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﹁
プ
ロ
イ
セ
ン
対
ラ
イ
ヒ
﹂
裁
判
に
お
け
る

　
　
　

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ラ
ー⎠

1
⎝

　

︱︱
法
廷
で
の
対
決
を
め
ぐ
っ
て
︱︱

高　

橋　

愛　

子

第
1
節　

本
稿
の
位
置
づ
け
と
狙
い

本
稿
の
狙
い
は
﹆
一
九
三
二
年
一
〇
月
に
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
に
お
け
る
国
事
裁
判
所
で
行
わ
れ
た
﹁
プ
ロ
イ
セ
ン

対
ラ
イ
ヒ
﹂
裁
判
の
歴
史

0

0

的
背
景
﹆
制
度

0

0

的
な
枠
組
み
﹆
お
よ
び
﹆
そ
こ
で
の
争
点
を
め
ぐ
る
理
論

0

0

的
問
題
に
つ
い
て
の
筆
者
の
拙
論
⎠
3
⎠⎝
2
⎝

に

基
づ
き
﹆
こ
れ
ら
の
続
稿
と
し
て
以
下
の
点
を
論
ず
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
裁
判
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
﹁
弁
論
﹂

を
詳
し
く
跡
づ
け
﹆
そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
弁
論
﹂
に
お
い
て
何
が
語
ら
れ
た
の
か
を
明
確
に
し
つ
つ
﹆
審
理
の
展
開
上
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
に

位
置
づ
け
て
そ
の
意
味
を
考
察
し
︵
第
2
節
か
ら
第
9
節
︶﹆
そ
の
上
で
﹆
法
廷
に
お
い
て
対
決
し
た
両
者
の
﹁
弁
論
﹂
の
特
徴
が
い
か
な

る
点
に
見
出
さ
れ
る
か
﹆
殊
に
﹆
二
人
の
﹁
弁
論
﹂
の
法
的

0

0

側
面
と
政
治

0

0

的
側
面
と
い
う
二
つ
の
側
面
に
着
目
し
た
場
合
﹆
い
か
な
る
特
徴

が
見
ら
れ
る
か
を
探
る
︵
第
10
節
︶
こ
と
に
あ
る
⎠
4
⎝

。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
発
言
回
数
は
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
七
回
﹆
ヘ
ラ
ー
は
三
七
回
に

わ
た
る
⎠
5
⎝

。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
一
回
一
回
に
か
な
り
長
い
﹁
弁
論
﹂
を
展
開
す
る
が
﹆
ヘ
ラ
ー
は
ま
と
ま
っ
た
発
言
ば
か
り
で
は
な
く
﹆
あ
る
問
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題
に
つ
い
て
の
何
回
か
の
短
い
や
り
取
り
の
繰
り
返
し
︵
反
論
に
対
す
る
反
論
と
い
う
よ
う
な
︶
や
﹆
裁
判
長
か
ら
の
注
意
に
対
す
る
弁

解
・
反
論
な
ど
も
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
全
発
言
を
﹆
ヘ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
重
要
な
も
の
の
み
を
対
象
と
し
て
主
張

の
基
本
的
な
論
点
を
確
認
し
﹆
そ
の
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
⎠
6
⎝

。

審
理
第
一
日
目
で
あ
る
一
〇
月
一
〇
日
月
曜
日
の
午
前
一
〇
時
三
〇
分
の
開
廷
と
同
時
に
始
め
ら
れ
た
第
Ⅰ
章
﹁
開
始
時
の
説
明
﹂︵S.3

︱10

︶
で
は
﹆
ま
ず
裁
判
長
ブ
ム
ケ
に
よ
る
﹁
審
理
計
画
﹂
の
説
明
が
な
さ
れ
︵S.3

︱8

⎠
7
⎝

︶﹆
そ
の
後
﹆
原
告
側
の
プ
ロ
イ
セ
ン
﹆
バ
イ
エ
ル

ン
﹆
バ
ー
デ
ン
の
代
理
人
が
提
訴
の
﹁
主
旨
説
明
﹂
を
短
く
行
っ
た
の
み
で
終
わ
っ
て
お
り
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
﹆
ヘ
ラ
ー
に
よ
る
発
言
は
な

い
。

第
2
節　

第
Ⅱ
章
﹁
一
九
三
二
年
七
月
二
〇
日
以
前
﹆
お
よ
び
﹆

　
　
　
　

七
月
二
〇
日
の
事
実
経
過
︵S.11

︱86

︶
に
お
け
る
ヘ
ラ
ー
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト

二
人
の
﹁
弁
論
﹂
が
初
め
に
行
わ
れ
る
の
は
﹆
第
Ⅱ
章
﹁
一
九
三
二
年
七
月
二
〇
日
以
前
﹆
お
よ
び
﹆
七
月
二
〇
日
の
事
実
経
過
﹂
を
め

ぐ
る
議
論
に
お
い
て
で
あ
り
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
一
回
﹆
ヘ
ラ
ー
は
八
回
発
言
す
る
。
第
Ⅱ
章
は
﹆
第
一
日
目
の
午
前
中
か
ら
始
ま
り
﹆
同
日

の
午
後
八
時
閉
廷
︵S.68

︶
ま
で
か
け
て
も
終
わ
ら
ず
﹆
審
理
第
二
日
目
﹆
一
〇
月
一
一
日
火
曜
日
の
午
前
一
一
時
過
ぎ
⎠
8
⎝

ま
で
を
費
や
し
て

行
わ
れ
た
。

第
Ⅱ
章
で
は
﹆
ま
ず
ブ
レ
ヒ
ト
が
原
告
プ
ロ
イ
セ
ン
の
訴
え
の
全
容
に
つ
い
て
﹆
第
一
日
の
正
午
休
憩
⎠
9
⎝

に
入
る
ま
で
長
時
間
に
わ
た
っ
て

論
告
し
︵S.11

︱28

︶﹆
そ
の
後
﹆
午
後
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
冒
頭
で
被
告
ラ
イ
ヒ
側
の
こ
れ
に
対
す
る
反
論
が
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
︵S.29

︱35

︶。
そ
の
直
後
に
ま
ず
ヘ
ラ
ー
が
発
言
し
﹆
そ
し
て
﹆
裁
判
長
と
ヘ
ラ
ー
と
の
短
い
や
り
取
り
⎠
10
⎝

を
挟
ん
で
す
ぐ
シ
ュ
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ミ
ッ
ト
が
発
言
し
て
い
る
。
つ
ま
り
﹆
原
告
被
告
双
方
の
基
本
的
な
論
点
の
提
示
を
受
け
﹆
双
陣
営
の
先
頭
を
切
る
形
で
ヘ
ラ
ー
と
シ
ュ

ミ
ッ
ト
が
発
言
を
始
め
る
。
そ
し
て
裁
判
に
お
け
る
最
初
の
発
言
の
中
で
展
開
さ
れ
た
の
は
﹆
ま
さ
し
く
﹆
本
件
の
本
質
を
﹁
そ
の
法
解
釈

上
の
争
点
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
政
治
性

0

0

0

﹂
に
あ
る
と
﹁
法
廷
﹂
前
の
論
争
に
お
い
て
共
通
に
洞
察
し
て
い
た
二
人
の
﹆
そ
の
﹁
観
点
﹂
上
の

相
違
⎠
11
⎝

﹆
つ
ま
り
﹆
本
事
件
が
起
き
た
と
き
に
現
存
し
て
い
た
﹁
政
治
的
状
況

0

0

／
事
態

0

0

﹂
を
問
題
と
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
﹆
七
月
二
〇
日
の
大

統
領
命
令
と
こ
れ
に
よ
る
諸
措
置
を
も
た
ら
し
た
ラ
イ
ヒ
側
の
﹁
政
治
的
狙
い

0

0

／
動
機

0

0

﹂
こ
そ
が
問
題
だ
と
す
る
ヘ
ラ
ー
と
の
鮮
や
か
な
対

照
で
あ
っ
た
。

1
．
ヘ
ラ
ー
：

（1） II. S.35
︱38.

こ
こ
で
ヘ
ラ
ー
は
三
つ
の
点
を
主
張
す
る
が
﹆
そ
の
中
心
は
第
三
の
点
に
あ
る
。
第
一
に
﹆
ヘ
ラ
ー
は
﹆
ヘ
ラ
ー
の
発
言
の
直
前
に
﹆

ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
が
ラ
イ
ヒ
側
の
基
本
的
主
張
の
中
で
言
及
し
た
二
つ
の
﹁
事
実
﹂
に
反
論
す
る
。
す
な
わ
ち
﹆
官
職
剥
奪
さ
れ
た
大
臣
に

は
﹆
給
料
全
額
が
依
然
払
わ
れ
て
お
り
﹆
ブ
ラ
ウ
ン
・
プ
ロ
イ
セ
ン
首
相
は
事
件
直
後
に
﹁
給
料
の
支
払
﹂
が
継
続
し
て
な
さ
れ
る
か
を
問

い
合
わ
せ
﹆
全
額
支
払
わ
れ
る
と
い
う
返
答
に
満
足
の
念
を
表
し
た
と
い
う
第
一
の
﹁
事
実
﹂﹆
そ
し
て
﹆
七
月
二
〇
日
に
な
さ
れ
た
よ
う

な
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
設
置
を
ゼ
ー
ベ
リ
ン
グ
・
プ
ロ
イ
セ
ン
内
務
大
臣
が
事
前
に
自
ら
﹁
要
求
し
た
﹂
と
い
う
第
二
の
﹁
事
実
﹂
に

対
し
て
﹆
こ
れ
ら
の
﹁
事
実
﹂
は
事
前
の
い
か
な
る
文
書
に
お
い
て
も
主
張
さ
れ
て
お
ら
ず
﹆
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
が
法
廷
で
初
め
て
主
張
し

た
事
柄
⎠
12
⎝

だ
が
﹆
い
ず
れ
も
根
拠
が
な
く
﹆
ま
た
﹁
給
料
問
題
﹂
は
本
件
の
審
理
と
関
係
な
い
﹆
と
反
論
す
る
︵S.35

︶。

第
二
に
﹆
今
回
と
ら
れ
た
措
置
の
理
由
と
し
て
ラ
イ
ヒ
側
が
提
出
し
た
点
﹆
す
な
わ
ち
プ
ロ
イ
セ
ン
内
務
大
臣
ゼ
ー
ベ
リ
ン
グ
と
共
産
主

義
者
た
ち
と
の
間
に
﹁
秘
密
の
交
渉
﹂
が
行
わ
れ
た
と
い
う
主
張
に
は
根
拠
が
な
い
﹆
と
反
論
す
る
。

第
三
の
点
と
し
て
﹆
ヘ
ラ
ー
は
﹆
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
設
置
の
﹁
本
当
の
動
機

0

0

0

0

0

﹂
は
何
か

0

0

0

を
め
ぐ
る
論
及
を
始
め
る
。
ヘ
ラ
ー
は
﹆
七
月
二
〇
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日
事
件
の
﹁
不
適
切
な
動
機
﹂︵die unsachliche M

otive

︶
を
明
ら
か
に
す
る
事
柄
と
し
て
﹆﹁
パ
ー
ペ
ン
と
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
と
の
間
で
の
合

意
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
﹂
の
存
在
を
指
摘
し
﹆
こ
れ
に
よ
っ
て
の
み
﹁
七
月
二
〇
日
の
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
は
理
解
し
う
る

も
の
と
な
る
﹂︵S.37

︶
と
発
言
す
る
。
つ
ま
り
﹆
七
月
二
〇
日
の
ラ
イ
ヒ
政
府
の
行
動
に
お
い
て
は
﹆
第0

48
条
適
用
に
許
さ
れ
る
動
機

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が

決
定
的
だ
っ
た
の
で
は
な
く
﹆﹁
憲
法
違
反
の
動
機

0

0

0

0

0

0

0

﹂︵verfassungsw
idrige M

otive

︶﹆
す
な
わ
ち
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
と
の
確
固
た
る
﹁
政
治

的
取
り
決
め
﹂
が
決
定
的
だ
っ
た
の
だ
︵S.37

傍
点
引
用
者
︶
と
主
張
し
﹆
そ
の
証
明
の
た
め
に
﹆
パ
ー
ペ
ン
﹆
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
﹆
グ
ラ
イ

ヒ
ェ
ン
の
証
人
喚
問
を
要
求
す
る
。
さ
ら
に
﹆
こ
の
主
張
を
根
拠
づ
け
る
二
つ
の
証
拠
文
書
を
す
で
に
持
っ
て
い
る
と
し
て
﹆
紳
士
ク
ラ
ブ

︵H
errenklu

⎠
13
⎝b

︶
代
表
ア
ル
ヴ
ェ
ン
ス
レ
ー
ベ
ン
伯
爵
⎠
14
⎝

に
よ
る
一
九
三
二
年
六
月
七
日
付
の
ラ
イ
ヒ
財
務
大
臣
宛
の
書
簡
﹆
お
よ
び
﹆
紳
士

ク
ラ
ブ
事
務
局
長
グ
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
に
よ
る
一
九
三
二
年
六
月
六
日
付
の
書
簡
⎠
15
⎝

を
読
み
上
げ
る
。
殊
に
ヘ
ラ
ー
が
法
廷
で
読
み
上
げ
た
後
者
の

書
簡
は
﹆
以
下
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

新
し
い
内
閣
［
パ
ー
ペ
ン
政
府
の
こ
と
︱
引
用
者
］
は
﹆
…
…
暫
定
的
な
内
閣
で
は
な
く
﹆
ま
も
な
く
成
立
す
る
新
し
い
ラ
イ

ヒ
議
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
に
は
﹆
幾
つ
か
の
ラ
ン
ト
が
ナ
チ
ス
に
委
ね
ら
れ
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
に
関

し
て
も
﹆
以
下
の
よ
う
な
取
り
決
め
が
結
ば
れ
る
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
ラ
ン
ト
首
相
と
し
て
﹆
あ
る
い
は
﹆
ラ
イ
ヒ
・
コ

ミ
ッ
サ
ー
ル
と
し
て
信
頼
で
き
る
人
を
送
り
込
む
と
か
﹆
国
民
社
会
主
義
勢
力
の
強
力
な
支
援
の
も
と
で
内
務
行
政
を
組
織
し

直
す
と
い
う
取
り
決
め
が
結
ば
れ
る
で
し
ょ
う
︵S.38

︶。

こ
の
書
簡
の
真
実
性
に
つ
い
て
﹆
数
日
前
﹆
グ
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
は
ヘ
ラ
ー
に
対
し
て
個
人
的
に
確
認
し
た
﹆
と
ヘ
ラ
ー
は
付
け
加
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
﹁
取
り
決
め
﹂
こ
そ
が
﹆
ラ
イ
ヒ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
対
す
る
﹁
介
入
﹂
の
﹁
本
当
の
動
機

0

0

0

0

0

﹂
な
の
で
あ
り
﹆
そ
れ
は
す
な
わ
ち

﹁
不
適
切
な
動
機
﹂
で
あ
っ
て
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
の
措
置
は
﹆
法
的
に
い
え
ば
﹁
裁
量
の
濫
用
﹂︵E

rm
essensm

ißbrauch

︶
と
称
さ
れ
る
も

0

0
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の
だ
﹆
こ
う
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
側
の
主
張
が
す
ぐ
に
認
め
ら
れ
な
い
な
ら
ば
﹆
パ
ー
ペ
ン
﹆
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
﹆
グ
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
の
召
喚
を
求
め

る
︵S.38

傍
点
引
用
者
︶
と
述
べ
﹆
ヘ
ラ
ー
は
再
度
﹆
証
人
喚
問
請
求
を
す
る
。

2
．
シ
ュ
ミ
ッ
ト
：

（1）  II. S.39

︱41.

