合
法
だ
と
信
じ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
違

法
性
の
意
識
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
故
意
が
阻
却
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
こ
の
可
能
性
を
否
定
す
る
。
故
意
に
違
法
性
の
意
識
が
必
要
だ
と
い
う
見
解
は
、
法
の
「
原
形
式
」

U
rfo
rm

）
を

命
令
に
み
る
こ
と
に
基
づ
く
。
こ
の
「
法
命
令
説
」

d
ie im

p
era

tiv
e R

ech
tsa
u
ffa
ssu

n
g

）
に
よ
れ
ば
、
故
意
は
こ
の
命
令
に
明
示
的

に
違
背
す
る
意
思
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
し
か
し
法
の
命
令
性
は
そ
の
第
二
次
的
な
形
式
に
す
ぎ
ず
、
法

の
原
形
式
は
む
し
ろ
「
評
価
規
範
」

B
ew
ertu

n
g
sn
o
rm

）、
す
な
わ
ち
「
一
定
の
行
為
態
様
を
不
正
で
反
社
会
的
と
宣
言
す
る
立
法
権
の

価
値
判
断
」
で
あ
る
。

不
法
は
、
そ
れ
が
禁
止
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
不
法
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
不
法
で
あ
る
が
ゆ
え
に
禁
止
さ
れ
る
」

の
だ
か
ら
で
あ
る
。

法
の
こ
の
原
形
式
に
基
づ
く
責
任
論
は
故
意
に
違
法
性
の
意
識
を
求
め
る
必
要
は
な
い15

）」。
こ
う
し
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
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フ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る16

）。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
立
法
者
が
反
社
会
的
で
不
正
で
あ
る
と
判
断
し
て
、
法
律
の
構
成
要
件
に
規
定
し
た
行
為
の
特
性
を
、
行
為
者
が
そ

の
行
為
を
遂
行
す
る
際
に
認
識
し
て
い
た
場
合
、
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
、
彼
の
為
し
た
こ
と
を
認
識
し
、
か
つ
彼
の
為
し
た
こ
と
が
立
法

者
と
同
じ
観
点
の
も
と
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
事
実
の
錯
誤
に
も
包
摂
の
錯
誤
に
も
陥
っ
て
い
な
か
っ
た
場
合

は
、
そ
れ
だ
け
で
故
意
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
行
為
者
が
、
そ
の
行
為
が
立
法
者
の
意
図
に
よ
っ
て
不
正
あ
る
い
は
反
社
会
的
と
特

徴
づ
け
ら
れ
る
特
性
を
も
つ
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
、
そ
の
行
為
の
不
正
で
反
社
会
的
な
性
格
を
知
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
っ
そ

う
悪
い
（u

m
 
so
 
sch

lim
m
er

）

そ
の
よ
う
な
法
盲
目
性
（R

ech
tsb
lin
d
h
eit

）
は
、
こ
の
判
決
も
承
認
し
て
い
る
と
お
り
、
故
意

を
排
除
し
な
い
の
で
あ
る
。」

こ
の
論
旨
は
明
快
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
少
し
検
討
を
必
要
と
す
る
。
第
一
文
に
よ
れ
ば
、
た
し
か
に
、
行
為
者
が
自
己
の
行
為
に

つ
い
て
そ
れ
が
法
律
に
お
い
て
違
法
（
反
社
会
的
で
不
正
）
と
さ
れ
て
い
る
特
性
（
法
益
侵
害
性
な
ど
）
を
認
識
し
て
お
り
、
そ
の
点
に
つ

い
て
事
実
の
錯
誤
も
包
摂
の
錯
誤
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
違
法
で
あ
る
こ
と
の
認
識
は
な
く
と
も
、
故
意
が
成
立
す
る
。
し
か
し
、
第
二
文

及
び
第
三
文
か
ら
す
れ
ば
、
違
法
性
の
意
識
が
必
要
で
な
い
と
い
う
の
は
、
行
為
の
違
法
と
さ
れ
る
特
性
を
認
識
し
て
い
れ
ば
、
そ
こ
に
は

同
時
に
そ
れ
が
違
法
で
あ
る
こ
と
の
認
識
も
通
常
は
伴
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
第
三
文
に
い
う
「
法
盲
目
性
」
は
、
こ

の
通
常
は
伴
う
は
ず
の
違
法
性
の
認
識
が
ま
っ
た
く
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
違
法
性
の
認
識
は

二
義
的
と
な
っ
て
い
る
。
故
意
の
成
立
に
必
要
で
は
な
い
と
さ
れ
る
違
法
性
の
意
識
と
、
故
意
の
成
立
に
必
要
な
行
為
特
性
の
認
識
に
通
常

は
伴
う
で
あ
ろ
う
違
法
性
の
認
識
で
あ
る
。
こ
の
違
法
性
の
意
識
又
は
認
識
の
二
義
性
は
、
後
で
見
る
よ
う
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
故
意
論

に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
こ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
問
題
と
し
た
の
は
、
医
師
た
ち
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
命
令
を
有
効
な
法
律
と
誤
認
し
た
、
つ
ま
り
正

当
化
事
由
が
存
在
す
る
と
い
う
錯
誤
に
陥
っ
て
い
た
と
主
張
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
錯
誤
は
た
し
か
に
、
故
意
が

（法政研究79-１･２- ）14 14
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阻
却
さ
れ
う
る
事
実
の
錯
誤
で
は
な
く
、
故
意
を
阻
却
し
な
い
法
の
錯
誤
で
あ
ろ
う17

）。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
法
の
錯
誤
は
単
純
な
法
の
不
知

で
は
な
く
、
不
法
で
あ
る
法
律
（
実
際
は
命
令
）
を
有
効
な
法
だ
と
誤
認
し
た
と
い
う
錯
誤
で
あ
る
。
こ
の
誤
認
は
「
法
律
は
法
律
だ
」
と

す
る
実
証
主
義
の
見
解
に
基
づ
く
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う18

）。

さ
て
、
こ
の
医
療
殺
人
事
件
判
決
評
釈
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
司
法
殺
人
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
別
様
の
見
方
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
つ
ま
り
、
上
記
の
「
法
律
と
法
」
論
文
に
お
け
る
司
法
殺
人
の
裁
判
官
、
し
か
も
実
証
主
義
に
よ
る
訓
練
の
ゆ
え
に
「
違
法
性
の
意

識
」
を
も
た
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
裁
判
官
も
、
そ
の
故
意
を
阻
却
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、

法
律
的

不
法
」
論
文
で
言
及
さ
れ
た
裁
判
官
（
実
際
に
は
ゲ
テ
ィ
ヒ
事
件
の
裁
判
官
で
あ
り
、
実
証
主
義
的
で
す
ら
な
か
っ
た
裁
判
官
で
あ
る
が
）

は
法
盲
目
的
な
の
で
あ
っ
て
、
な
お
さ
ら
故
意
を
否
定
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
司
法
殺
人
の
ケ
ー
ス
に
関
す
る
論
文

の
時
点
と
こ
の
医
療
殺
人
事
件
判
決
評
釈
の
時
点
で
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
故
意
論
が
変
容
し
た
の
だ
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な

い
（
も
っ
と
も
わ
ず
か
１
年
程
の
開
き
し
か
な
い
が
）。
ま
た
、
司
法
殺
人
の
ケ
ー
ス
と
医
療
殺
人
の
ケ
ー
ス
で
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
異
な

る
取
扱
い
を
し
て
い
る
可
能
性
も
な
く
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
を
確
認
す
る
た
め
に
、
ま
ず
刑
法
学
者
と
し
て
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
故
意
論

に
遡
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
G
esetzlich

es U
n
rech

t u
n
d Ü

b
erg

esetzlich
es R

ech
t,
G
R
G
A
 
3,
88f.

２
）

ib
id
.,
90f.

３
）

ib
id
.,
87f.

４
）

ib
id
.,
91f.

５
）

ib
id
.,
90,

93.

６
）

も
っ
と
も
、
別
稿
（

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
」）
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
と
っ
て
の
「
実
証
主
義
」
は
、
た
ん
に
法

律
へ
の
忠
実
を
要
求
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
法
の
妥
当
根
拠
を
恣
意
的
と
な
り
う
る
権
力
に
求
め
る
こ
と
と
な
る
教
説
（
法
の
権
力
理

論
）
を
意
味
す
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
ゲ
テ
ィ
ヒ
事
件
の
裁
判
官
も
実
証
主
義
的
訓
育
の
産
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
本
文
で
提
起
し
た
問
い
は
、
（79-１･２- ）15 15
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実
証
主
義
を
法
律
へ
の
忠
実
を
要
求
す
る
教
説
と
い
う
側
面
に
限
定
し
た
と
き
に
生
じ
る
問
題
で
あ
る
。
以
下
、
と
く
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
、
本
稿
で
は

「
実
証
主
義
」
を
こ
の
意
味
で
用
い
る
。

７
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
G
esetz u

n
d R

ech
t,
G
R
G
A
 
3,
99.

８
）

ib
id
.,
97.

９
）

ib
id
.

10
）

ib
id
.,
97f.

11
）

青
井
「
実
証
主
義
伝
統
の
謎
」
三
六
頁
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
描
く
ナ
チ
ス
期
の
裁
判
官
像
を
、D

es R
eich

sju
stizm

in
isteriu

m
s R

u
h
m
 
u
n
d

 
E
n
d
e.
Z
u
m
 
N
u
rn
b
erg

er Ju
risten

-P
ro
zess,

in S
JZ 3

(1948),
G
R
G
A
 
8,
258

268

や

E
n
tw
u
rf ein

es N
a
ch
w
o
rts zu

r
“R
ech

tsp
h
ilo
so
-

p
h
ie”,

in G
.R
a
d
b
u
rch

(h
rsg

.
v
.
R
.D
reier /S

.L
.P
a
u
lso
n
),
R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,
2003

な
ど
に
よ
り
、
消
極
協
力
型
、
積
極
加
担
型
、
良
心
型
の

三
つ
に
分
け
て
い
る
。
こ
の
分
類
は
本
稿
の
そ
れ
と
は
若
干
異
な
る
。
積
極
加
担
型
は
本
稿
の
第
一
類
型
に
、
消
極
協
力
型
は
第
三
類
型
に
お
お
よ
そ
該

当
す
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ナ
チ
ス
期
に
裁
判
官
で
あ
り
つ
つ
ナ
チ
ス
に
抵
抗
し
た
と
み
ら
れ
る
良
心
型
は
本
稿
の
分
類
に
は
含
ま
れ
な
い
。

D
es R

eich
sju
stizm

in
isteriu

m
s R

u
h
m
 
u
n
d E

n
d
e

は
、
ナ
チ
ス
司
法
大
臣F

.S
ch
leg
elb
erg

er

に
対
す
る
裁
判
の
中
で
明
か
に
な
っ
た
こ
と
と
し

て
、S

ch
leg
elb
erg

er

が
、
内
心
に
お
い
て
ナ
チ
ス
か
ら
転
向
し
て
、
司
法
大
臣
に
と
ど
ま
り
つ
つ
不
法
の
苛
酷
さ
を
阻
止
し
よ
う
と
努
力
し
な
が
ら

も
、
次
第
に
押
し
切
ら
れ
て
い
く
悲
劇
的
な
経
緯
を
描
い
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
論
文
の
最
後
で
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
判
決
文
を
引
用
し
て
、

裁
判
官
の

独
立
と
い
う
理
想
を
維
持
し
、
一
定
の
中
立
性
と
抑
制
を
も
っ
て
判
決
を
下
し
た
裁
判
官
」
も
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
て
い
る
（G

R
G
A
 
8,
268

）。
こ
う

し
た
裁
判
官
は
た
し
か
に
良
心
型
に
属
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
本
稿
の
第
二
類
型
は
消
極
協
力
型
に
属
す
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
消
極

協
力
型
が
ナ
チ
ス
の
不
法
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
疑
念
を
も
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
と
は
や
や
異
な
る
。
本
稿
の
挙
げ
る
第
二
類
型
は
、

法
律
的

不
法
」
論
文
や
「
法
律
と
法
」
論
文
な
ど
に
お
け
る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
実
証
主
義
の
ゆ
え
に
ナ
チ
ス
法
律
に
忠
実
で
あ
っ
て
、
そ
の

不
法
に
つ
い
て
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
れ
に
基
づ
い
て
自
分
の
下
す
判
決
の
不
法
に
つ
い
て
、
疑
念
を
抱
く
こ
と
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
類
型
で
あ

る
。

12
）

cf.
S
.L
.P
a
u
lso
n
,
L
o
n L

.
F
u
ller,

G
u
sta
v R

a
d
b
ru
ch
,
a
n
d th

e
“p
o
sitiv

ist”
T
h
eses,

341.

ポ
ー
ル
ソ
ン
は
、
ゲ
テ
ィ
ヒ
事
件
で
死
刑
判

決
を
下
し
た
裁
判
官
の
よ
う
に
、
法
と
法
律
を
枉
げ
て
恣
意
的
な
権
力
に
仕
え
る
「
無
制
約
な
法
実
証
主
義
」

o
p
en
 
leg
a
l p

o
sitiv

ism

）
に
依
拠
す

る
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
も
免
責
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
の
だ
と
み
て
い
る
。

13
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
A
n
m
erk

u
n
g
:
N
eb
en d

er E
n
tsch

eid
u
n
g d

es K
a
m
m
erg

erich
ts u

b
er d

ie E
u
th
a
n
a
sie ist d

ie v
o
rlien

g
ed
e E

n
t-

sch
eid
u
n
g d

ie erste,
d
ie sich m

it d
em
 
A
n
sta
ltsm

o
rd b

efa
ß
t,:
O
L
G F

ra
n
k
fu
rt /M

a
in U

rteil v
o
m
 
12.8.1947,

in S
JZ 2

(1947),
G
R
G
A

 
8,
347

351

（
以
下A

n
m
erk

u
n
g

と
略
記
す
る
）;d

ers.,
D
es R

eich
sju
stizm

in
isteriu

m
s R

u
h
m
 
u
n
d
 
E
n
d
e:
Z
u
m
 
N
u
rn
b
erg

er Ju
risten

-
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P
ro
zess,

in S
JZ 3

(1948),
G
R
G
A
 
8,
258

268.