続
い
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
発
言
は
﹆﹁
事
件
の
細
部
が
す
で
に
周
知
の
こ
と
と
な
り
﹆
社
会
民
主
党
の
学
術
顧
問
ヘ
ラ
ー
教
授
の
や
り
方
で

な
さ
れ
た
議
論
の
後
で
﹆
私
は
﹆
教
授
と
は
異
な
る
や
り
方
で
﹆
一
九
三
二
年
七
月
二
〇
日
大
統
領
命
令
に
関
す
る
事
実
経
過
の
法
的
判
断

の
明
確
化
に
貢
献
し
た
い
﹂
と
い
う
皮
肉
た
っ
ぷ
り
の
や
り
方
で
始
ま
る
。
そ
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
ま
ず
﹆
七
月
二
〇
日
に
存
在
し
た
﹁
政

治
的
状
況

0

0

﹂
を
分
析
す
る
二
つ
の

0

0

0

﹁
状
況
概
念

0

0

0

0

﹂
を
展
開
す
る
。

私
は
﹆
七
月
に
生
じ
﹆
七
月
二
〇
日
に
出
現
し
た
状
況
︵in der Lage

︶
に
お
い
て
は
﹆
二
つ
の
要
素
が
区
別
さ
れ
る
べ
き
だ

と
考
え
る
。
そ
れ
は
﹆
内
乱
状
況

0

0

0

0

︵eine B
ürgerkriegslage

︶
で
あ
る
と
同
時
に
﹆
紛
争
状
況

0

0

0

0

︵eine K
onfliktslage

︶
で

あ
っ
た
︵S.39

傍
点
引
用
者
︶。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
﹆﹁
内
乱
状
況

0

0

0

0

﹂
と
は
﹆﹁
複
数
の
強
力
に
組
織
さ
れ
た
党
派
が
﹆
そ
れ
ぞ
れ
非
常
に
強
力
な
効
果
的
な
権
力
手

段
を
も
っ
て
対
立
し
て
い
る
状
況
﹂﹆
す
な
わ
ち
﹁
一
種
の
党
派
闘
争

0

0

0

0

﹂︵eine A
rt von P

arteikam
pf

︶
で
あ
り
﹆
そ
の
本
質
は
﹆
ど

ち
ら
も
そ
の
敵
に
対
し
て
﹁
不
法
﹂︵illegal

︶﹆﹁
国
家
の
敵
﹂︵Staatsfeind
︶
あ
る
い
は
﹁
国
民
﹆
民
族
の
敵
﹂︵F

eind des Volkes 

oder der N
ation

︶
と
呼
ん
で
﹁
法
的

0

0

権
力
手
段
﹂
を
﹁
党
派
闘
争
の
武
器
﹂︵W

affe des P
arteikam

pfes

︶
と
し
て
使
う
点
に
あ

る
［
合
法
性
の
政
治
的
道
具
化
］︵S.39

傍
点
引
用
者
︶。
そ
う
し
た
場
合
﹆
い
ず
れ
の
側
が
﹁
合
法
﹂
か
﹆﹁
違
法
﹂
か
を
決
し
う
る
の
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は
﹁
独
立
の
政
府
﹂
の
み
で
あ
る
︵S.39

︶。
し
た
が
っ
て
﹆
あ
る
党
派
が
他
の
そ
れ
を
﹁
不
法
﹂
と
呼
び
﹆
党
派
的
国
家
指
導

0

0

0

0

0

0

0

︵eine 

parteiische Staatsführung

︶
と
は
異
な
る
国
家
指
導

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
不
可
能
だ
と
指
摘
す
る
こ
と
﹆
独
立
の
非
党
派
的
な
国
家
指
導

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
方
法
︵einer 

unabhängigen, unparteiischen A
rt der Staatsführung

︶
の
追
求
の
試
み
を
予
め
不
可
能
だ
﹆
虚
偽
だ
と
主
張
す
る
こ
と
に
こ
そ
﹆
あ

ら
ゆ
る
災
い
の
原
因
が
あ
る
︵S.39

傍
点
引
用
者
︶
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
い
う
。

さ
ら
に
﹆
そ
う
し
た
﹁
独
立
の
政
府
﹂
と
し
て
の
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
る
対
党
派
政
策

0

0

0

0

0

と
し
て
の
﹆
対
ナ
チ
ス
政
策
の
正
当
性
の
主
張
を
行

う
。
つ
ま
り
S
S
の
制
服
禁
止
令
﹆
デ
モ
行
進
禁
止
令
の
解
除
と
い
う
ラ
イ
ヒ
の
政
策
転
換
は
ラ
イ
ヒ
政
府
が
﹁
正
し
く
﹆
客
観
的
で
あ

ろ
う
と
し
た
﹂
こ
と
の
結
果
で
あ
り
﹆﹁
数
百
万
の
ド
イ
ツ
人
が
共
感
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
﹆
そ
の
支
持
を
与
え
て
い
る
運
動
を
﹆
共
産

党
と
同
様
に
扱
う
と
い
う
無
礼
﹂
を
中
止
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
︵S.39

︶
と
い
う
。

で
は
﹁
紛
争
状
況

0

0

0

0

﹂
と
は
何
か
。
そ
れ
は
﹆﹁
お
互
い
に
相
手
を
で
き
る
だ
け
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
併
合
し
よ
う
と
し
て
い
る
二
つ
の

国
家
﹆
政
治
を
﹆
そ
の
言
葉
の
最
も
広
く
最
も
強
い
意
味
に
お
い
て
行
う
権
利
を
要
求
す
る
二
つ
の
国
家
権
力
﹂
が
対
立
し
て
い
る
状
況

︵S.40

︶
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
具
体
的
に
問
題
と
な
る
の
は
﹆
二
つ
の
国
家
権
力
の
間
で
の
﹁
独
自
の
政
策
を
追
及
す
る
権
利
﹂

と
い
う
問
題
﹆
本
件
に
関
し
て
い
え
ば
﹆﹁
一
体
ラ
ン
ト
は
﹆
ラ
イ
ヒ
の
政
策
か
ら
ど
こ
ま
で
離
れ
た
政
策
を
と
り
う
る
の
か
﹂
と
い
う
問

題
で
あ
り
﹆
そ
の
本
質
は
﹆﹁
国
家
の
敵
は
誰
か
﹆
不
法
な
の
は
誰
か
﹆
憲
法
の
敵
は
誰
か
と
い
う
問
題
﹂
に
つ
い
て
﹆
ラ
ン
ト
は
ラ
イ
ヒ

と
は
異
な
る
独
自
の
見
解
を
持
ち
う
る
の
か
﹆
と
い
う
問
題
だ
と
い
う
︵S.40

︶。

こ
の
点
に
関
連
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆
形
式
的
平
等
の
根
源
的
批
判

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
展
開
し
﹆
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
運
動
を
﹆
そ
の
目
的
﹆
プ
ロ
グ
ラ

ム
﹆
強
さ
﹆
そ
し
て
連
合
・
連
携
の
可
能
性
を
含
む
活
動
の
全
体
状
況
を
無
視
し
て
一
律
の
扱
い
を
す
る
こ
と
﹆
ま
た
内
乱
状
況
﹆
紛
争
状

況
﹆
正
常
な
平
和
的
状
況
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
状
況
を
一
律
に
扱
う
こ
と
﹆
あ
る
い
は
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
の
よ
う
な
大
国
と
小
ラ
ン
ト
と

を
同
一
に
扱
う
こ
と
は
﹆
す
べ
て
誤
り
だ
と
指
摘
す
る
︵S.40

︶。
ラ
ン
ト
が
ラ
イ
ヒ
の
政
策
か
ら
離
反
す
る
政
策
を
と
る
権
利
を
持
つ
の

は
自
明
だ
が
﹆
し
か
し
問
題
は
そ
こ
に
は
な
い
。
問
題
の
本
質
は
﹆
そ
う
し
た
内
乱
状
況
の
中
に
お
い
て
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆
ラ
ン
ト
は
ラ
イ
ヒ
の
政
策
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ら
離
反
し
た
独
自
の
政
策
を
と
る
権
利
を
持
つ
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆
そ
し
て
離
反
す
る
政
策
を
と
る
権
利
を
ど
の
程
度

0

0

0

0

持
つ
の
か
﹆
で
あ
る
︵S.40

傍

点
引
用
者
︶。
そ
れ
ゆ
え
ラ
ン
ト
が
ラ
イ
ヒ
の
政
策
と
は
異
な
る
政
策
を
と
る
権
利
は
﹆
内
乱
状
況
﹆
紛
争
状
況
の
場
合
﹆
ま
た
プ
ロ
イ
セ

ン
の
場
合
に
は
全
く
別
の
要
件
の
下
に
あ
る
︵S.41

︶
と
い
う
。

現
在
は
﹆
党
派
間
闘
争
と
い
う
﹁
内
乱
状
況
﹂
が
あ
り
﹆
か
つ
﹁
紛
争
状
況
﹂
が
あ
る
。
こ
れ
は
ス
イ
ス
の
分
離
派
戦
争
直
前
の
状
況
で

あ
り
﹆
ア
メ
リ
カ
の
一
八
六
一
年
の
内
乱
状
況
と
同
様
の
事
態
で
あ
る
。
そ
う
し
た
と
き
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
の
よ
う
な
ラ
イ
ヒ
の
三
分
の
二
に

当
た
る
ラ
ン
ト
が
﹆
ラ
イ
ヒ
に
対
抗
す
る
政
策
を
追
及
す
る
な
ら
ば
﹆
そ
れ
は
ラ
イ
ヒ
の
存
続
に
と
っ
て
の
政
治
的
危
機
を
生
じ
さ
せ
る
の

で
あ
り
﹆
そ
れ
は
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ヒ
に
と
っ
て
埋
葬
の
鐘
の
音
に
等
し
い
︵S.40

︱41

︶﹆
こ
う
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
締
め
く
く
る
。

3
．
ヘ
ラ
ー
：

（4）  II. S.65

︱66,  
（6）  II. S.76

︱77,  

（7）  II. S.77

︱78,  

（8）  II. S.85.

第
Ⅱ
章
﹁
事
実
経
過
﹂
で
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
発
言
は
上
記
の
弁
論
の
一
回
の
み
だ
が
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
弁
論

（1）
の
後
の
ヘ
ラ
ー
の
第
Ⅱ

章
に
お
け
る
発
言
は
六
回
に
わ
た
る
。
そ
の
内
二
回
︵

（3） 

（5）
︶
は
﹆
先
の
弁
論
で
既
に
述
べ
た
ブ
ラ
ウ
ン
の
給
与
問
題
と
﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂

に
つ
い
て
の
ゼ
ー
ベ
リ
ン
グ
に
よ
る
事
前
要
求
問
題
と
い
う
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
が
持
ち
出
し
た
件
へ
の
反
論
で
あ
り
﹆
こ
こ
で
の
考
察
の
対

象
か
ら
は
除
外
す
る
。

（4） 

（6） 

（7） 

（8） 

の
四
回
の
発
言
⎠
16
⎝

に
共
通
す
る
ヘ
ラ
ー
の
追
及
の
ポ
イ
ン
ト
は
﹆
パ
ー
ペ
ン
と
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
と
の
間
で
の
﹆
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ

サ
ー
ル
設
置
を
め
ぐ
る
事
前
協
定
の
存
在
に
つ
い
て
の
事
実
認
定
を
﹆
裁
判
所
が
す
る
か
否
か
﹆
と
い
う
点
を
裁
判
所
に
迫
る
発
言
で
あ

る
。ま

ず
﹆
審
理
日
第
一
日
の
終
了
間
際
に
行
わ
れ
た
発
言

（4）
で
ヘ
ラ
ー
は
﹆
も
し
裁
判
所
が
こ
の
事
実
に
つ
い
て
認
定
し
え
な
い
な
ら
ば
﹆

こ
の
間
の
事
情
は
最
も
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
の
で
﹆
証
拠
を
提
出
す
べ
き
だ
っ
た
﹆
そ
う
す
れ
ば
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
執
行
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︵
第
1
項
︶
と
非
常
事
態
︵
第
2
項
︶
と
に
関
し
て
﹆﹁
不
適
切
な

0

0

0

0

﹆
憲
法
上
許
さ
れ
て
い
な
い
動
機

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂︵das unsachlich, nicht von der 

Verfassung zugelassene M
otiv

︶
を
た
だ
ち
に
証
明
し
た
に
違
い
な
い
︵S.66

傍
点
引
用
者
︶
と
述
べ
る
。

こ
の
一
連
の
パ
ー
ペ
ン
・
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
間
の
合
意
を
め
ぐ
る
追
及
で
最
も
重
要
な
の
は

（6）
の
発
言
で
あ
る
。
ま
ず
ヘ
ラ
ー
は
﹆
一
回
目

の
発
言
で
読
み
上
げ
た
グ
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
の
書
簡
に
は
﹆﹁
後
に
起
き
た
事
柄
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
﹂
と
指
摘
し
﹆
こ
の

書
簡
の
真
実
性
を
一
四
日
前
に
グ
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
自
身
が
ヘ
ラ
ー
に
個
人
的
に
保
証
し
た
と
再
度
強
調
す
る
。
加
え
て
﹆
も
し
国
事
裁
判
所
が

彼
を
召
喚
す
れ
ば
﹆
グ
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
は
そ
の
書
簡
の
宛
名
人
を
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
と
語
っ
た
﹆
と
付
け
加
え
﹆
そ
れ
ゆ
え
是
非
﹆

グ
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
の
証
人
尋
問
を
行
っ
て
欲
し
い
と
要
求
す
る
。
と
い
う
の
も
﹆
パ
ー
ペ
ン
政
府
の
主
要
な
四
閣
僚
が
﹁
紳
士
ク
ラ
ブ
﹂
の
会

員
で
あ
り
﹆
グ
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
の
書
簡
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
柄
と
今
回
の
ク
ー
デ
タ
ー
と
の
間
の
因
果
関
係
は
明
ら
か
だ
か
ら
だ
﹆
と
主
張

す
る
。

さ
ら
に
﹆
こ
の
召
喚
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
点
は
﹆
昨
日
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
教
授
の
説
明
に
よ
っ
て
も
明
確
に
な
ら
な
か
っ
た
こ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と0

﹆
す
な
わ
ち
﹆﹁
独
立
の

0

0

0

﹆
非
党
派
的
な

0

0

0

0

0

﹂
政
府
な
ど
と
語
る
こ
と
は
で
き
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
点
だ
︵S.76

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
述
べ
﹆
前
述

の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
を
批
判
す
る
。
逆
に
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
の
行
為
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆
国
民
社
会
主
義
者
と
の
は
っ
き
り
と
し
た
党
派
政
治
的
な
取
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