14
）

G
.R
a
d
b
u
ru
ch
,
A
n
m
erk

u
n
g
,
G
R
G
A
 
8,
348.

15
）

ib
id
.,
348f.

16
）

ib
id
.,
349.

17
）

な
お
、
こ
こ
で
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
「
包
摂
の
錯
誤
」
が
故
意
を
阻
却
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
三
節
注

16
）

参
照
。

18
）

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
実
証
主
義
は
た
ん
に
法
律
家
だ
け
で
な
く
、
国
民
を
も
無
防
備
に
し
た
と
述
べ
て
い
た
。G

.R
a
d
b
ru
ch
,
F
u
n
f
 
M
in
u
ten

 
R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

G
R
G
A
 
3,
78.

３

故
意
と
違
法
性
の
意
識

周
知
の
と
お
り
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
法
哲
学
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
刑
法
学
者
で
あ
っ
た
。
判
事
試
補
に
な
っ
た
後
、
一
時
休
暇
を
と
っ

て
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
Ｆ
・
ｖ
・
リ
ス
ト
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
参
加
し
て
研
究
を
続
け１

）、
一
九
〇
二
年
に
、
リ
ス
ト
が
監
修
し
た
シ
リ
ー
ズ
で
刑

法
の
論
文
を
公
刊
し
て
い
る２

）。
ま
た
、
一
九
〇
四
年
に
は
行
為
概
念
に
関
す
る
著
書
と
責
任
概
念
に
関
す
る
論
文
を
公
表
し
て
い
る３

）。
戦
間

期
に
お
け
る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
責
任
論
に
関
す
る
、
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
資
料
は
、
一
九
二
二
年
に
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
司
法
大
臣
で

あ
っ
た
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
議
会
に
上
呈
し
た
（
し
か
し
成
立
し
な
か
っ
た
）
刑
法
改
正
草
案
と
そ
れ
に
付
さ
れ
た
解
説
で
あ
る４

）。
そ
こ
で
は
、

当
時
の
議
論
を
考
慮
し
て
、
故
意
に
違
法
性
の
意
識
を
含
め
る
見
解
が
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
い

わ
ゆ
る
故
意
説
に
端
的
に
立
っ
て
い
た
と
み
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
一
九
二
八
年
の
論
文５

）に
は
、
故
意
と
社
会
的
反
価
値
性
の
意
識
に
関
す

る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
独
自
の
議
論
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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⑴

刑
法
改
正
草
案
に
お
け
る
故
意
論

一
九
〇
四
年
の
責
任
概
念
に
関
す
る
論
文
（Ü

b
er d

en S
ch
u
ld
b
eg
riff

）
は
、
後
の
分
類
で
規
範
的
責
任
論
と
対
比
さ
れ
る
心
理
的
責

任
論
に
属
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る６

）。
た
し
か
に
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
故
意
及
び
過
失
と
い
う
二
つ
の
「
責
任
形
式
」

を
行
為
者
の
心
的
状
態
と
捉
え
、
責
任
概
念
に
し
ば
し
ば
混
入
さ
せ
ら
れ
て
い
る
異
質
な
要
素
（
行
為
、
責
任
能
力
、
違
法
性
）
を
除
去
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
行
為
結
果
の
行
為
者
の
心
的
状
態
へ
の
「
帰
責
」

Z
u
rech

n
u
n
g

）
と
し
て
純
化
し
よ
う
と
試
み
て
い
る７

）。
ま

ず
、
へ
ー
ゲ
ル
派
刑
法
理
論
で
は
、
行
為
は
つ
ね
に
意
思
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
「
故
意
な
き
行
為
」
と
い
っ
た
概
念
は
形
容

矛
盾
と
し
て
斥
け
ら
れ
、
行
為
と
故
意
と
し
て
の
責
任
は
区
別
さ
れ
な
い
が
、
こ
の
責
任
概
念
で
は
行
為
結
果
へ
の
意
思
が
欠
如
し
て
い
る

過
失
を
説
明
で
き
な
い
し
、
心
的
状
態
か
ら
行
為
を
経
て
行
為
結
果
に
い
た
る
因
果
関
係
と
帰
責
関
係
を
区
別
し
え
な
い
と
し
て
、
行
為
と

責
任
を
区
別
す
る８

）。
次
に
、
責
任
概
念
か
ら
責
任
能
力
が
除
去
さ
れ
る
。
責
任
無
能
力
者
や
制
限
責
任
能
力
者
も
心
的
状
態
と
し
て
の
故
意

を
も
ち
う
る
よ
う
に
、
責
任
能
力
の
概
念
は
事
実
的
な
心
的
状
態
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
法
的
な
評
価
に
よ
る
概
念
だ
か
ら
で
あ
る９

）。
さ

ら
に
、
心
理
的
責
任
概
念
に
と
っ
て
も
難
点
の
一
つ
と
さ
れ
る
過
失
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
不
注
意
の
心
的
状
態
と
こ
の
不
注
意
に
つ
い
て

の
評
価
（
違
法
性
）
と
を
（
現
実
に
は
分
離
で
き
な
い
と
し
て
も
）
概
念
的
に
区
別
し
て
、
違
法
性
の
側
面
を
心
的
状
態
と
し
て
の
過
失
、

し
た
が
っ
て
ま
た
責
任
概
念
一
般
か
ら
除
去
し
よ
う
と
し
て
い
る10

）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
故
意
と
過
失
を
純
粋
に
心
的
状
態

と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
文
で
は
故
意
と
錯
誤
や
違
法
性
の
意
識
の
関
係
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
刑
法
改
正
草
案
公
表
の
翌
年
（
一
九
二
三
年
）
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
国
家
学
及
び
経
済
学
に
関
す
る
概
説
書
の
第
三
巻
に
、

刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
概
論
を
書
い
て
い
る11

）。
そ
こ
で
は
、
犯
罪
は
「
責
任
能
力
者
の
、
有
責
で
、
違
法
で
、
可
罰
的
な
行
為
」
と
定
義

さ
れ
て
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
つ
い
て
簡
単
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。
責
任
に
関
し
て
は
、
故
意
の
三
つ
の
種
類
（

意
図
」

A
b
sich

t

）、

直
接
的
故
意
」

d
irek

ter V
o
rsa

tz

）、

未
必
の
故
意
」

ev
en
tu
eller V

o
rsa

tz,
d
o
lu
s ev

en
tu
a
lis

）
と
、
過
失
の
二
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つ
の
種
類
（

意
識
的
過
失
」
と
「
無
意
識
的
過
失
」）
の
説
明
が
な
さ
れ
た
後
、
錯
誤
の
問
題
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
錯
誤
に
つ
い
て
、

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
古
典
的
な
見
解
に
従
っ
て
、
事
実
の
錯
誤
と
法
の
錯
誤
を
区
別
し
て
、
前
者
（
結
果
又
は
構
成
要
件
該
当
事
実
に
つ
い

て
の
錯
誤
）
は
故
意
を
阻
却
す
る
が
、
法
の
錯
誤
は
原
則
と
し
て
故
意
を
阻
却
し
な
い
こ
と
（
例
外
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
戦
時
命

令
な
ど
で
あ
る
）
に
触
れ
た
後
、
さ
ら
に
違
法
性
阻
却
事
由
（
た
と
え
ば
正
当
防
衛
）
の
事
実
状
況
に
つ
い
て
の
錯
誤
は
事
実
の
錯
誤
で
あ

る
が
、
違
法
性
阻
却
事
由
の
範
囲
に
つ
い
て
の
錯
誤
（
包
摂
あ
る
い
は
当
て
は
め
の
錯
誤
）
は
法
の
錯
誤
で
あ
っ
て
故
意
を
阻
却
し
な
い
こ

と
を
注
記
し
て
い
る12

）。
こ
こ
で
は
、
故
意
と
錯
誤
や
違
法
性
の
意
識
の
関
係
に
関
す
る
当
時
の
議
論
状
況
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
ら
れ
て
お

ら
ず
、
入
門
的
な
記
述
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
二
二
年
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
改
正
草
案
一
三
条
は
錯
誤
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る13

）。

錯
誤
に
よ
っ

て
行
為
者
が
そ
の
行
為
の
不
許
可
性
（d

a
s U

n
erla

u
b
te

）
を
認
識
し
え
な
か
っ
た
と
き
は
、
故
意
の
犯
行
と
し
て
は
処
罰
し
な
い
。
錯

誤
が
過
失
に
よ
る
と
き
は
、
過
失
に
よ
る
行
為
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。」

改
正
の
対
象
と
な
る
一
八
七
一
年
の
ラ
イ
ヒ
刑
法
の
錯
誤
の
規
定
（
五
九
条
）
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た14

）。

可
罰
的
行
為
の
実
行
に
際
し

て
、
法
律
の
構
成
要
件
に
属
す
る
又
は
そ
の
可
罰
性
を
加
重
す
る
事
実
状
況
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
状
況
を
行
為
者
の
責
に
帰
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
規
定
は
、
過
失
に
よ
る
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
不
知
そ
の
も
の
が
過
失
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
か
ぎ

り
、
適
用
す
る
。」

明
白
な
相
違
は
、
ラ
イ
ヒ
刑
法
の
規
定
が
「
事
実
状
況
」
の
錯
誤
だ
け
を
故
意
阻
却
事
由
と
し
て
挙
げ
る
の
に
対
し
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ

の
草
案
は
「
行
為
の
不
許
可
性
」
と
い
う
用
語
で
規
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
実
際
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
草
案
の
解
説
で
故
意
阻
却
事
由
を

事
実
の
錯
誤
に
限
定
し
な
い
趣
旨
で
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
明
記
し
て
い
る
。
責
任
原
理
の
貫
徹
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

今
後
は
、

故
意
の
犯
行
に
よ
る
処
罰
は
、
事
実
の
錯
誤
だ
け
で
な
く
、
法
の
錯
誤
に
よ
っ
て
、
行
為
者
が
そ
の
行
為
の
不
許
可
性
を
認
識
し
え
な
か
っ

た
場
合
に
も
、
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
現
行
法
に
つ
い
て
は
た
だ
少
数
説
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
学
説
、
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す
な
わ
ち
故
意
に
は
違
法
性
の
意
識
が
含
ま
れ
る
と
い
う
学
説
が
、
本
質
的
な
点
で
草
案
に
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る15

）。」

こ
こ
で
は
明
ら
か
に
故
意
に
は
違
法
性
の
意
識
が
含
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
少
数
説
」
は
カ
ー
ル
・
ビ
ン
デ
ィ
ン

グ
ら
の
「
故
意
説
」
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
を
そ
の
ま
ま
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
自
身
が
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
を
示

す
の
か
ど
う
か
は
不
確
定
で
あ
る
。
ま
ず
、
改
正
案
法
文
は
「
認
識
し
え
な
か
っ
た
と
き
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

認
識
し
て
い
な

か
っ
た
と
き
」
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
不
許
可
性
を
認
識
す
る
こ
と
が
、
行
為
者
に
と
っ
て
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
要
求
し
て
い
る

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

本
質
的
な
点
で
」

w
esen

tlich

）
と
い
う
限
定
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
も
か
か
る
で
あ
ろ
う
。
指
摘
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
故
意
説
も
法
の
不
知
を
す
べ
て
責
任
阻
却
事
由
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
不
要
な
の
は
法
学
知

識
で
あ
っ
て
、
一
般
人
の
法
意
識
（

素
人
的
な
あ
て
は
め
」）
ま
で
不
要
と
し
た
わ
け
で
は
な
い16

）。
さ
ら
に
、
解
説
の
先
の
箇
所
に
続
け
て
、

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
草
案
で
は
故
意
や
過
失
に
つ
い
て
の
明
確
な
定
義
を
避
け
て
い
る
こ
と
、
そ
の
理
由
は
こ
れ
ら
の
概
念
の
内
容
や
メ
ル

ク
マ
ー
ル
に
つ
い
て
は
学
説
上
の
争
い
が
あ
る
た
め
に
、
法
律
に
よ
る
定
義
は
留
保
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
注
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら

す
れ
ば
、
法
の
錯
誤
に
よ
り
違
法
性
の
意
識
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
つ
ね
に
故
意
は
阻
却
さ
れ
る
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
か
ど
う
か

は
明
確
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

⑵

故
意
、
錯
誤
、
違
法
性
の
意
識
に
つ
い
て
の
戦
前
及
び
戦
後
の
議
論
状
況

一
八
七
一
年
の
ラ
イ
ヒ
刑
法
は
上
記
の
よ
う
に
事
実
の
錯
誤
に
つ
い
て
し
か
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
法
の
錯
誤
を
ど
の
よ
う
に
扱

う
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
一
九
五
二
年
三
月
一
八
日
（
「
違
法
性
の
意
識
」
判
決17

））
に
よ

れ
ば
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例
は
、
刑
罰
法
規
の
（stra

frech
tlich

）
錯
誤
と
非
刑
罰
法
規
の
（a

u
sserstra

-

frech
tlich

）
錯
誤
と
を
区
別
し
て
、
前
者
の
み
を
真
正
の
法
の
錯
誤
と
し
、
後
者
は
事
実
の
錯
誤
と
し
て
故
意
阻
却
事
由
に
含
め
て
い
た18

）。
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非
刑
罰
法
規
に
よ
る
禁
止
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
す
べ
て
の
者
に
そ
の
認
識
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
う
し
た
法
規
の
存
在
や
そ
の

適
用
範
囲
に
つ
い
て
誤
認
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
事
実
の
錯
誤
で
あ
る
と
み
な
し
う
る
の
に
対
し
て
、
刑
罰
法
規
に
お
け
る
禁
止
の

存
在
や
範
囲
に
つ
い
て
の
認
識
は
一
般
に
誰
に
対
し
て
も
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
そ
の
「
不
知
」
の
抗
弁
は
認
め
ら
れ
な
い