決
め
の
影
響
下
に
あ
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵S.76

傍
点
引
用
者
︶﹆
そ
し
て
こ
の
取
り
決
め
の
解
明
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
決
定
的
な
点
だ
︵S.77

︶
と
ヘ

ラ
ー
は
主
張
す
る
。
ラ
イ
ヒ
の
一
連
の
行
為
の
本
当
の
動
機
は
﹆
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
撹
乱
や
義
務
不
履
行
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
﹆

﹁
不
適
切
な
﹆
憲
法
に
よ
っ
て
許
さ
れ
て
い
な
い
動
機
﹂︵unsachliche, nach der Verfassung nicht zugelassene M

otiv

︶
に
よ
る
。

し
た
が
っ
て
﹆﹁
裁
量
の
濫
用
﹂︵E

rm
essensüberschreitung

︶
が
存
す
る
︵S.77

︶
と
ヘ
ラ
ー
は
主
張
す
る
。

（7）
に
お
け
る
ヘ
ラ
ー
の
発
言
の
要
点
の
一
つ
は
﹆
今
回
の
行
為
に
お
い
て
ナ
チ
ス
と
の
合
意
が
唯
一

0

0

の
動
機
だ
と
主
張
す
る
つ
も
り
は

な
く
﹆
そ
れ
が
最
も
本
質
的
な

0

0

0

0

0

0

動
機
︵das w

esentlichste M
otiv

︶
だ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
の
だ
︵S.77

傍
点
引
用
者
︶
と
述
べ
て
い

る
点
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
要
点
は
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
に
安
全
・
秩
序
の
撹
乱
と
い
う
事
実

0

0

が
存
在
し
た
こ
と
は
周
知
の
点
だ
が
﹆
し
か
し
こ
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の
点
に
関
す
る
法
的
な
問
題

0

0

0

0

0

は
﹆
そ
こ
に
存
在
し
た
危
機
が
﹆︵
a
︶﹁
第
48
条
を
用
い
て
介
入
す
べ
き
重
大
な
危
機
﹆
あ
る
い
は
﹆
あ
る
ラ

ン
ト
政
府
そ
の
も
の
を
取
り
替
え
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
危
機
だ
っ
た
か
﹂
で
あ
り
﹆
ま
た
﹆︵
b
︶﹁
こ
の
安
全
・
秩
序
の
撹
乱
に
対
し
て

プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
政
府
は
﹆
安
全
・
秩
序
の
確
保
・
維
持
の
た
め
の
意
思

0

0

と
能
力

0

0

と
を
持
っ
て
い
た
か
否
か
﹂
だ
︵S.78

傍
点
引
用

者
︶﹆
と
述
べ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
政
府
の
治
安
維
持
に
責
任
を
持
つ
ゼ
ー
ベ
リ
ン
グ
が
そ
の
意
思
と
能
力
を
持
っ
て
い
た
の
は
確

か
で
あ
り
﹆
現
に
﹆
ゼ
ー
ベ
リ
ン
グ
が
警
察
長
官
を
し
て
い
た
当
時
以
上
に
﹆
現
ブ
ラ
ハ
ト
・
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
の
赴
任
以
降
の
ほ

う
が
流
血
の
騒
動
は
増
大
し
て
い
る
︵S.78

︶﹆
と
指
摘
す
る
。

（8）
で
は
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
政
府
排
除
に
つ
い
て
の
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
る
対
ナ
チ
ス
合
意
の
存
在
を
こ
ち
ら
側
は
一
貫
し
て
主

張
し
て
き
た
の
に
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
側
は
﹆
こ
の
主
張
へ
の
明
確
な
反
論
を
こ
れ
ま
で
避
け
て
い
る
﹆
と
指
摘
し
﹆
そ
れ
ゆ
え
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府

側
が
こ
の
点
を
否
認
す
る
つ
も
り
な
ら
ば
﹆
も
っ
と
明
確
な
証
拠
を
提
出
す
べ
き
だ
︵S.85

︶
と
い
う
。

4
．
小
括

ヘ
ラ
ー
の
法
廷
で
の
最
初
の
数
回
の
発
言
に
一
貫
す
る
重
要
な
点
は
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
に
対
す
る
大
掛
か
り
な
介
入
の
真
の
動
機

0

0

0

0

は
﹆
パ
ー

ペ
ン
政
府
が
そ
の
安
定
化
の
た
め
に
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
か
ら
の
協
力
を
得
る
べ
く
﹆
社
会
民
主
党
の
牙
城
で
あ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
を
解
体
し
﹆

そ
こ
に
ナ
チ
ス
に
有
利
な
体
制
を
築
く
と
い
っ
た
﹆
パ
ー
ペ
ン
＝
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
間
の
政
治
的
協
定
の
締
結
に
存
す
る
﹆
し
た
が
っ
て
﹆﹁
不0

適
切
な

0

0

0

﹆
憲
法
に
反
す
る
動
機

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂
で
あ
り
﹆
法
的
に
は
﹁
裁
量
の
濫
用
﹂
が
認
め
ら
れ
る
﹆
と
い
う
点
で
あ
り
﹆
そ
こ
で
﹆
裁
判
所
が
﹆

事
前
協
定
の
存
在
に
つ
い
て
の
事
実
認
定
を
す
る
た
め
に
必
要
な
関
係
者
の
証
人
喚
問

0

0

0

0

0

0

0

0

を
要
求
す
る
﹆
と
い
う
極
め
て
政
治
的
な
主
張
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
一
点
こ
そ
が
﹆
法
廷
闘
争
の
全
体
を
貫
い
て
ヘ
ラ
ー
が
主
張
し
﹆
証
明
し
よ
う
と
努
め
た
点
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ヘ

ラ
ー
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
だ
っ
た
点
は
﹆
そ
れ
ゆ
え
﹆
一
言
で
言
う
な
ら
ば
﹆﹁
証
人
喚
問

0

0

0

0

﹂
が
実
現
す
る
か
否
か

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆
そ
れ
に
よ
っ
て
﹆
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パ
ー
ペ
ン
＝
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
間
の
水
面
下
で
の
﹁
政
治
的
密
約

0

0

0

0

0

﹂
の
存
在

0

0

0

と
﹆
そ
の
密
約
の
実
現

0

0

0

0

0

と
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
の
罷
免
が
行
わ
れ

た
と
い
う
点
と
が
解
明
さ
れ
る
か
否
か
﹆
に
あ
っ
た
。

他
方
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
法
廷
で
の
最
初
の
弁
論
で
展
開
し
た
主
張
の
中
心
は
﹆
現
在
の
政
治
的
闘
争

0

0

を
分
析
す
る
二
つ
の

0

0

0

﹁
状
況
概
念

0

0

0

0

﹂

︵﹁
内
乱
状
況
﹂︵B

ürgerkriekslage

︶
と
﹁
紛
争
状
況
﹂︵K

onfliktslage

︶︶
の
提
示
に
あ
る
。
そ
し
て
﹆﹁
内
乱
状
況
と
紛
争
状
況
の
併

存
﹂
と
い
う
﹆
法
が
政
治
的
武
器
と
し
て
相
互
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
特
殊
に
危
機
的
な

0

0

0

0

0

0

0

﹁
政
治
的
状
況

0

0

0

0

0

﹂
が
現
存
す
る
﹆
こ
う
し
た
危

機
状
況
の
下
で
は
﹆
形
式
的
平
等

0

0

0

0

0

の
要
求
は
根
源
的
な
誤
り
で
あ
り
﹆
し
た
が
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
﹆﹁
国
家
の
敵
は
誰
か
﹆
不
法
な
の

は
誰
か
﹆
憲
法
の
敵
は
誰
か
﹂
を
決
す
る
対
党
派
政
策
の
独
自
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
制
限
さ
れ
る

0

0

0

0

0

﹆
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
現
存
す
る

0

0

0

0

﹁
政
治
的
状
況

0

0

0

0

0

﹂
が0

ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
一
点
を
出
発
点
と
し
﹆
他
の
問
題
は
す
べ
て
こ
こ
か
ら
推
し
量
ら
れ
る
﹆
し
た
が
っ
て
﹆
法
規
範
そ
れ

0

0

0

0

0

自
体

0

0

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
問
題
と
は
な
ら
ず
﹆
状
況
に
照
ら
し
た
﹆
あ
る
い
は
﹆
状
況
に
即
し
た
法
解
釈
こ
そ
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
﹆

ま
さ
に
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治
的
﹆
状
況
的
思
考
形
態
が
鮮
明
に
示
さ
れ
た
発
言
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
と
同
時
に
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆
政
治
的
な
危
機
状
況
の
下
で
﹆
い
ず
れ
が
合
法
で
あ
り
不
法
で
あ
る
か
を
決
し
う
る
の
は
﹆
非
党
派

的
な
﹁
独
立
の
政
府
﹂
の
み
だ
﹆
と
述
べ
﹆
非
党
派
的

0

0

0

0

な
﹆
合
・
不
法
を
決
断
し
う
る
独
立
の
政
治
的
審
級

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
も
の
の
存
在
を
前
提
す

る
。こ

れ
に
対
し
て
﹆
ヘ
ラ
ー
は
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
る
今
回
の
措
置
の
本
質
を
な
す
政
治
的
党
派
性

0

0

0

0

0

0

を
指
摘
し
﹆
そ
も
そ
も
﹆﹁
独
立
の
﹆

非
党
派
的
な
政
府
﹂
と
い
う
も
の
そ
れ
自
体
の
存
在
不
可
能
性
を
主
張
す
る
。
ラ
イ
ヒ
政
府
の
今
回
の
措
置
を
め
ぐ
る
党
派
性

0

0

0

﹆
対
﹆
非
党

0

0

派
性

0

0

﹆
そ
し
て
﹆
よ
り
根
源
的
な
政
治
認
識
と
し
て
の
﹆
独
立
の
政
治
的
審
級
と
い
う
も
の
そ
れ
自
体
の
想
定
の
可
・
否
を
め
ぐ
る
﹆
シ
ュ

ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
正
面
衝
突
の
対
決
が
﹆
こ
う
し
て
冒
頭
か
ら
繰
り
広
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

第
Ⅲ
章
﹁
一
九
三
二
年
七
月
二
〇
日
命
令
の
諸
帰
結
﹂︵S.87

︱11

⎠
17
⎝1

︶
で
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
発
言
は
な
い
。
他
方
﹆
第
Ⅲ
章
に
お
け
る
ヘ
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ラ
ー
の
全
発
言
︵

（9） 

（10） 

（11） 

（12）
︶
が
論
じ
る
問
題
は
﹆﹁
被
告
代
理
人
の
法
廷
に
お
け
る
召
喚
問
題
⎠
18
⎝

﹂
で
あ
り
﹆
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
。

第
Ⅳ
章
﹁
ラ
イ
ヒ
の
連
邦
国
家
的
性
格
﹂︵S.112

︱12

⎠
19
⎝3

︶
で
論
じ
ら
れ
た
の
は
﹆
バ
イ
エ
ル
ン
・
ラ
ン
ト
お
よ
び
バ
ー
デ
ン
・
ラ
ン
ト

に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
訴
え
に
基
づ
く
﹆
主
と
し
て
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
連
邦
的
構
成
に
関
す
る
一
般
的
抽
象
的
な
原
則
の
問
題
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
﹆
主
に
バ
イ
エ
ル
ン
お
よ
び
バ
ー
デ
ン
の
代
理
人
が
発
言
し
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
発
言
は
見
ら
れ
な
い
。
二
人
の

法
廷
闘
争
の
次
の
舞
台
は
﹆
第
Ⅴ
章
以
下
の
﹆
第
48
条
第
1
項
﹆
第
2
項
を
め
ぐ
る
法
解
釈
論
争
の
場
面
で
あ
る
。

第
3
節　

第
Ⅴ
章
﹁
第
48
条
第
1
項
の
諸
要
件
﹂︵S.124

︱193

︶
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー

第
Ⅴ
章
﹁
第
48
条
第
1
項
の
諸
要
件
﹂
の
審
理
は
﹆
第
二
日
目
﹆
一
〇
月
一
一
日
火
曜
日
の
夕
方
五
時
を
回
っ
て
か
ら
始
め
ら
れ
﹆
同
日

の
七
時
閉
廷
︵S.145

︶
ま
で
﹆
さ
ら
に
第
三
日
目
﹆
一
〇
月
一
二
日
水
曜
日
の
午
前
九
時
半
の
開
廷
か
ら
﹆
休
憩
︵
午
後
一
時
一
五
分
か

ら
午
後
四
時
ま
で
﹆S.187

︶
を
は
さ
ん
で
四
時
半
過
ぎ
頃
ま
で
が
費
や
さ
れ
た
。
第
Ⅴ
章
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
二
回
﹆
ヘ
ラ
ー
は
四
回
発
言

し
て
い
る
が
﹆
そ
れ
ぞ
れ
の
一
回
目
の
発
言
は
一
〇
月
一
一
日
の
夕
方
に
﹆
そ
れ
以
外
は
翌
一
二
日
の
午
前
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
行
わ
れ
て
い

る
。第

Ⅴ
章
の
﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
の
﹁
要
件
﹂
問
題
の
第
一
発
言
者
は
﹆
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
で
あ
り
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
一
回
目
の
発
言
は
﹆﹁
ラ

イ
ヒ
執
行
﹂
と
い
う
法
制
度
の
本
質
に
つ
い
て
の
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
見
解
に
対
す
る
反
論
を
展
開
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
こ
で
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
反
論
の
主
旨
を
理
解
す
る
の
に
必
要
と
さ
れ
る
限
り
で
﹆
先
行
し
た
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
議
論
の
要
点
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
第
Ⅴ
章
冒
頭
で
の
発
言
︵S.124

︱130

︶
は
﹆
大
き
く
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
の
点
は
﹆﹁
権
力
﹂
の
強
大
化
に

伴
う
﹁
保
障
﹂
の
強
化
の
必
要
性
で
あ
る
。
こ
こ
数
年
で
学
ん
だ
の
は
﹆
途
方
も
な
い
政
治
的
投
資
に
と
っ
て
第
48
条
の
第
1
項
﹆
第
2
項

の
中
に
何
が
潜
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
り
﹆
同
時
に
﹆﹁
多
大
な
権
力
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
は
﹆
一
定
の
限
界
が
引
か
れ
ね
ば
な

ら
な
い
し
﹆
権
利
保
障
︵R

echtsschutz

︶
も
強
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
﹂︵S.124

︶
と
い
う
点
だ
﹆
と
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
は
述
べ
る
。
し
た

が
っ
て
第
48
条
に
読
み
込
ま
れ
る
権
限
が
拡
大
強
化
さ
れ
る
な
ら
ば
﹆
同
時
に
﹆
学
問
は
﹆﹁
一
定
の
内
在
的
限
界
と
保
障
手
段
の
強
調
﹂

を
重
視
す
る
の
で
あ
り
﹆
こ
れ
に
伴
う
学
問
的
見
解
の
修
正
も
生
じ
た
︵S.124

︶
と
い
う
。

ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
発
言
の
第
二
の
点
は
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
﹁
状
況
的
﹂
解
釈
に
対
す
る
批
判
﹆
す
な
わ
ち
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
﹁
憲
法
を
政

治
的
状
況
に
応
じ
て
﹆
す
な
わ
ち
﹆﹃
状
況
的
に
﹄︵situationsgem

äß

︶
解
釈
す
る
こ
と
が
﹆
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
に
留
ま
ら
ず
﹆
特

定
条
件
の
下
で
は
必
要
な
こ
と
で
す
ら
あ
る
﹆
と
い
う
見
解
﹂︵S.124

︶
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
は
﹆
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法

の
解
釈
に
際
し
て
﹆
政
治
的
必
要

0

0

や
政
治
的
状
況

0

0

が
決
定
的
に
重
要
だ
と
語
る
の
は
﹆
い
か
な
る
状
況
の
下
で
も
国
法
学
者
と
し
て
の
責

任
を
負
う
も
の
で
は
な
い
﹆
と
述
べ
﹆
憲
法
は
ま
さ
に
﹆
そ
れ
が
意
味
し
て
い
る
通
り
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

解
釈
さ
れ
る
べ
き
だ
﹆
と
の
主
張
を
繰
り
返
す

︵S.124, S.125

傍
点
引
用
者
︶。

そ
し
て
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
が
取
り
上
げ
る
﹆
こ
こ
で
の
発
言
の
ほ
と
ん
ど
が
向
け
ら
れ
た
第
三
の
問
題
は
﹆
第
1
項
の
定
め
る
﹁
ラ
イ
ヒ

執
行
﹂
と
い
う
法
制
度
の
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
は
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
問
題
を
全
体
と
し
て
議
論
す
る
な
ら
ば
﹆
裁
判
長
が

提
示
し
た
二
つ
の
観
点
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
の
要
件

0

0

と
限
界

0

0

﹂
の
み
で
は
充
分
で
は
な
く
﹆
も
う
一
つ
別
の
観
点
﹆
す
な
わ
ち
﹁
手
続
き
規

0

0

0

0

定0

﹂
に
つ
い
て
も
論
ず
る
必
要
が
あ
る
︵S.125

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
述
べ
る
。
そ
こ
で
三
つ
の
観
点
か
ら
﹆
す
な
わ
ち
﹆︵
1
︶﹁
要
件
﹂

︵Voraussetzungen

︶﹆︵
2
︶﹁
手
続
き
﹂︵das Verfahren

︶
し
た
が
っ
て
﹁
執
行
の
形
式
﹂︵die Form

 der E
xekution

︶﹆
そ
し
て

︵
3
︶﹁
限
界
﹂︵die G

renzen

︶︵
い
か
な
る
行
為
が
許
さ
れ
﹆
い
か
な
る
行
為
が
禁
止
さ
れ
﹆
い
か
な
る
場
合
に
裁
量
の
濫
用
が
あ
る
と

言
え
る
の
か
︶
と
い
う
三
つ
の
点
か
ら
論
ず
べ
き
だ
﹆
と
提
起
し
︵S.125

︶﹆
後
か
ら
論
じ
ら
れ
る
予
定
の
︵
3
︶﹁
権
限
の
限
界
﹂
問
題
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を
後
回
し
と
し
て
﹆
第
Ⅴ
章
で
は
前
二
者
を
め
ぐ
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。

︵
1
︶
ま
ず
﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
の
﹁
要
件
﹂
に
つ
い
て
。﹁
要
件
﹂
は
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
憲
法
や
ラ
イ
ヒ
法
律
に
よ
っ
て
ラ
ン
ト
に
課
さ
れ
て
い

る
義
務
に
ラ
ン
ト
が
違
反
す
る
こ
と
﹂
で
あ
り
﹆
し
た
が
っ
て
﹆
ラ
ン
ト
に
課
さ
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
義
務
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
﹆

ラ
イ
ヒ
憲
法
や
ラ
イ
ヒ
法
律
に
よ
っ
て
課
さ
れ
て
い
る
義
務
だ
け
が
問
題
と
な
る
が
﹆
こ
の
場
合
﹆
ラ
イ
ヒ
憲
法
上
の
明
文
規
定
を
必
ず
し

も
要
し
な
い
と
い
う
従
来
か
ら
の
見
解
を
こ
こ
で
も
維
持
す
る
﹆
と
す
る
。

プ
ロ
イ
セ
ン
の
義
務
違
反
の
﹁
事
実
﹂
と
し
て
ラ
イ
ヒ
が
主
張
す
る
も
の
全
て
に
対
す
る
反
論
を
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
は
示
す
わ
け
で
は
な

い
が
﹆
幾
つ
か
の
﹁
事
実
﹂
を
上
げ
て
﹆
義
務
不
履
行
の
構
成
要
件
に
は
当
た
ら
な
い
﹆
と
反
論
す
る
。
殊
に
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
﹁
義
務

違
反
﹂
と
し
て
取
り
上
げ
た
﹁
統
治
政
策
﹂
上
の
ラ
イ
ヒ
と
ラ
ン
ト
と
の
ズ
レ
︵D

ivergierende

︶﹆
︱︱
つ
ま
り
﹆﹁
国
家
指
導
［
政
策
］

全
体
の
ラ
ン
ト
と
ラ
イ
ヒ
と
の
不
可
欠
の
同
質
性

0

0

0

︵H
om

ogenität

︶
が
欠
落
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
ラ
イ
ヒ
執
行
の
要
件
に
な
り
う
る
﹂

と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
主
張
し
た
︵
強
調
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
︶
︱︱
は
﹆
決
し
て
ラ
ン
ト
の
義
務
違
反
の
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
︵S.126

︶﹆
と

指
摘
す
る
。
ま
た
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
事
務
管
理
内
閣
が
長
期
間
存
続
し
て
い
る
こ
と
も
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
の
根
拠
と
し
て
の
﹁
義

務
違
反
﹂
だ
と
い
う
ラ
イ
ヒ
側
の
主
張
に
も
反
論
す
る
。
す
な
わ
ち
﹆
そ
も
そ
も
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
は
連
邦
国
家
﹆
議
会
主
義
的
国
家
﹆
議

会
制
民
主
主
義
を
意
図
し
て
い
る
の
だ
か
ら
﹆
こ
れ
ら
に
伴
う
一
種
の
影
の
部
分

0

0

0

0

も
あ
え
て
引
き
受
け
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
﹆
こ
う
し
た

影
の
部
分
が
具
体
的
事
例
と
し
て
存
在
す
る
か
ら
と
い
っ
て
﹆
そ
れ
が
不
法
﹆
さ
ら
に
は
﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
実
施
の
契
機
と
な
る
﹁
義
務

違
反
﹂
だ
と
は
言
え
な
い
︵S.126

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
﹆
あ
る
政
治
組
織
︵
こ
こ
で
の
問
題
は
﹆
ナ
チ
ス
と
共
産
党
︶

へ
の
警
察
権
力

0

0

0

0

の
行
使
が
手
ぬ
る
い
こ
と
が
﹁
義
務
違
反
﹂
を
構
成
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
︵
強
調
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
︶﹆
政
治
的
判
断
を

下
す
の
は
﹁
学
問
を
そ
の
職
務
と
す
る
も
の
の
仕
事
で
は
な
い
﹂
が
﹆
原
理
的
に
の
み
言
及
す
る
な
ら
ば
﹆
ラ
ン
ト
の
警
察
権
力
と
は
ラ
ン

ト
高
権
の
一
部
で
あ
り
﹆
ラ
ン
ト
政
府
が
ラ
ン
ト
法
律
に
よ
っ
て
与
え
た
一
般
的
警
察
機
能
を
充
分
運
営
し
て
い
る
か
の
問
題
は
﹆
ラ
イ
ヒ

に
対
す
る
義
務
の
侵
害
と
し
て
議
論
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
︵S.126f.

︶﹆
と
述
べ
る
。
も
し
﹆
ラ
ン
ト
が
警
察
権
力
の
手
綱
を
緩
め
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る
こ
と
に
よ
っ
て
ラ
イ
ヒ
全
体
の
公
共
の
安
全
と
秩
序
が
危
機
に
瀕
す
る
と
い
う
理
由
で
介
入
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
﹆
し
た
が
っ
て
﹆
第

2
項
が
問
題
と
な
る
べ
き
で
あ
り
﹆
第
1
項
の
問
題
と
は
な
ら
な
い
︵S.127

︶﹆
と
指
摘
す
る
。

さ
ら
に
﹁
一
般
的
原
理
的
重
要
性
を
持
つ
問
題
﹂
と
し
て
﹆
第
1
項
と
第
2
項
の
決
定
的
違
い
を
国
事
裁
判
所
の
審
査
権
限
と
い
う
観
点

か
ら
指
摘
す
る
。
第
2
項
は
国
事
裁
判
所
の
裁
判
官
と
い
え
ど
も
無
制
限
に
審
査
し
え
な
い
﹁
裁
量
問
題
﹂
だ
と
考
え
う
る
︵
た
だ
し
﹆
ア

ン
シ
ュ
ッ
ツ
自
身
は
こ
の
見
解
が
無
条
件
に
正
し
い
と
は
考
え
な
い
と
付
言
す
る
︶︵S.128

︶
が
﹆
こ
れ
に
対
し
て
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
見
解

に
よ
れ
ば
﹆
第
1
項
に
は
﹁
裁
量
問
題
﹂
は
存
在
せ
ず
﹆
一
つ
の
﹆
あ
る
い
は
複
数
の
法
的
問
題
が
存
在
し
﹆
法
的

0

0

義
務
の
違
反
の
み
が
問

題
と
な
り
う
る
︵
強
調
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
︶︵S.127f.

︶。
し
た
が
っ
て
ラ
イ
ヒ
が
主
張
す
る
﹁
義
務
違
反
﹂
の
事
実
が
﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
の
法

的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
﹆
国
事
裁
判
所
は
審
査
し
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
﹆
ま
た
﹆
下
さ
ね
ば
な
ら
な
い
﹆
国
事

裁
判
所
は
﹁
裁
量
問
題
﹂
の
存
在
を
理
由
と
し
て
﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
の
合
法
性
に
つ
い
て
の
審
査
﹆
判
決
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

︵S.128

︶
と
主
張
す
る
。

︵
2
︶
次
に
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
の
﹁
手
続
き
規
定
﹂
あ
る
い
は
﹁
形
式
﹂
に
つ
い
て
。
ま
ず
本
件
に
お
い
て
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
は
い
か
な
る

﹁
事
前
の
通
告
﹂
も
﹆
義
務
違
反
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
﹁
事
前
の
瑕
疵
通
知
﹂
も
さ
れ
る
こ
と
な
く
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
の
対
象

と
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
確
定
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
︵S.128

︶
と
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
は
い
う
。
確
か
に
憲
法
上
は
﹁
事
前
の
通
知
﹂
や
﹆

形
式
に
則
っ
た
﹁
事
前
の
瑕
疵
通
知
﹂
を
明
文
に
よ
っ
て
規
定
し
て
は
い
な
い
。
ま
た
も
と
も
と
商
法
﹆
民
法
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る

﹁
瑕
疵
通
知
﹂
を
国
法
学
は
借
用
し
な
が
ら
用
い
て
い
る
。
確
か
に
ラ
イ
ヒ
憲
法
第
15
条
第
3
項
⎠
20
⎝

の
基
礎
に
あ
る
法
制
度
を
第
48
条
に
直
接

転
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
認
め
る
。
し
か
し
﹆
こ
こ
で
の
﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
と
は
﹁
強
制
執
行

0

0

0

0

﹂︵Zw
angsvollstreckung

︶
で

あ
り
﹆﹁
強
制
執
行
﹂
の
本
質
か
ら
し
て
﹆
こ
れ
を
行
う
﹁
権
限

0

0

﹂︵Zw
angsvollstreckungstitel

︶
が
必
要
と
さ
れ
る
︵S.129

傍
点
引

用
者
︶。
本
件
の
場
合
﹆﹁
権
限
﹂
は
﹆﹁
要
件
﹂
が
確
定
さ
れ
る
点
に
の
み
存
す
る
。
す
な
わ
ち
形
式
が
ど
う
あ
れ
﹆
義
務
違
反
が
存
在
し
﹆

当
該
ラ
ン
ト
が
義
務
違
反
を
や
め
る
意
思

0

0

も
能
力

0

0

も
な
い
こ
と
が
何
ら
か
の
方
法
で
確
定
さ
れ
る
こ
と
が
﹆
そ
の
﹁
要
件
﹂
で
あ
る
﹆
こ
れ
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は
強
制
執
行
の
本
質
か
ら
出
て
く
る
︵
傍
点
引
用
者
︶。
し
た
が
っ
て
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
に
対
し
て
何
ら
の
﹁
告
知
﹂
も
さ
れ
ず
に
﹁
執

行
﹂
に
踏
み
切
っ
た
と
い
う
点
に
﹆
こ
の
手
続
き
規
定
の
無
視
が
あ
り
﹆
重
大
な
手
続
き
の
欠
缺

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵
強
調
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
︶
が
存
在
す
る
の

で
あ
る
。

1
．
シ
ュ
ミ
ッ
ト
：

（2）  V. S.130

︱134.

ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
上
記
の
発
言
の
後
﹆
裁
判
長
と
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
と
の
や
り
取
り
︵S.130

︶
を
挟
ん
で
す
ぐ
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
発
言
を

始
め
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
こ
こ
で
の
発
言
は
﹆
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
発
言
に
対
す
る
三
つ
の
観
点
か
ら
の
反
論
で
あ
る
。
そ
の
第
一
は
﹆﹁
ラ

イ
ヒ
執
行
﹂
と
い
う
法
制
度
の
本
質
に
関
し
て
﹆
す
な
わ
ち
﹆﹁
強
制
執
行
﹂
の
本
質
か
ら
法
的
権
限
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
﹆
何
ら

か
の
﹁
事
前
の
通
知
﹂
や
﹁
聴
聞
﹂
が
必
要
だ
﹆
と
い
う
見
解
に
対
し
て
﹆
そ
の
第
二
は
﹆
第
48
条
の
権
力
の
強
大
化
に
対
す
る
何
ら
か
の

権
利
の
﹁
保
障
﹂
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
対
し
て
﹆
そ
し
て
第
三
に
﹆
第
1
項
と
第
2
項
と
を
厳
密
に
区
別
す
る
ア
ン

シ
ュ
ッ
ツ
の
議
論
に
対
し
て
﹆
そ
れ
ぞ
れ
反
論
を
試
み
る
。

ま
ず
第
一
の
点
に
関
連
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆
第
1
項
に
は
﹁
執
行
﹂
と
い
う
言
葉
は
な
い
﹆
こ
こ
で
憲
法
は
﹁
執
行

0

0

﹂
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
﹆﹁
義
務
の
履
行
を
さ
せ
る
こ
と
﹂
と
い
っ
て
お
り
﹆
そ
の
要
件
は
﹆﹁
義
務
の
不
履
行
﹂
で
あ
っ
て
﹆
義
務
を
履
行

し
な
い
ラ
ン
ト
に
対
し
て
ラ
イ
ヒ
大
統
領
は
﹆
そ
の
義
務
を
履
行
さ
せ
る
た
め
に
強
制
権
限
を
行
使
し
う
る
︵S.131

強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶﹆

と
指
摘
し
﹆
こ
の
制
度
の
本
質

0

0

0

0

0

0

0

は
﹁
強
制
執
行

0

0

0

0

﹂
に
あ
る
の
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

と
の
見
解
を
示
す
︵
傍
点
引
用
者
︶。

第
二
の
強
大
化
し
た
﹁
権
力
﹂
に
対
す
る
﹁
保
障
﹂
に
つ
い
て
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
一
八
〇
六
年
に
崩
壊
し
た
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
で
の
数
百

年
に
わ
た
る
皇
帝
に
対
す
る
諸
等
族
の
権
利
保
障
の
歴
史
に
つ
い
て
長
々
と
語
り
﹆
そ
こ
で
見
ら
れ
た
﹁
帝
国
の
強
制
の
適
用
に
対
す
る
模

範
的
な
保
障
﹂︵vorbildlicher Schutz vor einer Zw

angsanw
endung des R

eichs
︶
の
結
果
こ
そ
が
﹆
帝
国
崩
壊
の
到
来
だ
っ
た
と
指
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摘
す
る
︵S.132

︶。

現
行
憲
法
で
は
﹆
第
48
条
の
ラ
イ
ヒ
の
強
制
権
限
を
で
き
る
限
り
強
大
な
も
の
に
作
り
上
げ
よ
う
と
し
﹆﹁
保
障
﹂
と
い
う
観
点
を
で
き

る
だ
け
控
え
め
に
し
て
き
た
﹆
な
ぜ
な
ら
そ
の
﹁
保
障
﹂
の
た
め
に
ラ
イ
ヒ
の
崩
壊
に
ま
で
至
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
り
﹆
こ
の
点
こ
そ
が

憲
法
制
定
過
程
か
ら
も
判
明
す
る
こ
の
法
制
度
の
本
質

0

0

0

0

0

0

な
の
だ
︵S.132f. 