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
刑
法
上
の
犯
罪
の
故
意
に
違
法
性
の
意
識
を
含
め
る
必
要
は
な
い
。

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
こ
の
判
例
は
当
初
は
一
定
の
根
拠
を
も
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
が19

）、
社
会
生
活
の
変
化
と
と
も
に
一
般
的
な
倫
理
的
直
観

に
基
づ
か
な
い
立
法
も
増
え
て
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
法
学
者
か
ら
の
批
判
も
か
な
り
早
く
か
ら
出
て
き
て
い
た
。
刑
罰
法
規
の
錯
誤
と
非

刑
罰
法
規
の
錯
誤
の
区
別
は
論
理
的
な
も
の
で
は
な
い
た
め
恣
意
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
、
ま
た
刑
罰
法
規
の
錯
誤
が
責
任
を
問
え

な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
責
任
な
き
行
為
を
処
罰
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
が
、
そ
の
批
判
の
理
由
で
あ
っ
た
。
一
連
の
刑

法
改
正
論
議
の
な
か
で
も
こ
の
点
は
問
題
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
一
九
一
一
年
の
対
案
以
来
、
改
正
草
案
は
も
は
や
ラ
イ
ヒ
裁
判
所

の
判
例
に
は
従
っ
て
い
な
か
っ
た20

）。
つ
ま
り
、
刑
法
上
の
故
意
に
違
法
性
の
意
識
を
含
め
、
刑
罰
法
規
の
錯
誤
の
場
合
も
故
意
を
阻
却
す
る

可
能
性
を
認
め
る
議
論
が
現
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
草
案
も
こ
う
し
た
一
連
の
議
論
と
草
案
の
動
向
を
引
き
継
ぐ
も
の

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

と
は
い
え
、
こ
れ
で
問
題
は
片
付
い
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
刑
法
の
錯
誤
に
よ
り
違
法
性
の
意
識
が
な
か
っ
た
場
合
に
つ
ね
に
故

意
を
阻
却
す
る
と
考
え
る
べ
き
か
い
な
か
に
つ
い
て
は
な
お
議
論
の
余
地
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
今
日
の
刑
法
学
に
と
っ
て
は
周
知
の
議
論

で
あ
る
が
、
先
の
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
基
本
的
な
考
え
方
が
あ
る21

）。
一
つ
は
「
故
意
説
」

V
o
rsa

tzth
eo
rie

）
で

あ
り
、
違
法
性
の
意
識
を
故
意
の
明
示
的
な
要
件
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
故
意
説
で
は
、
刑
法
の
禁
止
の
錯
誤
に
よ
り
違
法
性
の
意
識
が
な

い
場
合
に
は
故
意
が
阻
却
さ
れ
、
錯
誤
が
過
失
に
よ
る
と
き
は
、
過
失
犯
の
処
罰
規
定
が
あ
る
場
合
に
の
み
処
罰
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、

責
任
説
」

S
ch
u
ld
th
eo
rie

）
は
、
故
意
を
行
為
故
意
と
し
て
、
違
法
性
の
意
識
を
故
意
と
は
区
別
さ
れ
た
独
立
の
責
任
要
素
と

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
責
任
説
に
よ
れ
ば
、
禁
止
の
錯
誤
に
よ
り
違
法
性
の
意
識
が
な
い
場
合
で
も
、
構
成
要
件
要
素
と
し
て
の
行
為
故
意
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が
直
ち
に
阻
却
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
責
任
が
な
い
場
合
は
責
任
が
阻
却
さ
れ
、
責
任
が
あ
る
場
合
に
は
減
刑
の
事

由
と
な
る22

）。

こ
の
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
に
よ
れ
ば
、
一
九
一
九
年
以
来
の
刑
法
改
正
草
案
で
は
、
草
案
に
よ
っ
て
ど
ち
ら
か
の
説
が
採
り
入
れ
ら
れ

て
お
り
、
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
。
一
九
四
五
年
以
降
の
戦
後
裁
判
の
判
決
で
も
ど
ち
ら
か
の
説
に
確
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い23

）。

学
説
で
は
す
で
に
責
任
説
が
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
一
九
五
二
年
の
こ
の
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
は
、
両
説
を
比
較
検
討

し
た
上
で
、
故
意
説
を
退
け
て
責
任
説
を
採
用
し
た
と
い
う
点
で
、
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
故
意
説
は
違
法
性
の
意
識
を
故
意
の
要
素

と
す
る
た
め
、
構
成
要
件
該
当
事
実
の
錯
誤
と
禁
止
の
錯
誤
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
取
り
扱
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
し
か
し
、
通
常
の
犯

罪
の
場
合
で
も
、
行
為
者
は
、
犯
行
時
に
激
情
に
か
ら
れ
て
い
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
自
己
の
行
為
の
違
法
性
を
意
識
し
て
い
な
い
こ
と
が

少
な
く
な
い
た
め
、
こ
の
点
を
説
明
す
る
た
め
に
け
っ
き
ょ
く
「
行
為
者
は
そ
の
行
為
の
違
法
性
を
意
識
し
て
い
た
」
と
い
う
「
明
白
な
心

理
学
的
事
態
に
反
す
る
認
定
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る24

）。
ま
た
、
故
意
説
で
は
、
禁
止
の
錯
誤
に
つ
い
て
責
任
が
あ
る
場
合
で
も
過

失
犯
の
規
定
が
な
け
れ
ば
処
罰
で
き
ず
、

刑
事
政
策
的
に
望
ま
し
く
な
く
、
ま
た
事
柄
か
ら
い
っ
て
も
正
当
と
は
い
え
な
い
、
可
罰
性
の

限
定
」
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る25

）。
こ
う
し
た
理
由
で
、
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
は
故
意
説
を
退
け
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
判
決
は
、
禁
止
の
錯
誤
に
つ
い
て
責
任
が
あ
る
か
い
な
か
の
判
断
基
準
を
、

推
定
可
能
な
」

zu
m
u
tb
a
r

）
又
は
「
あ
っ

て
当
然
の
」

g
eh
o
rig

）、

良
心
の
緊
張
」

G
ew
issen

sa
n
sp
a
n
n
u
n
g

）
の
有
無
及
び
程
度
に
求
め
て
い
る26

）。
行
為
者
が
行
為
時
に
推
定

可
能
な
良
心
の
緊
張
を
有
し
て
い
た
な
ら
ば
、
自
己
の
行
為
の
不
法
性
を
認
識
し
た
で
あ
ろ
う
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
つ
ま
り
違
法
性
の
意

識
の
可
能
性
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
禁
止
の
錯
誤
は
故
意
を
阻
却
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
基
準
が
道
徳
的
な
意
味
に
理
解
さ
れ

や
す
い
こ
と
に
つ
い
て
批
判
も
あ
る27

）が
、
責
任
説
そ
の
も
の
は
そ
の
後
の
一
九
六
九
年
改
正
刑
法
一
七
条
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
た
。
そ
こ

で
は
責
任
の
有
無
の
基
準
は
錯
誤
の
「
回
避
可
能
性
」
の
有
無
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

（法政研究79-１･２- ）22 22

論 説



⑶

一
九
二
八
年
の
論
文
に
お
け
る
故
意
論

右
に
み
た
よ
う
に
、
戦
前
お
よ
び
戦
後
し
ば
ら
く
の
間
、
故
意
に
違
法
性
の
意
識
を
含
め
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
は
見
解
の
相
違
が

あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
刑
法
改
正
草
案
は
故
意
説
に
立
っ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
こ
の
点

の
立
場
が
端
的
な
故
意
説
で
あ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
こ
と
は
、
責
任
形
式
と
心
理
学
に
関
す
る
一
九
二
八
年
の
論
文
に
窺
え
る
。

そ
こ
で
は
、
行
為
者
が
自
分
の
行
為
を
認
識
し
て
い
な
が
ら
、
し
か
も
認
識
し
て
い
な
い
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
事
態
が
考
察
の
対
象

と
な
っ
て
い
る28

）。
た
と
え
ば
、
イ
エ
ス
が
彼
を
十
字
架
に
か
け
る
者
た
ち
に
つ
い
て
神
に
祈
っ
た
言
葉
（

父
よ
、
彼
ら
を
許
し
て
く
だ
さ

い
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
が
行
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
す
か
ら
」）
が
示
す
事
例
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
の
戯
曲
『
聖
女
ジ
ョ
ウ

ン
』
に
お
い
て
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
を
火
刑
に
処
す
る
従
軍
司
祭
の
事
例
（
従
軍
司
祭
は
、
ジ
ャ
ン
ヌ
が
イ
ギ
リ
ス
軍
を
敗
北
さ
せ
え
た
の

は
魔
女
だ
か
ら
だ
と
し
て
、
火
刑
に
処
す
る
よ
う
強
く
主
張
す
る
が
、
実
際
に
ジ
ャ
ン
ヌ
が
火
刑
に
処
せ
ら
れ
る
様
子
を
見
て
、
激
し
く
後

悔
す
る
）、
そ
し
て
列
車
を
脱
線
さ
せ
て
追
い
剥
ぎ
を
は
た
ら
こ
う
と
し
た
浮
浪
少
年
た
ち
の
事
例
（
彼
ら
は
死
者
が
出
る
こ
と
も
予
想
し

た
が
、
実
際
に
列
車
が
脱
線
す
る
と
、
瀕
死
の
乗
客
の
恐
ろ
し
い
叫
び
声
に
恐
怖
し
て
、
物
を
と
る
こ
と
も
で
き
ず
に
そ
の
場
か
ら
遁
走
し

た
）
な
ど
で
あ
る
。

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
こ
れ
ら
の
事
例
を
表
層
／
深
層
の
心
理
学
的
構
造
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
者
に
お
い
て
は
、
自
己
の
行

為
に
つ
い
て
の
「
た
ん
に
悟
性
的
で
表
面
的
な
認
識
」
は
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

直
観
的
及
び
感
情
的
に
深
い
認
識
」
は
欠
如
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
事
例
は
「
法
益
を
侵
害
す
る
結
果
の
表
象
は
あ
っ
て
も
、
侵
害
さ
れ
た
法
益
の
価
値
に
関
す
る
感
情
が
欠
け
て
い

る
」
場
合
が
あ
り
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
事
態
は
法
益
侵
害
へ
の
意
思
の
欠
如
を
意
味
す
る
と
は
か
ぎ

ら
な
い
。
む
し
ろ
、

極
度
に
望
ま
し
く
な
い
心
の
動
き
に
対
し
て
」
自
己
を
閉
ざ
し
、
そ
れ
を
「
下
意
識
（U

n
terb

ew
u
ß
tsein

）
に
抑

圧
す
る
」
と
い
う
、
人
間
の
心
の
「
一
種
の
防
衛
反
応
（N

o
tw
eh
rstellu

n
g

）」
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
価
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値
感
情
を
伴
う
深
い
表
象
の
下
意
識
へ
の
抑
圧
は
、
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
に
「
と
く
に
強
い
犯
罪
的
意
思
」、
「
被
侵
害
法
益
に
対

す
る
高
度
の
無
頓
着
さ
」
の
結
果
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る29

）。

こ
の
よ
う
な
望
ま
し
く
な
い
衝
動
や
感
情
の
下
意
識
へ
の
「
抑
圧
」
と
い
う
心
理
的
機
制
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
第
一
次
世
界
大
戦
以
前

か
ら
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
学
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
た30

）。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
知
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

第
一
次
大
戦
前
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
時
代
か
ら
の
知
己
で
あ
っ
た
ヤ
ス
パ
ー
ス
を
通
し
て
知
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
「
素
朴
な
心
理
学
」
に
対
比
さ
れ
る
こ
う
し
た
新
し
い
心
理
学
の
知
見
は
責
任
論
に
も
影
響
を
与
え
る
。

こ
れ
ま
で
の
責
任
論
で
は
、
法
的
な
意
味
で
の
「
故
意
」
に
は
「
悟
性
的
で
表
面
的
な
認
識
」
だ
け
で
足
り
る
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
こ

の
認
識
が
構
成
要
件
の
側
面
だ
け
に
関
わ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
行
為
の
「
社
会
的
反
価
値
性
」

g
esellsch

a
ftlich

er U
n
w
ert

）
に

も
関
わ
る
の
か
は
問
わ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
右
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
、

明
確
に
意
思
に
導
か
れ
た
注
意
は
結
果
の
表
象
に
基
づ
い
て
い

る
に
も
関
わ
ら
ず
、『
意
図
』
は
直
観
的
及
び
感
情
的
に
深
い
認
識
を
意
味
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
」
し
、
『
認
識
が
あ
る
』

W
issen

tli-

ch
k
eit

）
場
合
で
も
、
ま
た
単
な
る
『
未
必
の
故
意
』
の
場
合
に
は
そ
れ
以
上
に
、
…
…
結
果
の
表
象
は
表
面
的
な
認
識
の
状
態
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
」
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
す
れ
ば
、

自
己
の
行
為
に
つ
い
て
の
認
識
の
深
浅
に
応
じ
て
故
意
に
も
程
度
の
相
違
が
あ
り
、

そ
の
度
合
は
故
意
の
三
つ
の
種
類
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
相
互
に
重
な
り
あ
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

行
為
や
結
果
か
ら
「
法
益
侵
害
に
対
す
る
行
為
者
の
無
頓
着
」
へ
の
「
逆
推
理
」
も
常
に
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
行
為
か
ら
行

為
者
の
人
格
と
そ
の
責
任
に
つ
ね
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る31

）。
し
た
が
っ
て
、
責
任
判
断
に
お
い
て
は
た

ん
に
故
意
又
は
過
失
を
み
る
だ
け
で
な
く
、
故
意
と
過
失
が
そ
の
徴
候
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
心
情
動
機
」

G
esin

n
u
n
g
sm
o
tiv

）
を
み
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る32

）。

し
か
し
、
さ
ら
に
犯
罪
行
為
に
現
れ
る
心
情
動
機
は
、
相
互
に
連
関
す
る
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
心
情
動
機
を
も
つ
人
格
に
由
来
す
る
の
で

あ
っ
て
、
後
者
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
責
任
判
断
の
方
向
を
「
行
為
か
ら
人
格
へ
」
で
は
な
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く
、

人
格
か
ら
行
為
へ
」
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
対
象
も
「
行
為
で
は
な
く
行
為
者
」
か
ら
、
さ
ら
に
「
行
為
者
で
は
な
く
人
間
」

へ
と
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
行
為
者
を
そ
の
個
別
の
行
為
に
よ
っ
て
判
断
し
て
、
そ
の
人
間
の
「
全
体
性
」

T
o
ta
lita

t

）
に
お

い
て
捉
え
る
の
で
な
け
れ
ば
、
有
罪
と
さ
れ
刑
罰
を
受
け
る
者
は
「
彼
が
為
し
た
こ
と
と
刑
罰
に
よ
っ
て
彼
に
課
せ
ら
れ
る
こ
と
と
の
間
の
、

我
々
が
不
正
義
と
呼
ぶ
、
不
整
合
」
を
感
じ
る
だ
ろ
う
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る33

）。

以
上
の
よ
う
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
こ
こ
で
は
責
任
を
行
為
結
果
の
「
全
体
性
に
お
け
る
人
間
」
と
し
て
の
行
為
者
へ
の
「
帰
責
」

Z
u
rech

n
u
n
g

）
と
捉
え
て
い
る
。
一
九
〇
四
年
の
心
理
的
責
任
論
が
な
お
個
々
の
行
為
に
お
け
る
心
的
状
態
へ
の
帰
責
を
問
題
に
し
て
い

た
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の
責
任
論
は
、
心
理
的
責
任
論
の
枠
組
に
お
い
て
で
は
あ
れ
、
当
時
の
新
し
い
心
理
学
的
知
見
に
基
づ
い
て
、
故
意

及
び
過
失
と
い
う
心
的
状
態
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
背
後
に
あ
る
心
情
動
機
や
人
格
又
は
人
間
性
に
遡
っ
て
責
任
を
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の

と
い
え
る
。
そ
れ
は
、

故
意
及
び
過
失
と
い
う
古
い
責
任
形
式
」
は
刑
法
の
舞
台
か
ら
退
い
て
、
行
為
者
の
複
合
的
な
心
情
動
機
と
い
う

「
本
来
の
責
任
要
素
」
が
帰
責
の
理
論
、
さ
ら
に
は
量
刑
の
理
論
の
中
核
を
な
す
に
い
た
る
と
い
う
展
望
を
示
し
て
い
る34

）。

本
稿
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
こ
こ
で
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
責
任
論
は
、
一
方
で
故
意
の
認
定
に
違
法
性
の
意
識
の
認
定
を
要
し
な
い
と
す

る
そ
れ
ま
で
の
責
任
論
の
問
題
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
端
的
な
故
意
説
の
難
点
を
も
克
服
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
従
来
の
責
任
論
に
お
い
て
は
、
行
為
の
結
果
及
び
構
成
要
件
該
当
事
実
に
つ
い
て
の
認
識
が
あ
れ
ば
、
そ
の
社
会
的
反
価
値
性
と
し

て
の
違
法
性
の
認
識
の
有
無
は
と
く
に
問
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
冒
頭
の
三
つ
の
事
例
は
直
ち
に
故
意
が
認
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
社
会
的
反
価
値
性
の
認
識
の
有
無
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
か
も
下
意
識
の
心
情
動

機
に
迫
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
責
任
概
念
に
深
度
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
冒
頭
の
三
つ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
社
会
的
反
価
値
性

の
認
識
は
表
層
に
は
な
く
、
深
層
に
抑
圧
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
一
方
で
強
い
犯
罪
的
意
思
を
示
す
と
と
も
に
、
他
方
で
は
そ
れ
を

抑
圧
せ
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
に
、
そ
の
社
会
的
反
価
値
性
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
心
情
動
機
が
防
御
機
制
と
し
て
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
事
例
の
行
為
者
は
改
善
の
可
能
性
が
あ
り
、
責
任
が
軽
減
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る35

）。
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し
か
し
他
方
で
、
こ
の
責
任
論
は
、
一
九
二
二
年
の
改
正
草
案
に
お
い
て
採
用
し
た
故
意
説
の
難
点
、
と
く
に
心
理
的
責
任
論
の
枠
内
で

の
故
意
説
の
難
点
に
も
対
応
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
故
意
説
に
よ
れ
ば
、
故
意
に
は
違
法
性
の
意
識
が
含
ま
れ
る

が
、
こ
れ
ら
三
つ
の
事
例
で
は
、
表
層
に
お
け
る
社
会
的
反
価
値
性
と
し
て
の
違
法
性
の
意
識
が
欠
如
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
た
め
、
故
意

は
阻
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
う
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
責
任
論
か
ら
み
る
と
、
深
層
に
社
会
的
反
価
値
性
と
し
て
の
違

法
性
の
認
識
が
存
在
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
従
軍
司
祭
の
例
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
事
後
に
激
し
い
「
後
悔
」
を
伴
っ
て
意
識
の
表
層
に
出
現

し
て
く
る
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
深
層
に
お
け
る
犯
罪
へ
の
心
情
動
機
は
「
本
来
の
責
任
要
素
」
の
重
要
な
一

つ
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
故
意
説
に
立
つ
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
三
つ
の
事
例
に
お
い
て
も
、
故
意
は
直
ち
に
阻
却
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う36

）。
こ
の
一
九
二
八
年
の
論
文
に
お
け
る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
責
任
論
は
こ
の
よ
う
に
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

⑷

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
お
け
る
故
意
と
違
法
性
の
意
識

以
上
、
本
節
で
は
戦
前
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
責
任
論
、
と
く
に
故
意
と
違
法
性
の
意
識
の
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
を
振
り
返
っ
て
き
た
。
そ

こ
か
ら
再
び
故
意
と
違
法
性
の
意
識
に
関
す
る
戦
後
の
議
論
へ
と
降
っ
て
く
る
と
、
そ
の
経
緯
に
は
微
妙
な
曲
折
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

一
九
二
二
年
の
刑
法
改
正
草
案
と
一
九
四
六
年
の
「
法
律
的
不
法
」
論
文
及
び
一
九
四
七
年
初
め
の
「
法
律
と
法
」
論
文
は
、
故
意
に
違
法

性
の
意
識
を
含
め
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
他
方
、
一
九
二
八
年
の
責
任
論
と
一
九
四
七
年
後
半
の
医
療
殺
人
事
件
判
決
評
釈
は
違
法
性
の

意
識
を
二
重
に
捉
え
る
点
で
共
通
す
る
も
の
を
有
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
後
者
の
共
通
性
を
も
う
少
し
検
討
し
て
み
よ
う
。

医
療
殺
人
事
件
判
決
評
釈
で
は
、
法
‖
評
価
規
範
説
に
基
づ
い
て
、
故
意
に
違
法
性
の
意
識
は
必
要
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

一
九
二
八
年
の
責
任
論
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
不
要
な
の
は
表
層
に
お
け
る
違
法
性
の
意
識
で
あ
っ
て
、
深
層
に
お
け
る
不
法
意
識
を
否
定

す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
四
七
年
の
評
釈
に
お
い
て
も
違
法
性
の
認
識
又
は
意
識
は
二
義
的
で
あ
っ
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た
。
犯
罪
と
さ
れ
る
行
為
特
性
の
認
識
が
あ
れ
ば
、
通
常
は
そ
こ
に
違
法
性
の
認
識
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
と
さ
ら

に
違
法
性
の
意
識
を
故
意
の
要
件
と
す
る
必
要
は
な
い
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
、
故
意
に
違
法
性
の
意
識
を
要
し

な
い
と
す
る
か
つ
て
の
責
任
論
へ
の
回
帰
で
あ
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
行
為
特
性
の
認
識
に
通
常
は
含
ま
れ
て
い
る
違
法
性
の
認

識
は
、
二
八
年
論
文
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
深
層
に
抑
圧
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
う
る
わ
け
で
あ
る
。

実
際
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
戦
後
の
論
稿
で
も
こ
う
し
た
深
層
に
お
け
る
不
法
意
識
の
存
在
の
可
能
性
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
」
と
い
う
医
療
殺
人
事
件
判
決
に
関
す
る
一
九
四
七
年
の
も
う
一
つ
の
評
釈
で
は
、

ド
イ

ツ
国
民
は
ほ
ん
と
う
に
、
た
と
え
ば
、
医
療
殺
人
に
お
い
て
、
た
と
え
法
律
に
似
た
総
統
の
命
令
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
こ
で

生
じ
て
い
る
の
は
法
律
的
不
法
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
ま
っ
た
く
思
い
浮
か
ば
な
か
っ
た
と
い
う
ほ
ど
に
、
あ
ら
ゆ
る
善
き
精
神
か
ら
見
捨

て
ら
れ
た
行
為
者
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
自
問
し
て
、
こ
の
問
い
に
肯
定
的
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
ド
イ

ツ
国
民
の
恥
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る37

）。

こ
の
言
明
に
は
ド
イ
ツ
国
民
の
名
誉
を
保
持
し
た
い
と
い
う
願
望
も
も
ち
ろ
ん
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
深
層
に
お
け

る
不
法
意
識
の
存
在
の
可
能
性
を
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
み
る
こ
と
も
で
き
る38

）。
そ
の
よ
う
な
不
法
意
識
が
存
在
し
う
る
と
す
れ

ば
、
一
九
二
八
年
論
文
の
示
唆
す
る
よ
う
に
、
故
意
の
存
在
は
直
ち
に
は
否
定
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う39

）。
そ
の
よ
う
な
不
法
意
識
の
存
在
す
る

こ
と
は
む
し
ろ
名
誉
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
を
ま
っ
た
く
欠
如
し
て
い
る
よ
う
な
「
法
盲
目
性
」
は
「
い
っ
そ
う
悪
い
」
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
不
当
な
法
益
侵
害
に
対
す
る
ま
っ
た
く
の
「
無
頓
着
」
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
ま
さ
に
意
図
と
し
て
の
故
意
を
排
除
し

な
い
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
解
し
て
よ
い
と
す
れ
ば
、
医
療
殺
人
事
件
判
決
評
釈
に
お
け
る
故
意
説
の
否
定
は
必
ず
し
も
唐
突
に
現
れ
た
わ
け
で
は
な
い

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
問
題
は
、
右
の
よ
う
に
、
一
九
二
八
年
論
文
と
一
九
四
七
年
後
半
の
判
決
評
釈
と
の
間
に
連
続
性
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
と
す
れ
ば
、
一
九
四
六
年
の
「
法
律
的
不
法
」
論
文
及
び
一
九
四
七
年
初
め
の
「
法
律
と
法
」
論
文
に
お
け
る
故
意
と
違
法
性
の
意
識
に
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関
す
る
議
論
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
一
九
二
二
年
の
刑
法
改
正
草
案
に
お
け
る
と

同
様
の
故
意
説
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
一
つ
の
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
純
に
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

司
法
殺
人
の
裁
判
官
た
ち
に
つ
い
て
も
、
一
九
二
八
年
論
文
と
一
九
四
七
年
判
決
評
釈
と
に
通
底
す
る
故
意
論
が
適
用
さ
れ
う
る
の
で
は
な

い
か
、
そ
れ
ら
の
裁
判
官
た
ち
も
深
層
に
お
い
て
不
法
意
識
を
有
し
て
い
た
と
み
な
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

後
で
見
る
よ
う
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
こ
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
一
文
を
同
じ
一
九
四
七
年
に
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
司

法
殺
人
の
裁
判
官
た
ち
に
つ
い
て
も
故
意
又
は
違
法
性
の
意
識
は
否
定
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
点
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
故
意
に
違
法
性
の
意
識
が
必
要
で
は
な
い
と
い
う
判
断

は
医
療
殺
人
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
司
法
殺
人
の
場
合
は
別
の
議
論
が
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
医
療
殺
人
の
場
合
は

直
接
に
殺
人
の
罪
に
問
わ
れ
う
る
の
に
対
し
て
、
司
法
殺
人
の
場
合
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
殺
人
に
該
当
す
る
か
い
な
か
の
検
討

の
ほ
か
に
、
枉
法
の
罪
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
枉
法
の
故
意
が
も
う
一
つ
問
題
と
な
る
。
む

ろ
ん
、
枉
法
に
つ
い
て
故
意
が
認
定
さ
れ
れ
ば
、
殺
人
の
故
意
も
同
時
に
認
定
さ
れ
え
よ
う
。
し
か
し
、
枉
法
罪
の
立
法
目
的
の
理
解
の
仕

方
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
枉
法
の
故
意
は
よ
り
厳
格
な
吟
味
を
必
要
と
す
る
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

１
）

V
g
l.
G
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a
d
b
ru
ch
,
D
er In

n
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,
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G
R
G
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208.

２
）

G
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刑
法
総
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』
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訳
第
二
分
冊
、
二
〇
〇
九
年
）、
三
三
三
頁
参
照
）。
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）

G
.R
a
d
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ru
ch
,
Ü
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er d
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ch
u
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b
eg
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7,
207f.

８
）
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な
お
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
戦
後
に
、
ほ
ぼ
同
じ
論
拠
に
よ
っ
て
、H

.W
elzel

の
目
的
的
行
為
論
に
対
す
るP

.B
o
ck
elm

a
n
n

の
批
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を
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し
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い
る
。G

.R
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d
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B
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Ju
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目
的
的
行
為
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念
（d

er fin
a
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en H
a
n
d
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n
g
b
e-

g
riff

）
に
よ
れ
ば
、

す
べ
て
の
行
為
は
目
的
的
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
お
い
て
何
ご
と
か
が
意
欲
さ
れ
て
お
り
、
す
べ
て
の
行
為
は
故
意
に
よ
る
。

し
か
し
、
故
意
が
そ
の
内
容
か
ら
し
て
刑
法
上
重
要
で
あ
る
か
ど
う
か
、
意
欲
さ
れ
た
も
の
が
犯
罪
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
責
任
論
に
属
す
る
」。

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
行
為
概
念
は
目
的
的
行
為
論
と
対
比
さ
れ
る
自
然
的
又
は
因
果
的
行
為
論
に
属
す
る
わ
け
で
あ
る
。
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e R
eich

,
1931,

179.