傍
点
引
用
者
︶
と
い
う
。
つ
ま
り
﹆
強
大
化
さ
れ
た
権
力
に
対

す
る
﹁
保
障
﹂
と
い
う
関
心
か
ら
の
﹁
手
続
き
の
形
成
﹂
と
い
う
観
点
は
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
素
早
い
﹆
し
か
も
有
効
な
介
入
を
可
能
と
す

る
た
め
に
﹆
自
覚
的
・
意
図
的
に
排
除

0

0

さ
れ
て
い
る
︵S.133

傍
点
引
用
者
︶﹆
少
な
く
と
も
一
九
一
九
年
夏
の
時
点
で
﹆
人
々
は
こ
う
し

た
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ヒ
の
統
一
に
対
す
る
危
険
を
よ
く
認
識
し
て
い
た
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
い
う
。

第
三
に
﹆
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
は
ラ
ン
ト
の
警
察
権
力
の
行
使
に
関
し
て
義
務
違
反
が
あ
る
場
合
﹆
第
1
項
で
は
な
く
第
2
項
が
問
題
と
な
る

と
述
べ
た
が
﹆
第
1
項
と
第
2
項
の
二
つ
の
条
項
の
区
別
に
つ
い
て
云
々
さ
れ
る
場
合
で
も
﹆
そ
れ
ら
が
非
常
に
密
接
な
関
係

0

0

0

0

0

0

0

0

を
持
っ
て
い

る
の
は
自
明
で
あ
り
﹆
具
体
的
な
場
合
に
は
相
互
に
入
り
組
ん
で
い
る
﹆
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
主
張
す
る
︵S.133

傍
点
引
用
者
⎠
21
⎝

︶。
た
と
え

ば
ス
イ
ス
の
連
邦
国
法
で
も
﹆
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
事
例
に
お
い
て
﹆﹁
執
行
﹂
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
か
﹁
干
渉
﹂
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
の
か
が
争
わ
れ
る
が
﹆
一
度
連
邦
の
行
動
が
始
ま
る
と
﹆
ど
ん
な
に
優
れ
た
経
験
あ
る
国
法
の
専
門
家
で
す
ら
﹆
具
体
的
に
ど

ち
ら
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
区
別
で
き
な
い
﹆
と
い
う
。

そ
し
て
間
違
い
な
く
﹁
執
行
﹂
と
断
言
し
う
る
ス
イ
ス
の
事
例
に
お
い
て
﹆
連
邦
議
会
決
議
に
基
づ
い
て
二
年
間
警
告
を
発
し
続
け
た
結

果
は
﹆
七
つ
の
カ
ン
ト
ン
に
よ
る
拒
否
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
た
﹁
分
離
派
戦
争
﹂
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
﹆﹁
保
障
﹂
が
突
然
に
﹆
公
然
た

る
分
離
戦
争
の
勃
発
と
い
う
事
態
に
転
化
し
た
﹆
と
い
う
実
に
は
っ
き
り
し
た
歴
史
的
事
例
が
あ
る
︵S.133

︱134

︶﹆
と
指
摘
す
る
。

個
々
の
国
家
［
ラ
ン
ト
］
が
独
自
の
政
策
を
追
求
す
る
権
利
や
独
立
性
の
保
障
を
連
邦
主
義
的
観
点
か
ら
考
察
す
る
場
合
に
も
﹆
連
邦

が
﹆
個
々
の
国
家
の
要
求
に
対
し
て
原
則
的
に
は
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
に
﹆
自
分
は
立
つ
﹆
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
述
べ
﹆

第0

1
項
の
本
質

0

0

0

0

が
﹆
連
邦
主
義
的
観
点
や
連
邦
で
あ
る
こ
と
の
過
度
の
強
調
の
否
定
﹆
す
な
わ
ち
﹆
連
邦
を
構
成
す
る
国
家
［
ラ
ン
ト
］
が

0

0
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独
自
の
政
策
を
追
求
す
る
権
利
を
持
つ
こ
と
の
過
度
の
強
調
の
否
定
に
あ
る
の
は
﹆
全
く
明
ら
か
だ
︵S.134

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
締
め
く

く
る
。2

．
ヘ
ラ
ー
：

（13）  V. S.135

︱139.

第
Ⅴ
章
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
一
回
目
と
二
回
目
の
発
言
の
間
に
﹆
ヘ
ラ
ー
は
二
回︵

（13）  

（14）
︶発
言
し
て
い
る
が
﹆
こ
れ
は
い
ず
れ
も
﹆

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
一
回
目
の
発
言
に
対
す
る
反
論
が
主
要
な
内
容
で
あ
る
。

ヘ
ラ
ー
の
こ
こ
で
の
一
回
目
の
発
言

（13）
は
﹆
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
に
﹆
裁
判
長
の
希
望
に
い
さ
さ
か
反
す
る
と
思
う
が
﹆

ラ
ン
ト
の
義
務
違
反
の
問
題
に
入
る
前
に
一
般
論
に
言
及
し
た
い
と
前
置
き
し
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
﹁
権
利
保
障
﹂
の
問
題
に
関
し
て
持
ち
出

し
た
﹁
ド
イ
ツ
民
族
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
国
法
上
の
構
造
と
の
比
較
対
比
﹂
は
極
め
て
不
適
切
だ
と
批
判
し
﹆
ま
し
て
三
〇
年
戦
争
に
ま

で
遡
る
こ
と
は
拒
否
さ
れ
る
べ
き
だ
﹆
と
指
摘
す
る
。
当
時
の
ド
イ
ツ
帝
国
の
状
況
と
今
日
の
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ヒ
の
状
況
を
対
比
し
て
も
何

事
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い
﹆
な
ぜ
な
ら
﹆
連
邦
国
家
と
し
て
非
常
に
強
い
中
央
権
力
を
持
つ
今
日
の
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ヒ
と
﹆
そ
の
当
時
﹆
崩

壊
に
瀕
し
て
い
た
ド
イ
ツ
帝
国
と
は
﹆
そ
も
そ
も
比
較
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
だ
﹆
そ
し
て
﹆
も
し
比
較
す
る
な
ら
﹁
ビ
ス
マ
ル
ク
憲
法
﹂

と
比
較
す
べ
き
で
あ
ろ
う
﹆
と
指
摘
す
る
。
ヘ
ラ
ー
は
﹆﹁
ビ
ス
マ
ル
ク
憲
法
﹂
が
﹆﹁
強
大
な
権
力
や
［
行
政
権
］
執
行
者
の
濫
用
に
対
す

る
保
障
﹂
と
し
て
﹆
連
邦
参
事
院
の
決
議
を
﹁
要
件
﹂
と
し
て
規
定
し
て
い
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
り
﹆
今
日
よ
り
は
る
か
に
強
い
﹁
権

利
の
保
障
﹂
が
存
在
し
た
︵S.136

︶
と
主
張
す
る
。

ヘ
ラ
ー
の
議
論
の
第
二
の
点
は
﹆
第
1
項
と
第
2
項
の
﹁
明
確
な
区
別
﹂
を
め
ぐ
る
も
の
で
﹆
こ
こ
で
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
槍
玉
に
上
げ
て

第
1
項
﹁
執
行
﹂
と
第
2
項
﹁
非
常
事
態
﹂
と
を
区
別
し
な
い
と
い
う
の
は
﹆
法
学
的
に
は
い
さ
さ
か
思
い
切
っ
た
主
張
と
い
う
べ
き
だ
﹆

し
か
も
ス
イ
ス
を
引
き
合
い
に
出
し
て
の
主
張
で
あ
れ
ば
﹆
な
お
さ
ら
思
い
切
っ
た
主
張
と
い
う
べ
き
だ
﹆
と
切
り
出
す
。
ス
イ
ス
で
は
﹆
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﹁
干
渉
﹂
は
連
邦
憲
法
第
16
条
に
よ
り
﹆﹁
執
行
﹂
は
連
邦
憲
法
第
85
条
第
8
号
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
﹆﹁
干
渉
﹂
が
行
わ
れ
て
い

る
の
か
﹆﹁
執
行
﹂
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
は
完
全
に
明
確
に
さ
れ
る
。﹁
ビ
ス
マ
ル
ク
憲
法
﹂
に
お
い
て
す
ら
こ
の
二
つ
は
区
別
さ
れ
て
い

た
︵S.136
︶。

こ
れ
ま
で
の
通
説
に
よ
れ
ば
﹆［
第
2
項
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
る
］
第
1
項
の
﹁
要
件
﹂
は
﹆
代
表
権
限
を
持
つ

0

0

0

0

0

0

0

［
ラ
ン
ト
の

0

0

0

0

］
機
関

0

0

︵die vertretungsberechtigten O
rgane

︶
が
﹆
い
か
な
る
救
済
策
も
と
ら
ず
自
ら
義
務
に
違
反
す
る
場
合
に
初
め
て
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂

が
行
わ
れ
る
︵
ペ
ッ
チ
ュ
＝
ヘ
フ
タ
ー
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
よ
る
︶︵S.136

傍
点
引
用
者
︶。
し
た
が
っ
て
第
一
に
﹆
ラ
ン
ト
内
の
私
人

0

0

に
よ
る
秩
序
撹
乱
行
為
か
ら
は
た
だ
ち
に
ラ
ン
ト
の
責
任

0

0

0

0

0

0

は
生
ぜ
ず
﹆代
表
権
限
を
持
つ
機
関

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
る
義
務
違
反
の
場
合
で
あ
り
︵S.137.

︶﹆

第
二
に
﹆
権
限
あ
る
ラ
ン
ト
中
央
官
庁
へ
の
警
告
に
も
か
か
わ
ら
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

救
済
策
を
と
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
︵
傍
点
引
用
者
︶﹆
す
な
わ
ち
主0

観
的

0

0

義
務
違
反
が
求
め
ら
れ
て
い
る
︵S.138

強
調
へ
ラ
ー
︶。

第
一
の
法
主
体
に
関
連
し
て
﹆
第
1
項
が
﹆
い
わ
ゆ
る
国
際
法
上
の
不
法
行
為
の
理
論
に
相
当
す
る
帰
責
の
問
題
と
か
か
わ
る
と
い
う
ラ

イ
ヒ
側
の
主
張
は
全
く
問
題
外
で
あ
り
﹆
そ
う
し
た
主
張
は
こ
れ
ま
で
学
界
に
お
い
て
も
国
家
の
実
際
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
な

い
。
こ
の
理
論
を
妥
当
と
す
れ
ば
﹆
私
人
に
よ
る
ラ
イ
ヒ
法
律
違
反
か
ら
﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
が
可
能
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
﹆
こ

れ
は
﹁
執
行
﹂
と
﹁
非
常
事
態
﹂
の
限
界
線
を
曖
昧
化
す
る
た
め
の
も
の
︵S.137

︶﹆
と
批
判
す
る
。
さ
ら
に
法
主
体
の
問
題
と
し
て
﹆
大

臣
も
国
家
機
関
で
あ
り
機
関
担
当
者

0

0

0

0

0

︵die O
rganträgerin

︶
と
し
て
行
動
す
る
︵
傍
点
引
用
者
︶
が
﹆
こ
の
場
合
で
も
﹆
職
務
を
行
っ

て
い
る
と
き
の
大
臣
と
﹆
自
己
の
職
務
外0

に
あ
る
政
治
的
指
導
者
と
の
区
別
は
必
要
だ
︵S.138

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
指
摘
す
る
。
た
だ
し
﹆

機
関
担
当
者
の
職
務
外
の
行
為
が
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
の
対
象
と
さ
れ
か
ね
な
い
よ
う
な
重
大
な
過
失
を
追
求
さ
れ
る
場
合
は
考
え
う
る

︵
た
と
え
ば
レ
ェ
ー
バ
ー
大
臣
の
演
説
︶
が
﹆
そ
の
場
合
で
も
﹆
そ
の
過
失
を
修
正
す
る
意
思
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
事
前
の
質
問
は
﹆

そ
の
﹁
要
件
﹂
と
さ
れ
る
︵S.139

︶﹆
と
主
張
す
る
。
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
が
指
摘
し
た
﹁
法
的
聴
聞

0

0

﹂
の
必
要
性
に
対
し
て
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は

こ
れ
を
認
め
れ
ば
ラ
イ
ヒ
の
崩
壊
を
招
く
と
応
じ
た
︵
強
調
ヘ
ラ
ー
︶
が
﹆
し
か
し
﹁
法
的
聴
聞
﹂
の
不
要
が
連
邦
国
家
の
本
質
か
ら
導
き
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出
さ
れ
る
と
い
う
見
解
は
﹆
全
く
不
当
で
あ
り
﹆
ア
メ
リ
カ
憲
法
に
お
い
て
も
﹁
通
告
﹂
と
﹁
聴
聞
﹂
は
﹆
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
欠

く
こ
と
の
で
き
な
い
本
質
的
要
件
の
一
つ
だ
︵S.139

︶
と
指
摘
す
る
。

3
．
ヘ
ラ
ー
：

（14）  V. S.167

︱170.