15
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
E
n
tw
u
rf,

B
em
erk

u
n
g
en
,
G
R
G
A
 
9,
153.

16
）

高
山
佳
奈
子
『
故
意
と
違
法
性
の
意
識
』

有
斐
閣
一
九
九
九
年
）、
一
七

一
八
頁
参
照
。

17
）

B
G
H
S
t 2,

194
B
ew
u
ß
tsein d

er R
ech

tsw
id
rig
k
eit.

18
）

ib
id
.,

10.

19
）

ib
id
.,

12,
18

20.

な
お
、
ロ
ク
シ
ン
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
こ
の
考
え
方
は
最
近
一
定
の
合
理
性
が
あ
る
と
見
直
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。V
g
l.,
C
.R
o
x
in
,
S
tra
frech

t A
llg
em
ein
er T

eil,
B
d
.1,
2.A

u
fl.,

766.

（
Ｃ
・
ロ
ク
シ
ン
『
刑
法
総
論
』

第
四
版
翻
訳
第
二
分
冊
）

四
二
六
頁
、
同
『
刑
法
総
論
』

第
三
版
翻
訳
第
一
分
冊
）
五
二
九
頁
以
下
参
照
）。
ま
た
、
高
山
『
故
意
と
違
法
性
の
意
識
』
二
八
六

三
〇
六
頁
は
、

自
由
保
障
の
観
点
か
ら
、
違
法
性
の
意
識
の
内
容
を
刑
法
上
の
違
法
性
の
意
識
に
限
定
す
べ
き
だ
と
す
る
。

20
）

B
G
H
S
t 2,

194,
13.

21
）

ib
id
.,

25
27.

22
）

故
意
説
は
Ｋ
・
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
り
主
唱
さ
れ
、
責
任
説
はW

elzel

な
ど
戦
後
の
目
的
的
行
為
論
の
影
響
の
も
と
に
支
配
的
と
な
っ
た
と
さ
れ

る
。V

g
l.
C
.R
o
x
in
,
S
tra
frech

t A
llg
em
ein
er T

eil,
B
d
.1,

2.A
u
fl,

S
.767

（
ロ
ク
シ
ン
『
刑
法
総
論
』

第
四
版
翻
訳
第
二
分
冊
）
四
二
七
頁
参
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照
）。
故
意
と
違
法
性
の
意
識
と
の
関
係
に
関
す
る
歴
史
に
つ
い
て
は
、
高
山
『
故
意
と
違
法
性
の
意
識
』
第
一
章
参
照
。
周
知
の
と
お
り
、
今
日
で
は

学
説
は
さ
ら
に
細
分
化
さ
れ
て
い
る
。
山
口
厚
『
刑
法
総
論
』
改
訂
版
（
有
斐
閣
二
〇
〇
五
年
）、
二
一
四

二
一
五
頁；

西
田
典
之
『
刑
法
総
論
』
第
二

版
（
弘
文
堂
二
〇
一
〇
年
）
二
四
〇

二
四
三
頁
な
ど
。

23
）

B
G
H
S
t 2,

194,
28.

24
）

ib
id
.,

29.

25
）

ib
id
.,

30.

26
）

ib
id
.,

15,
16,

29.

27
）

高
山
『
故
意
と
違
法
性
の
意
識
』
三
三
九

三
四
五
頁
参
照
。
高
山
に
よ
れ
ば
、
判
断
の
基
準
は
、
行
為
者
の
道
徳
的
良
心
で
は
な
く
、
法
的
な
知

識
水
準
で
あ
る
。

28
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
Z
u
r P

sy
ch
o
lo
g
ie d

er stra
frech

tlich
en S

ch
u
ld
fo
rm
en
,
1928,

G
R
G
A
 
8,
184.

29
）

ib
id
.,
185ff.

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
こ
の
よ
う
な
心
理
的
事
態
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
罪
と
罰
』
に
お
け
る
ラ
ス

コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
な
お
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
こ
う
し
た
心
理
的
機
制
は
「
無
意
識
の
過
失
」
と
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
で
も
働
い
て
い

る
こ
と
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
被
侵
害
法
益
に
対
す
る
高
度
の
無
頓
着
さ
の
ゆ
え
に
、
結
果
の
表
象
そ
の
も
の
す
ら
下
意
識
に
抑
圧
さ
れ
る
と
み

て
い
る
。

30
）

フ
ロ
イ
ト
が
「
抑
圧
」

V
erd

ra
n
g
u
n
g

）
と
ほ
ぼ
同
義
に
用
い
る
「
防
衛
」

A
b
w
eh
r

）
に
関
す
る
論
文
は
一
八
九
四
年
に
公
表
さ
れ
て
い
る
し
、

抑
圧
」
と
い
う
表
題
の
論
文
も
一
九
一
五
年
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。
Ｊ
・
ス
ト
レ
イ
チ
ー
（
北
山
修
監
訳
・
編
集
）『
フ
ロ
イ
ト
全
著
作
解
説
』
一
二
九

一
三
六
頁
、
三
〇
六

三
〇
八
頁
参
照
。『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集
』
第
六
巻
（
人
文
書
院
一
九
七
〇
年
）、
七
頁
以
下
、
七
八
頁
以
下
。

31
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
Z
u
r P

sy
ch
o
lo
g
ie d

er stra
frech

tlich
en S

ch
u
ld
fo
rm
en
,
1928,

G
R
G
A
 
8,
185f.

32
）

ib
id
.,
187f.

33
）

ib
id
.,
188f.

34
）

ib
id
.,
188.

35
）

実
際
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
責
任
の
軽
減
、
場
合
に
よ
っ
て
は
阻
却
の
可
能
性
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。ib

id
.

36
）

ち
な
み
に
、
一
九
五
二
年
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
こ
こ
で
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
議
論
は
独
自
の
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
先

に
み
た
よ
う
に
、
故
意
説
の
難
点
は
、
通
常
の
犯
罪
の
場
合
で
も
明
示
的
な
違
法
性
の
意
識
は
な
い
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
対
応
し
え
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
右
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
明
示
的
な
違
法
性
の
意
識
は
な
い
と
い
う
「
明
白
な
心
理
学
的
事
実
に
反
す
る
想
定
」
を
せ
ざ
る
を

え
な
い
の
で
あ
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
表
層
╱
深
層
論
は
こ
う
し
た
「
想
定
」
の
一
つ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
フ
ロ
イ
ト
の
抑
圧
理
論
は
今
日
の
心
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理
学
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
表
層
╱
深
層
論
に
基
づ
く
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
故
意
論
も
ま
っ
た
く
無
根
拠
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
は

い
え
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
判
例
通
説
と
な
っ
て
い
る
責
任
説
か
ら
み
る
と
、
や
は
り
独
自
の
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
五
二
年
判
決

が
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
の
尺
度
と
し
て
用
い
て
い
る
「
良
心
の
緊
張
」
と
い
う
概
念
は
、
そ
れ
自
体
心
理
学
的
な
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
し
か
も
良

心
の
緊
張
の
な
い
状
態
に
お
け
る
認
識
と
緊
張
の
あ
る
状
態
に
お
け
る
認
識
を
区
別
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
か
ら
、
表
層
╱
深
層
論
と
実
際
に
は
大

き
く
異
な
ら
な
い
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。

37
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
Z
u
r D

isk
u
ssio

n u
b
er d

ie V
erb

rech
en g

eg
en d

ie M
en
sch

lich
k
eit,

in S
JZ

(1947),
G
R
G
A
 
8,
256.

ち
な
み
に
、
こ

の
論
文
は
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
に
お
け
る
裁
判
官
法
に
よ
る
法
の
遡
及
を
正
当
化
す
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
。

38
）

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
「
ま
っ
た
く
思
い
浮
か
ば
な
か
っ
た
と
い
う
ほ
ど
に
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
む
し
ろ
、
こ
こ
に
い
う
不
法
意
識
は
深
層
に
お
け

る
不
法
意
識
で
は
な
く
、
不
法
の
疑
い
、
つ
ま
り
か
す
か
な
が
ら
も
表
層
に
残
っ
て
い
る
不
法
意
識
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
深
層
に
お

け
る
不
法
意
識
は
事
後
に
「
後
悔
」
と
し
て
現
れ
う
る
か
ら
、
そ
の
存
在
と
い
う
点
で
は
大
き
く
異
な
ら
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

39
）

Ａ
・
カ
ウ
フ
マ
ン
も
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
、

行
為
の
合
法
性
の
意
識
が
責
任
を
排
除
し
う
る
の
は
、
同
時
に
行
為
の
可
罰
性
の

知
覚
も
押
し
退
け
ら
れ
て
い
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
律
を
超
え
る
法
に
よ
っ
て
非
難
さ
れ
る
行
為
の
場
合
に
は
、
こ
う
し
た
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
生
じ
な
い
だ
ろ
う
。」
と
い
う
結
論
に
い
た
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。A

.K
a
u
fm
a
n
n
,
D
a
s
 
U
n
rech

tsb
ew
u
ß
tsein

 
in
 
d
er
 
S
ch
u
ld
leh
re
 
d
es

 
S
tra
frech

ts,
1949,

158,
A
n
m
.

４

枉
法
と
故
意

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
枉
法
罪
の
規
定
は
ラ
イ
ヒ
刑
法
に
も
あ
り
（
三
三
六
条
）、
戦
後
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
司
法
殺
人
の
ケ
ー
ス
で
検

討
し
た
の
も
そ
の
規
定
で
あ
っ
た
。
Ｇ
・
ベ
ム
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
が
そ
の
訴
訟
指
揮
や
判
決
に
お
い
て
刑
法
上
の
罪
に
問
わ
れ
う
る

の
は
、
同
時
に
故
意
に
よ
る
枉
法
が
あ
る
場
合
だ
け
で
あ
る
と
す
る
主
張
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
よ
っ
て
初
め
て
な
さ
れ
た１

）。
そ
の
意
味
で
、

枉
法
罪
を
め
ぐ
る
戦
後
の
議
論
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
始
ま
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
後
枉
法
罪
を
め
ぐ
る
議
論
は
さ
ら
に
展
開
し
て
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い
く
。
枉
法
を
と
く
に
扱
っ
た
論
文
が
い
く
つ
か
あ
る
他
、
い
う
ま
で
も
な
く
刑
法
各
論
の
教
科
書
で
枉
法
罪
は
扱
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

そ
の
後
の
刑
法
改
正
に
際
し
て
、
枉
法
罪
も
内
容
を
改
め
ら
れ
て
三
三
九
条
に
移
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
間
の
議
論
に
お
け
る
論
点
は
、
枉
法

の
主
体
と
当
事
者
、
対
象
又
は
行
為
内
容
、
そ
し
て
故
意
と
錯
誤
な
ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
と
く
に
重
要
な
の
は
故
意
と
錯
誤
の
問
題
で
あ
る

が
、
枉
法
に
お
け
る
故
意
の
類
型
と
錯
誤
の
種
類
に
関
す
る
議
論
に
も
変
遷
が
あ
る
。
以
下
で
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
枉
法
論
の
検
討
の
た

め
に
、
こ
れ
ら
の
議
論
を
概
観
す
る
。
し
か
し
、
一
九
二
二
年
の
刑
法
改
正
草
案
で
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
枉
法
罪
の
規
定
に
つ
い
て
も
一
八
七

一
年
法
に
対
す
る
若
干
の
修
正
を
与
え
て
い
る
の
で
、
ま
ず
そ
れ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

⑴

一
九
二
二
年
刑
法
改
正
草
案
の
枉
法
規
定

一
八
七
一
年
の
ラ
イ
ヒ
刑
法
三
三
六
条
は
枉
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

官
吏
又
は
仲
裁
裁
判
官
が
、
法
律
事
件
の
指

揮
及
び
判
決
に
際
し
て
、
故
意
に
よ
り
（v

o
rsa

tzlich

）、
一
方
当
事
者
の
有
利
又
は
不
利
に
な
る
よ
う
に
、
法
の
歪
曲
（B

eu
g
u
n
g
 
d
es

 
R
ech

tes

）
を
な
し
た
（sich sch
u
ld
ig m

a
ch
en

）
と
き
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る２

）」。
ち
な
み
に
、
虚
偽
訴
追
は
三
四
四
条
に
お

い
て
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。

官
吏
が
、
故
意
に
よ
り
、
そ
の
無
実
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
の
不
利
に
な
る
よ
う
に
、
審

理
の
開
始
を
求
め
又
は
審
理
の
継
続
を
停
止
し
た
と
き
は
、
懲
役
に
処
す
る３

）」。

こ
れ
に
対
し
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
一
九
二
二
年
の
刑
法
改
正
草
案
に
お
い
て
、
枉
法
に
つ
い
て
一
二
六
条
で
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

公
務
員
（A
m
tstra

g
er

）
が
そ
の
公
務
を
遂
行
す
る
に
際
し
て
、
関
与
者
に
利
益
又
は
不
利
益
を
帰
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
（in

 
d
er

 
A
b
sich

t

）、
認
識
し
つ
つ
（w

issen
tlich

）
法
を
枉
げ
た
と
き
は
、
五
年
以
下
の
重
禁
錮
（stren

g
e G

efa
n
g
n
is

）
に
処
す
る
。
裁
判
官

又
は
仲
裁
裁
判
官
が
法
律
事
件
の
指
揮
又
は
判
決
に
お
い
て
枉
法
を
な
し
た
と
き
は
、
そ
の
刑
罰
は
重
禁
錮
と
す
る４

）」。

両
者
の
主
な
相
違
は
枉
法
の
主
体
と
故
意
に
関
す
る
規
定
の
仕
方
に
あ
る
。
ラ
イ
ヒ
刑
法
が
主
体
を
「
官
吏
又
は
仲
裁
裁
判
官
」
と
し
て
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い
る
の
に
対
し
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
改
正
草
案
は
一
般
的
に
「
公
務
員
」
に
つ
い
て
規
定
し
、
次
い
で
「
裁
判
官
又
は
仲
裁
裁
判
官
」
に

つ
き
別
に
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
つ
き
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
解
説
で
、
枉
法
に
つ
い
て
は
今
後
は
裁
判
官
だ
け
で
な
く
行
政
官

（V
erw

a
ltu
n
g
sb
ea
m
te

）
も
処
罰
の
対
象
た
り
う
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
こ
と
を
触
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
一
九
三
一
年
の
フ
ラ
ン
ク

の
ラ
イ
ヒ
刑
法
注
釈
は
法
律
事
件
に
関
わ
る
す
べ
て
の
公
務
員
が
枉
法
の
主
体
と
な
り
う
る
と
し
て
い
る５

）の
で
、
解
釈
論
と
し
て
も
す
で
に

枉
法
の
主
体
に
は
行
政
官
も
含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

他
方
、
故
意
に
つ
い
て
は
、
一
八
七
一
年
刑
法
が
た
ん
に
「
故
意
に
よ
り
」
と
規
定
す
る
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
草

案
は
、

関
与
者
に
利
益
又
は
不
利
益
を
帰
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
「
意
図
し
て
」
い
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
の
、

法
を
枉
げ
る
」
こ

と
に
つ
い
て
は
「
認
識
し
つ
つ
」
と
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
法
を
枉
げ
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
「
意
図
」
ま
で
は
要
し
な

い
も
の
の
、

直
接
的
故
意
」
を
要
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
現
行
ド
イ
ツ
刑
法
で
は
枉
法
（
三
三
九
条
）
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

裁
判
官
、
そ
の
他
の
公
務
員
又
は
仲
裁
裁
判

官
が
、
法
律
事
件
の
指
揮
又
は
判
決
に
お
い
て
、
当
事
者
の
有
利
又
は
不
利
に
な
る
よ
う
に
、
法
の
歪
曲
を
な
し
た
と
き
は
、
一
年
以
上
五

年
以
下
の
自
由
刑
に
処
す
る
」。
ま
た
、
虚
偽
訴
追
（
三
三
四
条
）
に
つ
い
て
は
、
一
項
で
「
公
務
員
と
し
て
刑
事
手
続
（
自
由
剥
奪
を
伴

わ
な
い
措
置
の
命
令
に
係
る
手
続
を
除
く
）
に
関
与
す
る
者
が
、
意
図
し
て
又
は
認
識
し
つ
つ
（a

b
sich

tlich
 
o
d
er w

issen
tlich

）、
責

任
な
き
者
又
は
法
律
上
刑
事
訴
追
さ
れ
る
必
要
の
な
い
者
を
、
刑
事
訴
追
し
又
は
刑
事
訴
追
に
も
た
ら
し
た
と
き
は
、
十
年
以
下
の
自
由
刑

に
処
す
る
。
軽
罪
の
と
き
は
（in m

in
d
er sch

w
eren F

a
llen

）、
三
月
以
上
五
年
以
下
の
自
由
刑
に
処
す
る
。
本
項
は
行
政
命
令
に
係
る

手
続
に
関
す
る
公
務
員
に
も
適
用
す
る
」
と
し
、
さ
ら
に
二
項
で
、
自
由
剥
奪
を
伴
わ
な
い
措
置
命
令
に
係
る
手
続
に
公
務
員
と
し
て
関
与

す
る
者
が
責
任
な
き
者
を
訴
追
し
た
と
き
は
三
月
以
上
五
年
以
下
の
自
由
刑
に
処
す
る
と
し
て
い
る
。
虚
偽
訴
追
に
つ
い
て
は
故
意
の
要
件

（

意
図
」
又
は
「
直
接
的
故
意
」）
を
明
記
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
枉
法
に
つ
い
て
は
故
意
の
要
件
を
規
定
し
て
い
な
い
こ
と
が
特
徴
的

で
あ
る
。
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⑵

枉
法
を
め
ぐ
る
戦
後
の
議
論

枉
法
を
め
ぐ
っ
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
枉
法
の
対
象
又
は
内
容
、
枉
法
の
故
意
、
そ
し
て
錯
誤
を
め
ぐ
る
論
点
に

つ
い
て
、
関
連
す
る
限
り
で
簡
単
に
み
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
枉
法
の
対
象
に
関
す
る
当
初
の
議
論
は
、
枉
法
の
対
象
は
法
律
に
限
定
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
法
律
を
超
え
る
法
も
含
ま
れ
る

の
か
と
い
う
点
に
関
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
問
題
は
戦
後
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
議
論
に
と
っ
て
核
心
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
た

と
え
ば
戦
後
に
枉
法
に
つ
い
て
積
極
的
に
議
論
を
展
開
し
た
Ｒ
・
マ
ウ
ラ
ッ
ハ
も
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
、
超
実
定
的
法
（u

b
er-

p
o
sitiv

es R
ech

t

）
も
枉
法
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る６

）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
超
法
律
的
法
に
反
す
る
法
律
に
従
っ
て
判
決
を

下
す
こ
と
は
枉
法
と
な
り
う
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
近
年
で
は
こ
の
よ
う
な
問
題
設
定
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ず
、
枉
法
の
行
為
態
様
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
Ｒ
・
レ
ン

ギ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
お
お
よ
そ
四
つ
の
見
解
に
区
別
さ
れ
る７

）。
第
一
は
、
枉
法
を
訴
訟
の
指
揮
や
判
決
の
決
定
を
な
す
者
が
そ
の
者

自
身
の
法
確
信
に
反
し
て
決
定
す
る
こ
と
と
す
る
主
観
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
枉
法
の
主
観
的
側
面
を
捉
え
て
い
る
が
、
基
準
と
な
る
「
法
」

を
主
観
に
依
存
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
主
張
す
る
論
者
は
少
な
い
。
第
二
に
、
客
観
説
は
客
観
的
な
基
準
に
反
し
て
決
定
す
る
こ
と
を
枉
法

と
す
る
。
こ
の
基
準
を
法
律
に
限
定
す
る
か
そ
れ
と
も
超
法
律
的
法
を
含
め
る
か
は
右
の
対
象
の
問
題
と
な
る
が
、
近
年
で
は
法
解
釈
の
問

題
と
し
て
捉
え
る
見
解
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
レ
ン
ギ
ー
ル
自
身
は
客
観
説
に
よ
る
枉
法
を
「
決
定
が
客
観
的
に
支
持
可
能
な
範
囲
内
に
は

も
は
や
な
い
と
き
」
と
説
明
す
る８

）。
そ
れ
で
も
、

客
観
的
に
支
持
可
能
」
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
基
準
は
や
は
り
問
題
と
な
り
う
る
で
あ

ろ
う
。
第
三
の
義
務
違
反
説
は
、
こ
の
基
準
を
決
定
者
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
と
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
レ
ン
ギ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
法
規
範

が
多
義
的
で
、
そ
の
決
定
が
支
持
可
能
な
範
囲
に
あ
る
場
合
で
も
、

事
柄
に
反
す
る
考
量
」

sa
ch
frem

d
e E

rw
a
g
u
n
g

）
を
な
す
と
き

は
枉
法
と
な
る
と
す
る
も
の
で
あ
る9

）。
そ
の
意
味
で
は
、
客
観
説
よ
り
も
基
準
は
広
く
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
四
に
、
枉
法
の
成
立
に

（法政研究79-１･２- ）34 34

論 説



は
、
決
定
の
た
ん
な
る
客
観
的
な
支
持
不
可
能
性
で
は
足
り
ず
、

司
法
に
対
す
る
基
本
的
な
衝
突
た
る
法
違
反
」
が
あ
っ
て
、

意
識
的
に

重
大
な
仕
方
で
法
と
法
律
か
ら
逸
脱
す
る
」
こ
と
が
必
要
だ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
レ
ン
ギ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
判
例
の
採
っ
て
い

る
見
解
で
あ
り
、
義
務
違
反
説
と
は
逆
に
、
枉
法
の
範
囲
を
客
観
説
よ
り
も
限
定
す
る
も
の
で
あ
る10

）。

次
に
、
枉
法
の
故
意
に
つ
い
て
は
、
戦
後
の
議
論
に
変
遷
が
あ
る
。
戦
後
の
当
初
は
、
枉
法
の
故
意
に
は
、
未
必
の
故
意
で
は
足
り
ず
、

直
接
的
故
意
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た11

）。
た
と
え
ば
、
マ
ウ
ラ
ッ
ハ
も
一
九
六
四
年
の
教
科
書
で
は
直
接
的
故
意
を
要
件
と
し
て
お
り
、
そ
の

根
拠
は
裁
判
官
の
独
立
の
要
請
に
求
め
ら
れ
て
い
た12

）。
も
し
枉
法
の
故
意
を
未
必
の
故
意
で
足
り
る
と
す
れ
ば
、
裁
判
官
は
た
え
ず
枉
法
の

責
任
を
同
僚
に
よ
っ
て
問
わ
れ
か
ね
な
い
こ
と
に
な
り
、
裁
判
官
の
独
立
を
危
う
く
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
有
力
な
批
判
が
あ
る
。
た
と
え
ば
ベ
ム
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る13

）。
ま
ず
、
枉
法
の
主
体
は
裁
判
官
に
限
ら
れ
な
い
以
上
、
枉

法
の
故
意
を
直
接
的
故
意
に
限
定
す
る
趣
旨
を
裁
判
官
の
独
立
の
保
障
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
裁
判
官
が
未
必
の
故
意
に
よ

り
枉
法
を
な
す
こ
と
が
一
般
的
な
事
実
だ
と
は
い
え
な
い
と
す
れ
ば
、
未
必
の
故
意
を
枉
法
の
要
件
と
し
て
も
裁
判
官
の
独
立
が
危
殆
化
さ

れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
枉
法
罪
の
保
護
対
象
は
裁
判
官
で
は
な
く
、
む
し
ろ
国
民
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
ベ
ム
マ
ン
自
身
は
枉
法
の
故
意
に
は
未
必
の
故
意
で
足
り
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る14

）。

そ
の
後
、
こ
の
点
に
関
す
る
判
例
・
学
説
は
未
必
の
故
意
説
に
移
っ
て
い
る15

）。
し
か
し
、
な
お
議
論
は
あ
る
。
マ
ウ
ラ
ッ
ハ
の
教
科
書
の

改
訂
を
引
き
継
い
だ
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
判
例
・
学
説
が
未
必
の
故
意
説
に
移
行
し
た
背
景
に
は
、
た
と
え
ば
医
師

が
過
失
で
も
業
務
行
為
の
責
任
を
問
わ
れ
う
る
の
と
比
較
し
て
、
枉
法
に
つ
い
て
は
直
接
的
故
意
を
要
件
と
す
る
の
は
「
説
明
の
つ
か
な
い

司
法
優
遇
」
と
み
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た16

）。
現
行
刑
法
へ
の
改
正
の
経
緯
の
な
か
で
、
当
初
の
政
府
案
は
枉
法
の
故
意
を
直
接

的
故
意
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
こ
の
提
案
は
放
棄
さ
れ
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
故
意
に
つ
い
て
明
示
的

な
規
定
は
お
か
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
虚
偽
訴
追
は
も
と
も
と
枉
法
よ
り
も
重
刑
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
改
正
で
は
虚
偽
訴
追
に

は
故
意
と
し
て
「
意
図
」
又
は
「
直
接
的
故
意
」
が
明
示
的
に
規
定
さ
れ
た
た
め
、
両
者
を
妥
協
的
に
調
整
す
る
た
め
に
、
枉
法
に
つ
い
て
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は
未
必
の
故
意
で
足
り
る
と
解
釈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
自
身
は
、

怠
惰
な
立
法
を
進
歩
的
な
法
解
釈

に
よ
っ
て
補
お
う
」
と
す
る
傾
向
に
懸
念
を
示
し
て
、

未
必
の
故
意
の
導
入
く
ら
い
で
は
、
た
と
え
ば
新
し
い
政
治
体
制
は
こ
れ
ま
で
の

制
定
法
を
留
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
る
よ
う
な
、
法
盲
目
的
な
裁
判
官
を
把
捉
す
る
に
は
、
残
念
な
が
ら
不
十
分
だ
」
と
し
て
い
る17

）。

最
後
に
、
故
意
又
は
責
任
の
阻
却
又
は
軽
減
事
由
と
し
て
の
錯
誤
の
問
題
が
あ
る
。
Ｇ
・
シ
ュ
ペ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
戦
後
裁
判
の
多
く

の
判
決
や
通
説
は
枉
法
に
お
け
る
錯
誤
を
事
実
の
錯
誤
と
み
な
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
錯
誤
が
認
め
ら
れ
れ
ば
た
だ
ち
に
故
意
が
阻
却
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た18

）。
こ
れ
に
対
し
、
シ
ュ
ペ
ン
デ
ル
は
、
正
当
な
法
律
が
な
お
有
効
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
ナ
チ
ス
思
想
に
基
づ
い
て
そ
の

法
律
を
適
用
し
な
か
っ
た
事
例
を
検
討
し
て
、
こ
の
ケ
ー
ス
の
枉
法
に
お
け
る
錯
誤
は
事
実
の
錯
誤
で
は
な
く
、
禁
止
の
錯
誤
と
捉
え
る
べ

き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
当
然
に
故
意
が
阻
却
さ
れ
る
と
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
認
識
し
か
つ
意
思
し
て
有
効
な
法
律
を
自
己
の

個
人
的
な
確
信
の
た
め
に
歪
め
る
裁
判
官
、
た
と
え
ば
ナ
チ
ス
の
婚
姻
観
に
依
拠
し
て
「
婚
姻
成
立
の
条
件
と
い
っ
た
基
礎
的
な
法
概
念
や

法
命
題
に
つ
い
て
誤
っ
た
見
解
を
も
つ
裁
判
官
は
、
た
と
え
ば
、
共
同
所
有
の
要
件
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
も
と
に
単
独
所
有
だ
け
を
理
解
し
て
、