こ
こ
で
の
ヘ
ラ
ー
の
二
回
目
の
発
言

（14）
の
ほ
と
ん
ど
は
﹆
第
1
項
と
第
2
項
の
関
係
を
め
ぐ
る
も
の
で
﹆
第
一
に
﹆
二
つ
の
条
項
の
区

別
と
そ
の
基
準
﹆
し
か
し
第
二
に
﹆
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
二
つ
の
要
件
の
競
合
は
存
在
し
う
る
﹆
と
い
う
二
つ
の
観
点
に
か
か
わ
っ
て
い

る
。第

一
に
﹆
第
1
項
と
第
2
項
の
区
別
と
そ
の
基
準
に
つ
い
て
。
第
2
項
﹁
非
常
事
態
﹂
の
場
合
に
は
﹆﹁
客
観
的
法
違
反
﹂
の
み
が
必

要
で
あ
り
﹆
い
か
な
る
場
合
で
も
﹁
主
観
的
過
失
﹂
は
必
要
で
は
な
い
。
し
か
し
第
1
項
の
行
使
の
場
合
に
は
﹆﹁
主
観
的
過
失

0

0

﹂︵ein 

subjektives Verschulden

︶
が
必
要
で
あ
り
﹆﹁
主
観
的
過
失
﹂
の
問
題
が
第
1
項
と
第
2
項
を
区
別
す
る
重
要
な
基
準
だ
︵S.167

強
調

ヘ
ラ
ー
︶
と
述
べ
る
。
こ
の
過
失
は
﹆
義
務
違
反
が
あ
る
と
い
う
﹁
瑕
疵
通
告
﹂
が
あ
っ
て
初
め
て
構
成
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
﹆
こ
の
通
告

に
関
し
て
は
﹁
法
的
聴
聞

0

0

0

0

﹂
と
い
う
形
式

0

0

0

0

0

︵Form
 des rechtlichen G

ehörs

︶
が
必
要
と
さ
れ
る
︵
傍
点
引
用
者
︶。
し
た
が
っ
て
﹆﹁
瑕

疵
通
告
﹂
や
﹁
法
的
聴
聞
﹂
は
﹆
第
2
項
の
要
件
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
﹆
そ
れ
が
あ
る
と
初
め
て
第
1
項
を
発
動
で
き
る
よ
う
に
な

る
切
替
え
装
置
︵der T

ransform
ator

︶
な
の
だ
︵S.167

︶﹆
と
い
う
。

し
た
が
っ
て
﹆
第
二
の
点
だ
が
﹆
い
か
な
る
状
況
下
で
も
第
1
項
と
第
2
項
の
要
件
の
混
同
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
［
か
の
ご
と
き
自
分

へ
の
非
難
が
行
わ
れ
た
が
﹆
そ
う
い
う
］
わ
け
で
は
な
い
。﹁
ラ
ン
ト
政
府
の
義
務
違
反
の
行
為
ま
た
は
不
作
為
が
﹆
騒
乱
を
引
き
起
こ
す

よ
う
な
形
で
﹆
公
共
の
安
全
と
秩
序
を
撹
乱
す
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
﹆
あ
る
い
は
﹆
そ
の
よ
う
な
状
況
を
意
図
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場

合
﹂
に
は
﹆﹁
法
的
聴
聞
﹂
が
行
わ
れ
る
に
し
て
も
﹆
第
1
項
に
よ
る
処
置
と
第
2
項
に
よ
る
処
置
が
同
時
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
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の
で
あ
り
﹆
こ
れ
は
自
明
の
こ
と
だ
︵S.168

︶
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
﹁
競
合
﹂︵K

onkurrenz

︶
と
い
う
﹆
あ
る
一
つ
の
行
為
に
よ
っ

て
複
数
の
犯
罪
が
行
わ
れ
る
刑
事
裁
判
官
に
と
っ
て
自
明
の
事
例
で
あ
り
﹆
本
件
に
関
し
て
も
﹆
ま
さ
に
二
つ
の
法
制
度
の
﹁
競
合
﹂
が
存

在
し
て
い
る
の
だ
︵S.168

︶
と
い
う
。

こ
こ
で
の
ヘ
ラ
ー
の
主
張
に
お
い
て
﹆
も
う
一
つ
の
重
要
な
点
は
﹆
ラ
ン
ト
の
﹁
主
観
的
義
務
違
反
﹂
の
問
題
で
あ
る
。
ラ
イ
ヒ
が
主
張

す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
の
義
務
違
反
と
し
て
﹆﹁
一
般
的
誠
実
義
務
﹂︵“allgem

eine T
reupflicht ”

︶
違
反
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
﹆
ラ
イ
ヒ
の

主
張
す
る
﹁
義
務
違
反
﹂
を
法
的
概
念

0

0

0

0

に
よ
っ
て
表
現
し
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
﹆﹁
誠
実
義
務
﹂
と
い
う
﹆
い
さ
さ
か
感
情
的

0

0

0

﹆

道
徳
的

0

0

0

概
念
を
持
ち
込
ん
だ
の
だ
ろ
う
︵S.169

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
ヘ
ラ
ー
は
指
摘
す
る
。
も
ち
ろ
ん
ラ
ン
ト
が
ラ
イ
ヒ
に
対
す
る
誠
実

義
務
を
侵
害
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
極
端
な
場
合
﹆
ラ
ン
ト
が
国
内
政
策
に
つ
い
て
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
の
処
置
を
不
可
能
と
す
る
よ
う
な
政

策
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹆
ラ
イ
ヒ
の
存
続
の
た
め
に
決
定
的
に
重
要
な
ラ
イ
ヒ
政
府
の
意
向
を
妨
げ
る
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う

し
た
場
合
で
も
﹆﹁
義
務
違
反
﹂
は
明
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
︵
そ
の
た
め
に
事
前
の
﹁
聴
聞
﹂
と
﹁
瑕
疵
通
告
﹂
は
必
要
で
あ
る
︶﹆
た
と
え

ば
﹆
政
府
の
個
々
の
構
成
員
が
あ
る
特
定
の
政
治
的
傾
向
に
対
し
て
﹁
内
面
的
独
立
性
を
失
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
主
張
だ
け
で
は
﹁
誠
実
義

務
﹂
の
侵
害
の
根
拠
と
は
な
ら
な
い
︵S.169f.

︶
と
述
べ
る
。

4
．
シ
ュ
ミ
ッ
ト
：

（3）  V. S.175

︱181.

上
記
の
ヘ
ラ
ー
の
発
言
後
﹆
ペ
ー
タ
ー
ス
﹆
フ
ォ
ン
・
ヤ
ー
ン
﹆
フ
ェ
ヒ
ト
﹆
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
﹆
そ
し
て
﹆
ギ
ー
ゼ
に
よ
る
発
言
が
続

き
﹆
ギ
ー
ゼ
の
後
に
﹆
第
Ⅴ
章
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
二
回
目
の
発
言
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
発
言
に
お
け
る
要
点
は
以
下
の
五
点
に
纏
め

ら
れ
る
だ
ろ
う
。

第
一
の
点
は
﹆
第
1
項
の
要
件
と
し
て
の
﹁
事
前
の
通
告
﹂
な
い
し
﹁
法
的
聴
聞
﹂
に
つ
い
て
。
ギ
ー
ゼ
が
﹆
第
1
項
の
要
件
と
し
て
の
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﹁
事
前
の
通
告
﹂
と
﹁
法
的
聴
聞
﹂
の
必
要
性
を
イ
ェ
リ
ネ
ク
の
論
文
⎠
22
⎝

に
依
拠
し
て
述
べ
た
︵S.175

︶
こ
と
へ
の
言
及
か
ら
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト

は
こ
こ
で
の
発
言
を
始
め
﹆
ギ
ー
ゼ
の
引
用
し
た
イ
ェ
リ
ネ
ク
論
文
に
は
﹆
さ
ら
に
﹆﹁
法
的
聴
聞
を
行
う
こ
と
が
政
治
的
に
不
可
能
な
﹆

極
め
て
緊
急
の
場
合
も
あ
り
う
る
﹂
と
も
書
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し
﹆
本
件
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
事
態
な
の
だ
︵S.175

︶
と
い
う
。
ラ
ン

ト
に
よ
る
義
務
不
履
行
が
現
に
存
在
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
﹆
義
務
不
履
行
﹆
義
務
の
侵
害
﹆
不
法
行
為
が
ど
の
よ
う
に
し
て
団
体

に
帰
責

0

0

さ
れ
る
か
の
問
題
で
あ
り
﹆﹁
主
観
的
過
失
﹂
の
問
題
は
﹆
結
局
﹆
客
観
的
に
確
定
す
る
た
め
の
帰
責
の
方
法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
問
題
に
帰
着
す
る

︵
傍
点
引
用
者
︶。
ラ
ン
ト
の
義
務
が
客
観
的
に
履
行
さ
れ
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆
し
た
が
っ
て
﹆
第
48
条
の
要
件
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
客
観
的

0

0

0

に
確
定
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

が
問
題
だ
︵
傍
点
引
用
者
︶
と
い
う
。

第
二
の
問
題
は
﹆
ラ
ン
ト
の
﹁
誠
実
義
務
﹂
に
つ
い
て
で
あ
り
﹆
そ
れ
は
自
ら
の
政
策
を
ラ
イ
ヒ
に
合
致
さ
せ
る
べ
き
ラ
ン
ト
の
義
務

だ
﹆
と
い
う
。
憲
法
上
は
誠
実
と
い
う
こ
と
に
は
何
ら
触
れ
て
い
な
い
が
﹆
こ
こ
で
は
憲
法
の
精
神
﹆
連
邦
国
家
的
な
憲
法
の
精
神
を
根
拠

と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
般
的
義
務
は
存
在
す
る
の
で
あ
り
﹆
こ
う
し
た
義
務
が
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
﹆
そ
も
そ
も
ラ
イ
ヒ
は
存
続
し
え

な
い
﹆
と
指
摘
す
る
。

第
三
に
﹆
第
1
項
と
第
2
項
の
関
連
性
﹆
類
似
性
に
つ
い
て
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
﹆
二
つ
の
条
項
の
あ
れ
か
こ
れ
か
と
い
う
二
者
択

一
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
は
﹆
誤
っ
た
推
論
に
導
く
。
ラ
ン
ト
が
自
己
の
義
務
を
履
行
し
な
い
と
い
う
第
1
項
に
か
か
わ
る
事
例
が
﹆
同
時

に
﹆
第
2
項
の
公
共
の
安
全
と
秩
序
に
対
す
る
危
機
を
意
味
す
る
こ
と
は
充
分
に
あ
り
う
る
﹆
そ
の
結
果
﹆
第
1
項
に
基
づ
い
て
﹆
ラ
ン
ト

自
身
に
対
す
る
義
務
履
行
を
求
め
る
強
制
を
行
使
し
う
る
と
同
時
に
﹆
第
2
項
に
基
づ
く
処
置
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。
こ
こ
に

第
1
項
と
第
2
項
の
﹆
相
互
に
交
錯
し
あ
う
関
係
を
認
め
う
る
。

二
つ
の
条
項
は
と
も
に
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
裁
量
に
発
し
﹆
と
も
に
ラ
イ
ヒ
大
統
領
が
行
い
う
る
こ
と
に
つ
い
て
規
定
し
﹆
と
も
に
武
装

手
段
を
も
っ
て
介
入
し
う
る
と
い
う
特
色
あ
る
手
段
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
憲
法
制
定
会
議
の
第
三
読
会
に
お
い
て
﹆
両
条
項
が
似
た

事
柄
を
扱
う
と
い
う
理
由
で
一
つ
の
条
文
に
纏
め
ら
れ
た
と
い
う
経
過
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
第
1
項
と
第
2
項
の
類
似
性
は
争
い
の
な
い
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と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
﹆
こ
う
し
た
戦
争
権
限
﹆
軍
事
手
段
を
利
用
す
る
機
能
が
﹆
危
機
状
況
が
存
在
す
る
場
合
に
は
﹆
非
常
に
広
範
に
展

開
さ
れ
う
る
こ
と
は
﹆
ス
イ
ス
連
邦
憲
法
﹆
ア
メ
リ
カ
憲
法
か
ら
も
導
き
出
せ
る
。
結
論
と
し
て
﹆
二
つ
の
条
項
は
極
め
て
密
接
で
あ
り
﹆

そ
れ
ら
を
区
別
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
あ
れ
か
こ
れ
か
の
二
者
択
一
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
﹆
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
四
に
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
ラ
イ
ヒ
憲
法
批
判
を
行
い
﹆
そ
も
そ
も
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
上
の
﹆
ラ
ン
ト
と
ラ
イ
ヒ
の
関
係
に
つ
い
て
の
欠0

陥
あ
る
構
成

0

0

0

0

0

︵Fehlkonstruktion

︶
こ
そ
が
﹆﹁
内
乱
状
況
﹂
と
﹁
紛
争
状
況
﹂
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
危
機
の
原
因
だ
︵S.179

強
調

シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶
と
い
う
。
そ
の
欠
陥
あ
る
構
成
の
除
去
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
問
題
で
は
あ
る
が
﹆
こ
こ
で
は
﹆
こ
う
し
た
構
成
か
ら
事
実
と

し
て
危
険
が
生
じ
た
と
い
う
か
か
わ
り
の
み
が
問
題
で
あ
り
﹆
具
体
的
状
況
に
お
い
て
具
体
的
問
題
に
対
し
て
何
を
な
す
の
か
﹆
こ
そ
が
﹆

第
48
条
に
基
づ
い
た
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
仕
事
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
第
五
に
﹆
第
48
条
制
定
者
た
ち
の
制
定
意
図
に
立
ち
返
っ
て
議
論
を
進
め
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
﹆
制
定
者
た
ち
は
第
48
条

制
定
に
当
た
っ
て
﹁
二
つ
の
危
険
﹂
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
﹆
と
い
う
。
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
が
﹁
第
48
条
の
強
大
な
権
力
に
対
す
る
特
別
の

保
障
﹆
権
力
の
限
界
づ
け
﹂
の
必
要
を
語
っ
た
こ
と
を
逆
転
さ
せ
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆
特
別
の
危
険
に
対
す
る
一
つ
の
﹁
保
障
﹂
と
し
て

特
殊
に
強
大
な
権
力

0

0

0

0

0

を
制
定
者
た
ち
は
創
り
出
し
た
︵S.180

強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
﹁
二
つ
の
危
険
﹂
の
第
一
は
﹆

ド
イ
ツ
の
多
数
国
家
性
︵die deutscher V

ielstaatlichkeit
︶﹆
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
の
国
家
的
分
立
状
態
︵die staatliche Zersplitterung 

D
eutschlands

︶
と
い
う
﹆
ド
イ
ツ
人
が
既
に
授
業
で
教
え
ら
れ
﹆
自
ら
の
歴
史
か
ら
学
ん
で
き
た
危
険
⎠
23
⎝

で
あ
り
﹆
第
二
は
﹆
ド
イ
ツ
人
が

ま
だ
知
ら
な
い
﹆
む
し
ろ
ス
イ
ス
人
や
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
よ
り
馴
染
み
の
あ
る
新
し
い
危
険
﹆
す
な
わ
ち
﹆
民
主
主
義
的
党
派
性
か
ら

生
じ
る
全
く
特
殊
な
危
険

0

0

﹆
連
邦
国
家
に
お
け
る
全
体
国
家
の
統
一
性
に
対
す
る
新
し
い
種
類
の
危
険
⎠
24
⎝

だ
︵S.180

強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶
と

い
う
。
制
定
者
た
ち
は
﹆
ラ
イ
ヒ
の
統
一
に
対
す
る
﹁
二
つ
の
危
険
﹂
は
結
び
つ
き
う
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
し
て
政
党
の
対