自
分
が
共
同
所
有
者
と
し
て
取
得
し
た
他
人
の
も
の
を
『
他
人
の
も
の
』
と
み
な
さ
な
い
素
人
と
、
何
ら
異
な
ら
な
い19

）」。
後
者
の
素
人
の

錯
誤
が
事
実
の
錯
誤
で
は
な
く
包
摂
の
錯
誤
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
前
者
の
裁
判
官
の
場
合
も
事
実
の
錯
誤
と
は
み
な
し
え
な
い
。
旧
刑
法
三

三
六
条
の
「
法
」
は
評
価
に
よ
る
補
充
を
必
要
と
す
る
規
範
的
構
成
要
件
要
素
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
要
素
に
つ
い
て
の
錯
誤

に
は
意
味
の
錯
誤
と
包
摂
の
錯
誤
が
あ
り
う
る
が
、
こ
の
ケ
ー
ス
の
場
合
の
よ
う
に
い
ず
れ
が
法
で
あ
る
か
と
い
う
「
法
の
概
念
」
に
関
す

る
錯
誤
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
は
包
摂
の
錯
誤
、
し
た
が
っ
て
ま
た
禁
止
の
錯
誤
と
み
な
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

⑶

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
見
解
の
検
討

司
法
殺
人
に
お
け
る
枉
法
と
故
意
の
問
題
に
関
す
る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
見
解
は
、
こ
こ
で
は
次
の
二
点
に
お
い
て
検
討
の
対
象
と
な
る
。
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一
つ
は
司
法
殺
人
と
医
療
殺
人
で
取
扱
い
に
差
異
が
生
じ
る
の
か
ど
う
か
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
先
に
み
た
枉
法
裁
判
官
の
三
つ
の
類
型
と

故
意
は
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
ら
れ
う
る
か
で
あ
る
。

前
者
の
問
題
は
、
ま
ず
、
故
意
の
種
類
の
問
題
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
が
い
う
よ
う
に
、
医
師
の
業
務
上
の
犯

罪
の
故
意
に
は
「
未
必
の
故
意
」
で
足
り
、
裁
判
官
の
枉
法
の
故
意
に
は
「
直
接
的
故
意
」
が
必
要
だ
と
す
れ
ば
、
医
療
殺
人
と
司
法
殺
人

の
取
扱
い
は
異
な
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
枉
法
に
よ
る
司
法
殺
人
の
故
意
に
つ
い
て
、
ベ
ム
マ
ン
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
枉
法
の
故
意
の
種

類
を
明
示
的
に
特
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
し
つ
つ
、
上
記
の
よ
う
に
枉
法
の
故
意
を
直
接
的
故
意
と
す
る
見
解
の
難
点
を
指
摘
し
た

上
で
、
枉
法
の
故
意
に
は
未
必
の
故
意
も
含
ま
れ
る
と
す
る
の
が
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
趣
旨
に
か
な
う
と
し
て
い
る20

）。
し
か
し
、
す
で
に
見
た

よ
う
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
一
九
二
二
年
の
改
正
草
案
で
、

法
を
枉
げ
る
こ
と
」
自
体
の
故
意
に
は
、

意
図
」
で
は
な
く
と
も
、

認
識
」

つ
ま
り
「
直
接
的
故
意
」
を
要
す
る
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
異
論
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、

法
律
的
不
法
」
論
文
の
、
先
に
引
用
し
た
枉
法
の
故
意
に
関
す
る
箇
所
の
前
で
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

裁
判
官
を
殺
人
の
罪
で
可
罰
的
と
す
る
場
合
、
こ
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
枉
法
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
同
時
に
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
さ
れ

る
（
刑
法
三
三
六
条
、
三
四
四
条
）。
な
ぜ
な
ら
、
独
立
の
裁
判
官
の
判
断
が
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
う
る
の
は
、
そ
の
独
立
性
が
寄
与
す
べ

く
規
定
さ
れ
て
い
る
原
則
、
つ
ま
り
法
律
へ
の
服
従
、
す
な
わ
ち
法
へ
の
服
従
に
、
そ
の
裁
判
官
が
違
反
し
た
場
合
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る21

）」。

こ
れ
は
、
枉
法
の
規
定
の
趣
旨
を
裁
判
官
の
独
立
の
保
障
に
求
め
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
一
九
二
二
年

の
改
正
草
案
に
お
い
て
、
枉
法
の
罪
は
独
立
の
裁
判
官
の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
行
政
官
に
も
適
用
さ
れ
る
と
明
示
的
に
述
べ
て
い
た
こ
と
と

整
合
し
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
枉
法
の
故
意
に
は
「
直
接
的
故
意
」
を
要
求
す
る
も
の
と
解
す
る
と
す
れ
ば
、
シ
ュ
レ
ー

ダ
ー
の
示
唆
す
る
よ
う
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
裁
判
官
の
場
合
と
医
師
の
場
合
と
で
異
な
る
取
扱
い
を
想
定
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
よ
う

に
み
え
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ラ
イ
ヒ
刑
法
三
三
六
条
の
「
故
意
」
の
解
釈
と
し
て
、
戦
後
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
故
意
の
種
類
を
特
定
し
て
い
た
か
ど
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う
か
は
や
は
り
不
確
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
枉
法
の
故
意
と
違
法
性
の
意
識
と
の
関
係
に
問
題
を
限
定
し
て
み
る
と
、
違
法
性
の
意
識
の
有

無
の
判
定
に
故
意
の
種
類
は
直
接
に
は
関
係
し
な
い
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
手
が
か
り
も
二
八
年
の
論
文
に
み
る
こ

と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
そ
こ
で
、

意
図
」
の
場
合
で
も
、

認
識
が
あ
る
」
場
合
で
も
、
ま
た
「
未
必
の
故
意
」
の

場
合
で
も
、
結
果
の
表
象
は
表
面
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
も
の
の
、
下
意
識
に
抑
圧
さ
れ
た
「
社
会
的
反
価
値
性
」
の
認
識
が
あ
り
う
る
と

し
て
い
た
。
そ
う
す
る
と
、
少
な
く
と
も
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
と
っ
て
、
不
法
の
認
識
は
故
意
の
種
類
に
関
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う22

）。

こ
の
よ
う
に
み
て
よ
い
と
す
れ
ば
、
故
意
の
種
類
に
関
わ
ら
ず
、
故
意
と
違
法
性
の
意
識
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
医
療
殺
人
の
場
合
と
司

法
殺
人
の
場
合
で
異
な
る
取
扱
い
を
す
べ
き
理
由
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
言
明
を
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
残
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
一
九
四
七
年
の
「
法
律
と
法
」
論
文
に
対
し
て
は
、
雑
誌
の
読
者
か
ら
異
論
が
提
起
さ
れ
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
そ
れ
に

応
答
し
て
い
る
。
そ
の
い
ず
れ
も
、

法
律
と
法
」
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
『
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
評
論
』
誌
の
三
月
号
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
法
律
的
不
法
の
遡
及
処
罰
に
お
け
る
正
義
と
法
的
安
定
性
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
強
調
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
読
者

の
見
解
は
、
こ
の
両
者
は
ど
ち
ら
も
人
間
の
尊
厳
や
自
由
と
い
っ
た
共
通
の
理
念
に
由
来
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
法
的
安
定
性
も
そ

れ
に
対
応
す
る
罪
刑
法
定
主
義
も
こ
れ
ら
の
理
念
に
反
す
る
と
き
は
停
止
す
る
と
み
る
べ
き
だ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た23

）。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は

こ
の
議
論
の
な
か
に
遡
及
処
罰
に
つ
い
て
の
「
法
的
正
当
化
」
で
は
な
く
「
政
治
的
正
当
化
」
の
傾
向
を
見
て
と
り
、

法
律
的
不
法
」
論

文
と
同
様
に
、
ナ
チ
ス
以
前
の
ラ
イ
ヒ
刑
法
に
よ
る
処
罰
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る24

）。

そ
れ
は
法
律
的
不
法
に
お
い
て
不
法
の
意
識
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
、
先
に
触
れ
た
「
人
道
に
対
す
る
罪
に

関
す
る
議
論
に
つ
い
て
」
と
同
じ
議
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る25

）。

こ
の
原
理
﹇

法
律
な
く
し
て
犯

罪
な
し
」﹈
の
意
味
は
、
行
為
者
は
行
為
以
前
に
少
な
く
と
も
そ
の
行
為
の
可
罰
性
を
知
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
医
療
殺
人
、
密
告
、
司
法
殺
人
そ
の
他
の
法
律
的
不
法
に
際
し
て
、
人
々
が
そ
こ
で
は
す
べ
て
は
正
し
く
生
じ
て

い
る
の
だ
と
信
じ
て
い
た
と
想
定
す
る
と
す
れ
ば
、
…
そ
れ
は
ド
イ
ツ
国
民
を
侮
辱
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」。
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
書
か
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れ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
論
文
の
場
合
と
同
様
に
、
こ
れ
は
ド
イ
ツ
国
民
の
名
誉
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
願
望
の
表

現
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
に
値
す
る
の
は
、
医
療
殺
人
と
司
法
殺
人
が
明
示
的
に
同
列
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
も
し
医
療
殺
人
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
い
わ
ば
深
層
の
不
法
意
識
が
あ
っ
た
と
想
定
し
う
る
と
す
れ
ば
、
同
じ
こ
と
は
司
法
殺
人
の

ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
想
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
片
言
か
ら
確
定
的
な
結
論
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
司
法
殺
人
の
場
合
に
も
深
層
の
不
法
意
識
を
想
定
し
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
先
に
触
れ
た
枉
法
裁
判
官
の
三
類
型
に
つ
い
て
、
以
上
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
観
点
か
ら
見
た
、
そ
の
故
意
の

成
立
可
能
性
を
も
う
一
度
検
討
し
て
み
よ
う
。
第
一
類
型
の
裁
判
官
、
す
な
わ
ち
ナ
チ
ス
の
法
律
に
も
反
し
て
、
つ
ま
り
こ
の
意
味
で
も
枉

法
の
死
刑
判
決
を
下
し
た
裁
判
官
は
、

法
盲
目
的
」
な
犯
罪
の
「
意
図
」
を
有
し
て
い
た
と
み
な
さ
れ
う
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
類
型
の

裁
判
官
は
法
学
的
実
証
主
義
的
な
観
点
か
ら
み
て
も
免
責
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う26

）。
第
三
類
型
の
裁
判
官
、
す
な
わ
ち
違
法
性
の
意
識
を
有

し
て
い
た
が
、
ナ
チ
ス
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
裁
判
官
は
、
意
図
で
は
な
く
、
直
接
的
又
は
未
必
の
故
意
を
有
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
こ
の
類
型
の
裁
判
官
は
た
し
か
に
「
緊
急
避
難
」
に
よ
り
免
責
又
は
減
刑
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い27

）。

問
題
は
第
二
類
型
の
裁
判
官
、
す
な
わ
ち
実
証
主
義
の
ゆ
え
に
違
法
性
の
意
識
を
欠
い
た
か
も
し
れ
な
い
裁
判
官
で
あ
る
。
こ
の
類
型
の

裁
判
官
は
、
実
証
主
義
に
よ
っ
て
訓
育
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
し
か
に
法
律
的
不
法
に
つ
い
て
表
層
に
お
い
て
は
違
法
性
の
意
識
を
も

ち
え
な
か
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
一
九
二
八
年
論
文
及
び
一
九
四
七
年
判
決
評
釈
に
通
底
す
る
と
考
え
ら
れ
る
ラ
ー
ト
ブ

ル
フ
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
少
な
く
と
も
深
層
に
お
け
る
不
法
意
識
を
も
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
故

意
は
否
定
さ
れ
え
ず
、
法
的
に
有
責
と
み
な
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
（
も
っ
と
も
、
量
刑
に
お
い
て
減
刑
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
）。
ま
た
、

た
し
か
に
こ
れ
ら
の
裁
判
官
は
「
法
」
に
つ
い
て
の
錯
誤
に
陥
っ
て
い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
シ
ュ
ペ
ン
デ
ル
の
よ
う
に
、
こ
の

錯
誤
を
禁
止
の
錯
誤
と
み
る
な
ら
ば
、
や
は
り
直
ち
に
免
責
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
明

示
的
な
言
明
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
第
二
類
型
の
裁
判
官
に
つ
い
て
錯
誤
を
問
題
と
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
法
」
の
概
念
に

（79-１･２- ）39 39

枉法と故意（酒匂）



関
す
る
錯
誤
で
あ
り
、
や
は
り
禁
止
の
錯
誤
と
み
な
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
類
型
の
裁
判
官
が
実
際
に
ど
の
程
度
い
た
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
は
残
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
よ
う
な
類
型
の
裁

判
官
が
現
実
に
存
在
し
う
る
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ナ
チ
ス
期
の
裁
判
官
の
類
型
と
し
て
考
え
ら
れ
る

の
は
、
第
一
、
第
三
の
類
型
や
、
ナ
チ
ス
期
に
も
裁
判
官
の
独
立
を
可
能
な
限
り
守
ろ
う
と
し
た
類
型
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
証

主
義
に
責
任
を
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
裁
判
官
を
免
責
し
よ
う
と
す
る
免
責
テ
ー
ゼ
と
し
て
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
を
読
む
と
す
れ
ば
、

そ
れ
に
よ
っ
て
免
責
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
う
る
の
は
、
第
二
類
型
の
裁
判
官
で
あ
ろ
う
。
本
稿
が
検
討
し
た
の
は
、
免
責
テ
ー
ゼ
論
が
、

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
刑
法
理
論
の
観
点
か
ら
み
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
趣
旨
に
適
合
す
る
の
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
問
題

は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
解
釈
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
と
っ
て
も
現
実
的
な
意
味
を
も
つ
問
題
で
あ
っ
た
と
考
え
る

こ
と
も
で
き
る
。
第
一
や
第
三
の
類
型
の
裁
判
官
も
、
恣
意
的
な
権
力
に
よ
る
不
法
な
法
律
や
命
令
も
法
的
効
力
を
も
つ
と
考
え
、

不
法

の
意
識
」
が
な
か
っ
た
と
弁
明
と
す
る
可
能
性
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る28

）。
そ
の
よ
う
な
弁
明
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
自
ら
を
、
ひ
い
て
は
ド
イ
ツ
国
民
を
「
侮
辱
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
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.,
520.