立
が
﹆
ラ
イ
ヒ
に
対
す
る
ラ
ン
ト
の
﹁
誠
実
義
務
﹂
の
否
定
に
ま
で
到
達
す
る
よ
う
な
場
合
﹆
つ
ま
り
第
一
の
危
険
と
第
二
の
危
険
の
結
合

状
況
と
い
う
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
の
統
一
﹂
を
脅
か
す
﹁
二
つ
の
危
険
﹂
の
﹁
結
合
﹂
に
対
す
る
﹁
保
障
﹂
と
し
て
﹆
第
48
条
制
定
者
た
ち
は
第
48



121 「プロイセン対ライヒ」裁判における
カール・シュミットとヘルマン・ヘラー

条
の
非
常
権
力
を
作
り
上
げ
た
。
つ
ま
り
﹆﹁
内
乱
状
況
﹂︵B

ürgerkriegslage

︶
と
﹁
紛
争
﹂︵K

onflikt

︶
の
﹁
結
合
﹂
で
あ
り
﹆
第
48

条
第
1
項
と
第
2
項
の
﹁
結
合
﹂
で
あ
る
﹆
そ
し
て
﹆
こ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
一
九
三
二
年
七
月
二
〇
日
の
状
況
だ
っ
た
の
だ
﹆
と
シ
ュ
ミ
ッ

ト
は
い
う
。

そ
れ
ゆ
え
﹆
も
し
一
政
党
が
ラ
ン
ト
国
家
権
力
を
掌
握
し
﹆
た
だ
そ
の
政
党
の
た
め
に
だ
け
ラ
ン
ト
国
家
権
力
を
行
使
し
﹆

［
ラ
ン
ト
の
］
国
家
的
権
力
手
段
を
そ
の
政
党
権
力
の
た
め
に
利
用
す
る
な
ら
ば
﹆
つ
ま
り
も
し
﹆
多
数
国
家
性
﹆
国
家

0

0

の
分

立
状
態
︵die staatliche Zersplitterung

︶
と
﹆
内
乱
に
ま
で
至
り
か
ね
な
い
政
党
の
分
立
状
態
︵Parteizersplitterung

︶

と
が
結
合
す
る
な
ら
ば
﹆
そ
の
と
き
に
は
第
48
条
第
1
項
と
第
2
項
の
二
つ
の
権
限
が
相
互
に
融
合
す
る
構
成
要
件
が
存
在
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

。
そ
う
し
た
場
合
﹆
第
48
条
の
よ
う
な
こ
の
強
大
な
権
力
に
対
し
て
﹆
保
障
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
﹆
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
﹆
強
大
な
権
力
が
守
る
べ
き
も
の
﹆
す
な
わ
ち
﹆
ま
さ
に
ラ
イ
ヒ
の

崩
壊
に
対
す
る
保
障

0

0

︵den Schutz gegen die Zerstörung des R
eichs

︶
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
︵S.181

傍
点
引

用
者
︶。

一
九
一
九
年
一
一
月
に
同
様
の
危
険
に
直
面
し
た
制
定
者
た
ち
は
﹆
恐
ろ
し
い
崩
壊
か
ら
自
ら
を
救
い
出
し
う
る
の
は
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
の
統

一
﹂
だ
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
﹆
そ
う
し
た
感
情
か
ら
こ
の
第
48
条
の
特
別
に
強
大
な
権
力
を
制
定
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
政
治
的
感

覚
﹆
そ
れ
ほ
ど
に
多
く
の
憲
法
構
成
能
力
を
﹆
憲
法
制
定
者
た
ち
﹆
と
り
わ
け
第
48
条
の
制
定
者
た
ち
は
持
っ
て
い
た
﹆
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は

称
賛
し
﹆
リ
ン
カ
ー
ン
に
よ
る
﹁
統
一
さ
れ
て
い
な
い
国
家
は
﹆
ど
ん
な
国
家
で
あ
れ
崩
壊
す
る
で
あ
ろ
う
﹂
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
﹆
こ

の
発
言
を
締
め
く
く
る
。
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5
．
ヘ
ラ
ー
：

（15）  V. S.186,  

（16）  V. S.187.
第
Ⅴ
章
で
の
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
二
回
目
の
発
言
の
後
に
な
さ
れ
た
ヘ
ラ
ー
に
よ
る
残
る
二
回
の
い
ず
れ
も
短
い
発
言
は
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

二
回
目
の
長
い
弁
論
の
中
で
扱
わ
れ
た
も
の
の
う
ち
﹆
第
1
項
の
要
件
と
し
て
の
﹁
事
前
の
通
告
﹂
な
い
し
﹁
法
的
聴
聞
﹂
に
対
し
て
の
み

向
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
﹆
緊
急
の
場
合
に
限
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹁
事
前
の
通
告
﹂
な
い
し
﹁
法
的
聴
聞
﹂
は
不
要
だ
と
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
見
解
に
﹆

し
た
が
っ
て
﹆
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
場
合
に
は
﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
に
先
立
っ
て
﹁
事
前
の
通
告
﹂
や
﹁
法
的
聴
聞
﹂
は
必
要
だ
と
い
う
見

解
に
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
も
同
意
す
る
の
か
︵
傍
点
引
用
者
︶
と
い
う
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
代
理
人
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
へ
の
確
認
質
問
で
あ
る
。
ゴ
ッ

ト
ハ
イ
ナ
ー
は
﹆
こ
の
質
問
に
は
答
え
る
意
思
は
な
い
﹆
そ
の
点
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
見
解
は
す
で
に
充
分
明
ら
か
だ
と
応
じ
る
の
み

で
﹆
裁
判
長
が
﹆
こ
の
質
問
は
肯
定
さ
れ
た
と
み
な
す
の
が
妥
当
だ
ろ
う
と
纏
め
﹆
第
1
項
の
﹁
要
件
﹂
と
し
て
の
﹁
事
前
の
通
告
﹂
な
い

し
﹁
法
的
聴
聞
﹂
問
題
の
議
論
は
終
わ
る
。

6
．
小
括

第
48
条
第
1
項
﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
の
﹁
要
件
﹂
を
め
ぐ
る
第
Ⅴ
章
の
議
論
で
は
﹆
上
で
見
た
よ
う
に
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
の
制
度
の
本
質

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
の
体
系
的
議
論
に
基
づ
い
た
﹁
要
件
﹂
論
を
展
開
し
た
の
は
﹆
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
﹆
こ
の
問

題
の
核
心
部
分
に
お
け
る
対
決
の
構
図
は
﹆
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
対
シ
ュ
ミ
ッ
ト
で
あ
り
﹆
こ
れ
に
対
し
て
ヘ
ラ
ー
は
﹆
基
本
的
に
ア
ン
シ
ュ
ッ

ツ
が
展
開
し
た
立
場
に
立
ち
な
が
ら
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
主
張
に
対
す
る
断
片
的
反
論
な
い
し
批
判
を
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

し
か
も
第
1
項
と
第
2
項
の
﹁
明
確
な
区
別
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
﹆
第
2
項
か
ら
区
別
さ
れ
る
べ
き
第
1
項
の
﹁
要
件
﹂
と
し
て
の
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﹁
主
観
的
過
失
﹂
の
必
要
性
を
主
張
す
る
ヘ
ラ
ー
が
﹆
し
か
し
同
時
に
﹆
実
際
上
﹆
両
条
項
の
要
件
の
﹁
競
合
﹂
は
あ
り
う
る
と
述
べ
る
こ

と
で
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
状
況
次
第
で
の
両
条
項
の
同
時
適
用
の
必
要
性
と
正
当
性
の
主
張
に
限
り
な
く
接
近
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ヘ
ラ
ー
が

主
と
し
て
指
摘
し
た
﹆
第
1
項
の
﹁
要
件
﹂
と
し
て
の
事
前
の
﹁
法
的
聴
聞
﹂
の
必
要
性
の
問
題
で
は
﹆﹁
法
的
聴
聞
﹂
が
政
治
的
に
不
可

能
な
極
め
て
緊
急
の
場
合
が
あ
る
と
は
い
え
﹆
そ
れ
以
外
の
場
合
﹆
つ
ま
り
原
則
と
し
て
は
﹁
法
的
聴
聞
﹂
を
必
要
と
す
る
﹆
と
い
う
イ
ェ

リ
ネ
ク
の
解
釈
に
お
い
て
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
同
意
す
る
﹆
と
い
う
点
を
確
認
し
た
と
い
う
意
味
で
は
﹆
ヘ
ラ
ー
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
批
判
は
そ
れ

自
体
と
し
て
﹆
決
定
的
な
対
決
点
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

他
方
﹆
第
Ⅴ
章
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
論
じ
た
点
で
重
要
な
の
は
﹆
対
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
議
論
と
し
て
提
出
さ
れ
た
﹆
以
下
の
二
点
で
あ
ろ

う
。第

一
の
点
は
﹆
第
1
項
﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
の
本
質

0

0

に
つ
い
て
の
見
解
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
の
本
質
と
は
﹆

︵
a
︶﹁
強
制
執
行
﹂
に
あ
る
の
で
は
な
い
﹆
む
し
ろ
﹆︵
b
︶﹁
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ヒ
の
統
一
﹂
を
脅
か
す
危
険
に
対
抗
す
る
た
め
に
﹆
ラ
イ
ヒ

大
統
領
の
素
早
く
﹆
有
効
な
介
入
を
可
能
と
す
る
べ
く
﹆
強
大
な
権
力
に
対
す
る
﹁
保
障
﹂
と
い
う
観
点
﹆
お
よ
び
﹆﹁
保
障
﹂
の
た
め
の

﹁
手
続
き
形
成
﹂
と
い
う
観
点
を
自
覚
的
意
図
的
に
排
除
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
あ
る
﹆
つ
ま
り
﹆︵
c
︶
連
邦
主
義
的
観
点
や
ラ
ン
ト
の
独
自
性
の
過

度
の
強
調
の
否
定
に
あ
る
﹆
と
い
う
点
で
あ
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
﹆
第
1
項
は
﹆
第
2
項
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
の
統

一
﹂
を
脅
か
す
﹁
二
つ
の
危
険
﹂︵
二
つ
の

0

0

0

﹁
状
況
概
念

0

0

0

0

﹂﹆K
onfliktslage

とB
ürgerkriekslage

︶
に
対
抗
し
て
﹆
ラ
イ
ヒ
を
崩
壊
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

守
る
た
め
の

0

0

0

0

0

﹁
保
障
﹂
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
﹆
そ
れ
ゆ
え
﹆
第
48
条
と
い
う
強
大
な
権
力
に
対
す
る

0

0

0

0

﹁
保
障
﹂
は
構
成
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
﹆
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
の
点
は
﹆
第
1
項
と
第
2
項
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
見
解
で
あ
る
。﹁
二
つ
の
危
険
﹂
が
結
合

0

0

し
て
存
在
す
る
場
合
に
は
﹆
こ
れ
に
対

し
て
﹆
実
践
的
に
は
﹆
第
1
項
と
第
2
項
は
結
合

0

0

し
て
﹁
ラ
イ
ヒ
の
統
一
﹂
を
守
る
た
め
の
﹁
保
障
﹂
を
構
成
す
る
の
だ
か
ら
﹆
両
条
項
の

間
の
厳
密
な
区
別
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
だ
⎠
25
⎝

﹆
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
﹆
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
﹆
ヘ
ラ
ー
ら
が
主
張
し
た
﹆
第
2
項
か
ら
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第
1
項
が
区
別
さ
れ
る
基
準
と
し
て
の
﹁
要
件
﹂︵
義
務
不
履
行
の
主
体
は
﹆
私
人
で
は
な
く
代
表
権
限

0

0

0

0

を
持
つ
ラ
ン
ト
機
関
で
あ
り
﹆
か

つ
﹆﹁
主
観
的

0

0

0

過
失
﹂
の
存
在
の
確
定
の
た
め
の
﹁
法
的
聴
聞
﹂
は
必
要
で
あ
る
︶
は
厳
格
に
要
求
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
﹆
義
務
不

履
行
の
状
態
を
客
観
的
に
確
定
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
そ
が
問
題
の
核
心
だ
﹆
と
す
る
。
し
か
も
﹆
義
務
不
履
行
の
状
態
の
存
在
を
客
観
的
に
確
定
す

0

0

0

0

0

0

0

る
主
体

0

0

0

は
﹆
あ
く
ま
で
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
で
あ
り
ラ
イ
ヒ
大
統
領
な
の
で
あ
る
。

第
4
節　

第
Ⅵ
章
﹁
第
48
条
第
1
項
の
諸
権
限
﹂︵S.194

︱285

︶
に
お
け
る
ヘ
ラ
ー

第
Ⅵ
章
第
48
条
第
1
項
の
﹁
権
限
﹂
の
審
理
は
﹆
審
理
日
三
日
目
一
〇
月
一
二
日
水
曜
日
夕
方
四
時
半
過
ぎ
か
ら
同
日
の
七
時
閉
廷

︵S.222

︶
ま
で
﹆
引
き
続
き
審
理
第
四
日
目
一
〇
月
一
三
日
木
曜
日
﹆
午
前
九
時
半
開
廷
か
ら
休
憩
︵
午
後
一
時
四
五
分
か
ら
四
時
三
〇
分
﹆

S.272

︶
を
挟
み
﹆
同
日
の
夕
刻
五
時
半
過
ぎ
頃
ま
で
で
あ
る
。

第
Ⅵ
章
﹁
第
48
条
第
1
項
の
諸
権
限
﹂
で
は
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
発
言
は
な
く
﹆
ヘ
ラ
ー
は
四
回︵

（17） 

（18） 

（19） 

（20）
︶発
言
し
て
い
る
。
そ
の

内
（17）
は
審
理
日
三
日
目
︵
一
〇
月
一
二
日
水
曜
日
︶
に
﹆
そ
れ
以
外
は
審
理
日
四
日
目
一
〇
月
一
三
日
木
曜
日
の
午
前
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に

行
わ
れ
た
。
そ
し
て
四
日
目
に
行
わ
れ
た
三
回︵

（18） 

（19） 

（20）
︶の
発
言
で
ヘ
ラ
ー
は
﹆
前
日
の
新
聞
報
道
上
の
裁
判
長
ブ
ム
ケ
の
発
言
が
ラ

イ
ヒ
政
府
側
の
立
場
の
擁
護
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
と
し
て
﹆
そ
の
真
意
を
追
求
す
る
。
結
果
的
に
ブ
ム
ケ
の
釈
明
を
引
き

出
し
た
こ
こ
で
の
ヘ
ラ
ー
の
弁
論
は
﹆
法
廷
審
理
を
ヘ
ラ
ー
の
側
か
ら
見
た
場
合
の
﹆
一
つ
の
重
要
な
山
場
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
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1
．
ヘ
ラ
ー
：

（17）  V
I. S.214

︱216.
こ
の
発
言
は
﹆
三
日
目
の
閉
廷
近
く
に
行
わ
れ
た
。
そ
の
主
眼
は
﹆
諸
外
国
の
︱︱
特
に
ス
イ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
︱︱
連
邦
執
行
の
例
を

示
し
て
﹆
本
件
の
異
常
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
ず
ヘ
ラ
ー
は
﹆
一
八
六
六
年
以
来
の
ド
イ
ツ
で
も
﹆
数
百
年
来
の
ス
イ
ス
﹆
ア
メ

リ
カ
﹆
そ
し
て
連
邦
国
家
に
な
っ
て
以
降
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も
﹆
州
政
府
そ
れ
自
体
が
排
除
さ
れ
る
と
い
う
今
回
の
よ
う
な
事
例
は
全
く

な
い
が
﹆
そ
れ
は
な
ぜ
か
の
答
え
は
た
だ
一
つ
﹆
連
邦
執
行
は
﹆
通
常
は
﹆
憲
法
に
違
反
す
る
状
況
を
で
き
る
だ
け
早
く

0

0

0

0

0

0

0

除
去
す
る
と
い

う
目
的
を
持
っ
て
行
わ
れ
る
と
い
う
点
だ
が
﹆
こ
れ
に
反
し
て
本
件
で
は
﹆
憲
法
違
反
の
状
況
を
で
き
る
だ
け
長
引
か
せ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
目
的
を

も
っ
て
﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
が
行
わ
れ
た
︵
傍
点
引
用
者
︶﹆
と
指
摘
す
る
。

た
と
え
ば
ス
イ
ス
で
は
﹆
ヒ
ル
テ
ィ
論
文
に
よ
れ
ば
﹆
カ
ン
ト
ン
政
府
が
た
と
え
瞬
間
的
と
い
え
ど
も
排
除
さ
れ
た
こ
と
は
﹆
数
百
年
間

に
わ
た
っ
て
！
︵seit Jahrhunderten!