９
）

ib
id
.

10
）

ib
id
.,
520f.

11
）

V
g
l.
G
.B
em
m
a
n
n
,
Ü
b
er d

ie S
tra
frech

tlich
e V

era
n
tw
o
rtlich

k
eit d

es R
ich
ters,

309.

12
）

R
.M
a
u
ra
ch
,
D
eu
tsch

es S
tra
frech

t:
B
eso

n
d
er T

eil,
715.

13
）

G
.B
em
m
a
n
n
,
Ü
b
er d

ie S
tra
frech

tlich
e V

era
n
tw
o
rtlich

k
eit d

es R
ich
ters,

309ff.

14
）

ib
id
.,
311.

15
）

V
g
l.
R
.R
en
g
ier,

S
tra
frech

t:
B
eso

n
d
er T

eil II,
522.

16
）

R
.M
a
u
ra
ch
/F
.-C
h
.S
ch
ro
d
er,

S
tra
frech

t B
eso

n
d
er T

eil,
T
eilb

a
n
d 2.

6.v
o
llig n

eu
b
ea
rb
eitete A

u
fl.,

1981,
193ff.

17
）

ib
id
.,
195.

18
）

G
.S
p
en
d
el,

Z
u
r P

ro
b
lem

a
tik d

er R
ech

tsb
eu
g
u
n
g
,
in G

ed
a
ch
tn
issch

rift fu
r G

u
sta
v R

a
d
b
ru
ch 21.11.1878

23.11.1949,
1968,

318.

19
）

ib
id
.,
319.

20
）

G
.B
em
m
a
n
n
,
Ü
b
er d

ie S
tra
frech

tlich
e V

era
n
tw
o
rtlich

k
eit d

es R
ich
ters,

311.

21
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
G
esetzlich

es U
n
rech

t u
n
d Ü

b
erg

esetzlich
es R

ech
t,
G
R
G
A
 
3,
91.

22
）

ベ
ム
マ
ン
も
、
枉
法
の
責
任
は
故
意
の
種
類
に
よ
ら
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
未
必
の
故
意
で
足
り
る
と
す
る
の
で
あ
る
。B

em
m
a
n
n
,
Ü
b
er
 
d
ie

 
S
tra
frech

tlich
e V

era
n
tw
o
rtlich

k
eit d

es R
ich
ters,

311.

23
）

G
.H
.-H

erm
a
n
n
,
(E
rw
id
eru

n
g zu

:)
G
esetz u

n
d R

ech
t,
in S

tu
ttg
a
rter R

u
n
d
sch

a
u
,
M
a
rz 1947,

G
R
G
A
 
3,
100ff.

24
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
E
rw
id
eru

n
g
,
in S

tu
ttg
a
rter R

u
n
d
sch

a
u
,
M
a
rz 1947,

G
R
G
A
 
3,
104ff.

25
）

ib
id
.,
105.

26
）

Ｓ
・
Ｌ
・
ポ
ー
ル
ソ
ン
が
、
ゲ
テ
ィ
ヒ
事
件
判
決
に
お
け
る
よ
う
な
裁
判
官
に
つ
い
て
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
よ
っ
て
も
免
責
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
し
て
い

た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
二
節
注

11
）を
参
照
。

27
）

こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
、
高
山
『
故
意
と
違
法
性
の
意
識
』
三
七
二

三
七
四
頁
の
い
う
「
葛
藤
型
」
に
該
当
す
る
だ
ろ
う
。
高
山
に
よ
れ
ば
、
葛

藤
型
に
つ
い
て
は
期
待
可
能
性
が
な
い
が
ゆ
え
に
責
任
を
問
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

28
）

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
医
療
殺
人
事
件
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
被
告
人
た
ち
は
こ
う
し
た
口
実
に
よ
っ
て
免
責
を
求
め
る
「
あ
わ
れ
な
」

erb
a
r-
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m
u
n
g
sw
u
rd
ig

）
な
人
物
に
す
ぎ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。G

.R
a
d
b
ru
ch
,
Z
u
r D

isk
u
ssio

n u
b
er d

ie V
erb

rech
en g

eg
en d

ie M
en
sch

lich
k
eit,

G
R
G
A
 
8,
257.

５

お
わ
り
に

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
が
理
論
的
誠
実
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
み
な
し
う
る
こ
と
は
別
稿
で
確
認
し
た
。
こ
の
確
認
が
正
し
い
と

す
れ
ば
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
は
何
か
隠
れ
た
意
図
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
く
に
、
実
証
主
義
に
よ
っ
て
訓
育
さ
れ
た
裁

判
官
た
ち
の
判
決
に
お
け
る
法
律
的
不
法
を
、
実
証
主
義
の
責
任
に
転
嫁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
裁
判
官
た
ち
の
免
責
を
図
ろ
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
だ
が
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
二
つ
の
論
文
に
お
い
て
こ
う
し
た
裁
判
官
た
ち
の
免
責
の
可
能
性
を
示
唆

し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
ほ
ん
と
う
に
免
責
の
可
能
性
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
た
の
か
ど
う

か
、
こ
れ
が
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
こ
の
テ
ー
マ
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
の
意
図
に
問
題
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
問
わ
れ
う
る
、

独
立
の
問
題
で
あ
る
。
最
後
に
、
本
稿
の
検
討
結
果
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
実
証
主
義
に
よ
っ
て
訓
育
さ
れ
た
裁
判
官
た
ち
が
、
法
律
的
不
法
で
あ
る
ナ
チ
ス
の
法
律
に
従
っ
て
不
法
な
判
決
を

下
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
枉
法
の
故
意
が
な
か
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
判
決
が
客
観
的
に
は
枉
法
に
該

当
す
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
裁
判
官
た
ち
に
は
違
法
性
の
意
識
が
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
故
意
が
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
故
意
に
違
法
性
の
意
識
を
含
め
る
見
解
は
い
わ
ゆ
る
故
意
説
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
一
九
二
二
年
の
刑
法
改
正
草
案
で

は
こ
の
見
解
を
採
用
し
て
い
た
。
ま
た
、
戦
前
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
責
任
を
心
理
的
事
態
へ
の
「
帰
責
」
に
純
化
す
る
心
理
的
責
任
論
に

た
っ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
裁
判
官
た
ち
の
故
意
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
一
九
四
七
年
の
医
療
殺
人
事
件
判
決
評
釈
で
は
、
法
‖
評
価
規
範
説
に
立
っ
て
、
故
意
に
違
法
性
の
意
識
は
不
要
で
あ
る
と

す
る
見
解
に
い
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
法
の
不
知
を
免
責
事
由
と
し
な
い
古
典
的
な
責
任
論
に
回
帰
す
る
も
の
、
又
は
心
理
的
責
任
論
か

ら
規
範
的
責
任
論
へ
と
転
向
す
る
も
の
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
だ
が
、
こ
の
見
解
に
お
け
る
違
法
性
の
意
識
は
実
際
は
二
義
的
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
八
年
の
論
文
が
一
つ
の
手
が
か
り
を
与
え
る
。
そ
こ
で
は
、
意
識
の
表
層
に
お
い
て
は
違
法
性
の
意
識
は
な
く

と
も
、
深
層
に
お
い
て
不
法
意
識
が
あ
り
う
る
場
合
が
検
討
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る１

）。
そ
し
て
、
医
療
殺
人
事
件
に
つ
い
て
も
、
ラ
ー
ト
ブ

ル
フ
は
医
師
た
ち
の
深
層
に
不
法
意
識
が
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
医
師
た
ち
は
違
法
性
の
意
識
の
欠
如
に
よ

る
故
意
の
阻
却
を
否
定
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
司
法
殺
人
に
お
け
る
裁
判
官
た
ち
に
つ
い
て
も
、
単
純
に
違
法
性
の
意
識
の
欠
如
に
よ
り
故
意
が
阻
却
さ
れ
る
と

結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
医
療
殺
人
の
場
合
と
異
な
り
、
司
法
殺
人
に
つ
い
て
は
さ

ら
に
枉
法
の
故
意
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
し
か
も
枉
法
の
故
意
に
は
直
接
的
故
意
が
必
要
と
み
な
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
違

法
性
の
意
識
の
問
題
に
は
故
意
の
種
類
は
関
わ
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
司
法
殺
人
に
お
い
て
も
そ
の
行
為
者

た
ち
が
深
層
に
お
い
て
不
法
意
識
を
も
っ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
認
識
は
下
意
識
に
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
実
証
主
義
に
よ
っ
て
訓
育
さ
れ
て
「
法
」
に
つ
い
て
の
錯
誤
に
陥
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
裁
判
官
た
ち
も
下
意
識
に
お
い
て
不
法

の
認
識
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
う
る
。
ナ
チ
ス
期
の
裁
判
官
の
枉
法
に
つ
い
て
も
故
意
は
否
定
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
解
し
う
る
と
す
れ
ば
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
は
意
図
的
な
「
免
責
テ
ー
ゼ
」
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
し
か
に
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
裁
判
官
た
ち
の
免
責
の
可
能
性
を
問
う
て
い
る
が
、
そ
れ
は
戦
前
か
ら
の
彼
の
刑
事
責
任
論
に
由
来
す
る
理
論

的
帰
結
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る２

）。
し
か
し
、
そ
の
心
理
的
責
任
論
及
び
故
意
説
は
そ
の
ま
ま
で
は
難
点
を
は
ら
む
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
難
点
は
、
一
九
二
八
年
の
論
文
に
み
る
よ
う
に
、
戦
前
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
お
い
て
も
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が

ま
さ
に
ナ
チ
ス
期
に
お
け
る
「
不
法
意
識
の
な
い
不
法
」
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
事
態
に
お
い
て
あ
ら
わ
に
な
っ
た
の
だ
と
い
え
る
。
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そ
う
だ
と
す
る
と
、
法
律
的
不
法
に
対
し
て
国
民
と
法
律
家
を
無
防
備
に
し
た
と
し
て
実
証
主
義
の
責
任
を
問
う
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ

は
、
こ
の
よ
う
な
「
不
法
意
識
の
な
い
不
法
」
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
事
態
を
生
み
出
し
う
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
実
証
主
義
の

責
任
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
え
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
実
証
主
義
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
見
解
は
、
別
稿
で
み
た
よ
う
に
、
第
一

次
大
戦
直
後
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
第
一
次
大
戦
に
お
い
て
ド
イ
ツ
が
国
際
法
違
反
を
「
最
善
の

良
心
の
あ
の
自
明
性
を
も
っ
て
」
な
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

国
家
の
命
令
で
な
い
法
原
則
に
対
す
る
理
解
」
を
欠

如
し
た
実
証
主
義
は
強
い
共
同
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た３

）。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
も
不
法
の
意
識
の
な
い
法
違
反
と
い
う

事
態
の
責
任
が
実
証
主
義
に
帰
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
本
稿
の
検
討
か
ら
し
て
も
、

法
律
的
不
法
」
論
文
に
お
け
る
枉
法
裁
判
官
の
故
意
に
関
す
る
議
論
が
こ
の
意
味
の
も
の
で

あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
確
定
的
な
答
え
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
こ
の
点
に
つ
い
て
明
快
な
言
明

を
遺
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
戦
後
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
議
論
と
し
て
は
、
そ
の
表
題
の
イ
ン
パ
ク
ト
も
あ
っ
て
、

法
律
的
不
法
」
論
文

だ
け
が
、
し
か
も
そ
の
テ
ー
ゼ
や
定
式
の
部
分
だ
け
が
独
り
歩
き
し
て
い
っ
た
観
が
あ
る
。
一
九
一
六
年
の
自
由
法
運
動
に
つ
い
て
も
、
盟

友
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
「
法
学
の
た
め
の
闘
争
」
の
議
論
が
誤
解
さ
れ
か
ね
な
い
状
況
に
な
っ
た
た
め
、
後
に
「
反
制
定
法
的
解
釈
」
を

許
容
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
弁
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た４

）。
別
稿
で
触
れ
て
お
い
た
よ
う
に５

）、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
自
由
法
運
動
の

意
義
に
つ
い
て
次
第
に
限
定
的
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
誤
解
の
余
地
の
な
い
仕
方
で
公
表
し
た
と
は
い
え
な
い
。
同
様
に
、

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
や
、
裁
判
官
の
免
責
可
能
性
の
示
唆
に
つ
い
て
も
、
残
念
な
が
ら
、
そ
の
真
意
を
誤
解
の
余
地
の
な
い
仕
方
で
公

表
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

１
）

第
二
節
第
三
項
で
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
議
論
は
刑
法
学
的
に
は
疑
問
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
故
意
説
の
難
点
と
さ
れ
る
問
題
を
ラ
ー
ト
ブ
ル

フ
な
り
に
克
服
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
る
。
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２
）

も
っ
と
も
、
そ
こ
に
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
「
心
情
動
機
」
が
ま
っ
た
く
作
用
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
。

３
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
D
a
s R

ech
t im

 
so
zia
len V

o
lk
ssta

a
t,
in D

er G
eist d

er n
eu
en V

o
lk
sg
em
ein
sch

a
ft,

h
rsg

.
v
o
n d

er Z
en
tra
re fu

r
 

H
eim

a
td
ien
st,

1919,
G
R
G
A
 
13,

64.
４
）

G
.R
a
d
b
ru
ch
,
L
itera

tu
rb
erich

t R
ech

tsp
h
ilo
so
p
h
ie,

in Z
S
tW
 
27
(1907),

G
R
G
A
 
1,
480ff.

５
）

拙
稿
「
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
」
二
二

二
四
頁
参
照
。

本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
課
題
番
号
二
二
五
三
〇
〇
一
〇
）
の
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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