︶
な
か
っ
た
⎠
26
⎝

。
た
だ
一
つ
の
事
例
で
あ
る
一
八
九
〇
年
九
月
の
テ
ッ
セ
ン
・
カ
ン
ト
ン
の
事
例
で

は
﹆
一
つ
の
政
府
の
交
代
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
事
例
で
も
﹆
九
月
一
二
日
に
政
府
が
打
倒
さ
れ
た
が
﹆
一
〇
月
一
四
日
に
は
既
に
以
前

の
政
府
が
再
建
さ
れ
た
。
連
邦
国
家
に
お
い
て
﹆
連
邦
は
常
に
合
憲
的
政
府
が
で
き
る
だ
け
速
や
か
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

職
務
に
就
く
よ
う
配
慮
す
る
︵
傍
点

引
用
者
︶。
し
た
が
っ
て
本
件
の
よ
う
な
問
題
は
成
立
の
余
地
が
な
い
﹆
と
い
う
。

ア
メ
リ
カ
憲
法
に
は
﹆
連
邦
執
行
と
い
う
も
の
が
な
い
。
し
か
し
た
だ
偶
然
に
そ
う
し
た
規
定
が
な
い
の
で
は
な
い
。
一
七
八
七
年
の
憲

法
草
案
審
議
に
お
い
て
﹆
マ
デ
ィ
ソ
ン
の
提
案
に
よ
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
憲
法
草
案
第
6
条
が
﹆
す
な
わ
ち
﹆﹁
連
盟
の
法
律
に
反
し
て
自
己

の
義
務
を
履
行
し
な
い
﹆
い
か
な
る
連
盟
構
成
員
に
対
し
て
も
﹆
連
盟
の
軍
隊
を
派
遣
す
る
権
限
を
﹆
国
民
議
会
に
与
え
る
﹂
と
い
う
条
項

が
事
実
上
提
起
さ
れ
た
。
し
か
し
﹆
一
国
家
︵
州
︶
に
対
し
て
軍
隊
を
派
遣
す
る
の
は
﹆
合
目
的
で
も
な
く
正
し
く
も
な
い
と
い
う
見
解
を

人
々
が
持
つ
に
至
っ
た
た
め
明
確
に
拒
否
さ
れ
﹆
そ
の
起
草
者
自
身
に
も
拒
否
さ
れ
た
︵S.215

︶
と
い
う
経
過
が
あ
る
。
現
在
の
解
釈
に
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つ
い
て
ヘ
ラ
ー
は
ウ
ィ
ロ
ビ
ー
︵W

. W
illoughby

︶
の
﹃
合
衆
国
憲
法
⎠
27
⎝

﹄
を
引
用
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
﹆
州
政
府
が
憲
法
違
反
の
事
柄

を
決
議
し
﹆
市
民
が
憲
法
違
反
の
こ
と
を
煽
ら
れ
る
場
合
﹆
ア
メ
リ
カ
法
に
よ
れ
ば
﹆
連
邦
は
個
々
人
に
対
し
て
﹆
ま
た
時
と
し
て
個
々
の

政
府
構
成
員
に
対
し
て
﹆
武
装
権
力
に
よ
っ
て
対
処
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹆
一
政
府
が
排
除

0

0

さ

れ
る
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
も
な
く
﹆
全
期
間
に
た
だ
の
一
度
も
起
こ
っ
て
い
な
い
︵S.215

傍
点
引
用
者
︶
と
指
摘
す
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
﹆
で
き
る
限
り
早
く

0

0

0

0

0

0

0

合
憲
的
政
府
を
再
建
す
る
こ
と
が
ラ
イ
ヒ
憲
法
や
諸
外
国
に
お
い
て
は
考
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し

て
﹆
本
件
に
お
け
る
そ
の
行
為
の
目
的
は
全
く
逆
だ
︵S.216

傍
点
引
用
者
︶
と
ヘ
ラ
ー
は
締
め
く
く
る
。

2
．
ヘ
ラ
ー
：

（18）  V
I. S.248

︱249.

こ
こ
で
の
ヘ
ラ
ー
の
発
言
は
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
前
半
で
取
り
上
げ
た
問
題
は
﹆
上
の
発
言︵
17
︶で
も
指
摘
し
た
﹆
今
回
の
措
置
の

極
め
て
長
期
に
わ
た
っ
て
い
る
期
間

0

0

で
あ
り
﹆こ
う
し
た
期
間
そ
れ
自
体
が
﹆ラ
イ
ヒ
政
府
の
﹁
憲
法
違
反
の
意
図

0

0

﹂︵verfassungsw
idrigen 

A
bsichten

︶
に
よ
っ
て
の
み
生
じ
た
︵S.248

強
調
へ
ラ
ー
︶﹆
と
指
摘
す
る
。
も
し
本
当
に
何
ら
か
の
﹁
義
務
違
反
﹂
を
理
由
と
し
た

﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
な
ら
ば
﹆
あ
る
い
は
短
期
間
の

0

0

0

0

代
執
行
に
よ
っ
て
履
行
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
た
︵
傍
点
引
用
者
︶。
ま
た
も
し
公
共
の
安
全

と
秩
序
の
再
建
の
み
を
考
え
て
い
た
な
ら
﹆
そ
の
目
的
の
た
め
の
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
設
置
も
可
能
だ
ろ
う
が
﹆
そ
の
場
合
﹆
そ
れ
以
外
の
事
柄

は
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
が
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
そ
れ
自
体
が
排
除
さ
れ
て
し
ま
い
﹆
解

答
不
能
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
難
問
が
次
か
ら
次
へ
と
眼
前
に
現
れ
て
い
る
﹆
と
述
べ
る
。

ま
た
﹆
審
理
が
続
け
ば
続
く
ほ
ど
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
は
ラ
イ
ヒ
憲
法
を
手
品
の
よ
う
に
消
し
て
い
く
。
ヤ
ー
コ
ビ
の
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
よ
り
さ

ら
に
歩
み
を
進
め
た
第
48
条
解
釈
を
た
っ
た
今
拝
聴
し
﹆
そ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
﹆
第
17
条
⎠
28
⎝

が
第
48
条
に
よ
っ
て
片
づ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
で
は
﹆
次
の
週
に
も
し
ま
だ
審
理
が
継
続
し
て
い
た
ら
﹆
憲
法
に
第
48
条
以
外
に
何
が
残
る
の
か
﹆
誠
に
不
安
に
な
る
。
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ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
お
け
る
パ
ー
ペ
ン
の
﹁
ラ
イ
ヒ
憲
法
改
正
﹂
の
演
説
で
は
﹆
今
の
状
態
は
も
っ
と
長
く
続
く

0

0

0

0

0

0

0

だ
ろ
う
と
語
っ
て
い
る
︵
傍

点
引
用
者
︶。
パ
ー
ペ
ン
は
も
ち
ろ
ん
﹁
憲
法
改
正
﹂
を
第
48
条
を
用
い
て
や
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
﹆
こ
の
状
態
が
一
体
い
つ
排

0

0

0

除
さ
れ
る
の
か

0

0

0

0

0

0

﹆
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
り
﹆
そ
れ
が
真
の
問
題
だ
︵S.249

傍
点
引
用
者
︶
と
い
う
。

後
半
で
ヘ
ラ
ー
は
﹆
一
体
﹆
何
が
今
日
の
事
態
の
﹁
原
因

0

0

﹂︵
傍
点
引
用
者
︶
か
﹆
と
切
り
出
し
﹆
裁
判
長
ブ
ム
ケ
が
ラ
イ
ヒ
政
府
の
立

場
を
擁
護
し
て
い
る
か
の
如
き
観
の
あ
る
前
日
の
新
聞
報
道
を
取
り
上
げ
て
﹆
ブ
ム
ケ
発
言
の
真
意
に
つ
い
て
尋
ね
﹆
以
下
の
ブ
ム
ケ
の
釈

明
を
引
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
の
措
置
の
﹁
真
の
原
因
﹂
が
何
か
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
。

ヘ
ラ
ー
の
ブ
ム
ケ
へ
の
質
問
は
﹆
以
下
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
新
聞
報
道
に
よ
れ
ば
﹆
ブ
ラ
ウ
ン
と
ゼ
ー
ベ
リ
ン
グ
が
社
会
民
主
党
に

0

0

0

0

0

0

所
属
し
て
い
た

0

0

0

0

0

0

た
め
﹆
共
産
主
義
者
た
ち
に
対
し
て
必
要
な
厳
然
た
る
態
度
を
と
り
え
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
確
信
を
ラ
イ
ヒ
政
府
に
引

き
起
こ
さ
せ
た
︵
強
調
ヘ
ラ
ー
︶﹆
そ
こ
に
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
が
﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
を
発
動
す
る
た
め
の
十
分
な
理
由
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
﹆
と
い
う
の
が
ブ
ム
ケ
の
見
解
だ
と
い
う
。
ヘ
ラ
ー
は
こ
れ
が
﹆
本
当
に
ブ
ム
ケ
の
見
解
な
の
か
と
は
迫
ら
ず
に
﹆
こ
の
見
解
の
中
で
語

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
の
措
置
の
﹁
真
の
原
因
﹂
な
の
か
﹆
と
尋
ね
る
︵S.249

︶。

ヘ
ラ
ー
の
質
問
後
﹆
す
ぐ
に
ブ
ム
ケ
が
応
答
し
︵S.249
︱250

︶﹆﹁
自
分
の
発
言
の
一
部
の
み
が
報
道
さ
れ
﹆
ま
た
﹆
誤
り
が
あ
る
﹂
と

述
べ
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
擁
護
の
発
言
は
断
じ
て
し
て
い
な
い
と
し
て
﹆
自
分
の
真
意
に
つ
い
て
の
釈
明
を
す
る
。
ブ
ム
ケ
に
よ
れ
ば
﹆
彼
自
身

の
発
言
は
以
下
の
通
り
。
ラ
イ
ヒ
政
府
が
訴
訟
文
書
の
中
で
表
明
し
て
い
る
［
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
た
る
］
ブ
ラ
ハ
ト
の
見
解
は
﹆
全

く
明
確
で
は
な
く
﹆
読
み
方
に
よ
っ
て
は
次
の
よ
う
に
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
﹆
第
一
の
読
み
方
は
﹆
ラ
ン
ト
の
大
臣
た
ち

が
﹆
共
産
主
義
者
た
ち
に
対
し
て
闘
う
の
に
必
要
な
内
面
的
独
立
性
を
持
っ
て
お
ら
ず
﹆
そ
の
結
果
﹆
大
臣
た
ち
は
現
実
に
彼
ら
と
闘
え
な

く
な
っ
て
い
る
﹆
と
い
う
点
に
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
は
ラ
ン
ト
政
府
の
﹁
責
任
﹂︵Schuld
︶
を
見
た
﹆
そ
し
て
さ
ら
に
﹆
第
二
の
読
み
方
と
し

て
﹆
ブ
ラ
ウ
ン
と
ゼ
ー
ベ
リ
ン
グ
が
そ
の
地
位
に
留
ま
っ
て
い
る
︵
つ
ま
り
事
務
管
理
内
閣
の
継
続
︶
と
い
う
こ
と
に
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
は
ラ
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ン
ト
政
府
の
﹁
責
任
﹂
を
見
た
﹆
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
こ
う
し
た
内
容
の
発
言
を
自
分
は
し
た
の
だ
﹆
と
ブ
ム
ケ
は
釈
明
し
た
。

3
．
ヘ
ラ
ー
：

（19）  V. S.250,  

（20）  V. S.250

︱252.

上
記
の
ブ
ム
ケ
の
釈
明
で
明
ら
か
に
な
っ
た
点
に
対
し
て
﹆

（19）
で
ヘ
ラ
ー
は
﹆
恐
ら
く
は
ラ
イ
ヒ
政
府
の
見
解
で
あ
ろ
う
も
の
を
﹆
裁

判
長
の
見
解
だ
と
自
分
が
仮
定
し
た
と
す
れ
ば
﹆
そ
れ
は
侮
辱
的
な
推
定
だ
﹆
と
述
べ
た
う
え
で
﹆
今
﹆
ブ
ム
ケ
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
二

つ
の
解
釈
は
﹆
本
当
に
ラ
イ
ヒ
政
府
の
見
解
な
の
か
﹆
再
度
﹆
ラ
イ
ヒ
側
代
理
人
か
ら
の
明
確
な
返
答
を
要
求
す
る
。

裁
判
長
は
﹆
一
度
答
え
ら
れ
た
点
の
繰
り
返
し
を
避
け
よ
う
と
す
る
が
﹆
ヘ
ラ
ー
は
す
ぐ
に

（20）
で
﹆
自
分
ば
か
り
で
は
な
く
ブ
レ
ヒ
ト

も
﹆
ラ
イ
ヒ
側
の
回
答
を
ほ
と
ん
ど
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
だ
﹆
と
食
い
下
が
り
﹆
こ
れ
に
対
し
て
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
自
身
は
応
じ
な
い

で
﹆
ブ
ム
ケ
が
﹆
第
一
の
解
釈
﹆
第
二
の
解
釈
の
い
ず
れ
も
が
﹆
ラ
イ
ヒ
側
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
た
と
﹆
返
答
す
る
。﹁
私
の
理
解
し
た
限

り
で
は
﹆
両
方
と
も
﹆
イ
エ
ス
で
し
た
﹂
と
の
ブ
ム
ケ
の
返
答
に
対
し
て
﹆
ヘ
ラ
ー
は
﹆﹁
だ
と
す
れ
ば
﹆
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
﹆

非
常
に
価
値
あ
る
こ
と
だ
﹂︵S.250

︶
と
叫
び
⎠
29
⎝

﹆﹁
な
ぜ
な
ら
﹆
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
﹆
つ
い
に
わ
れ
わ
れ
は
以
下
の
点
を
知
る
か
ら
だ
﹆

第
一
に
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
政
府
の
措
置
す
べ
て
が
﹆
そ
も
そ
も
な
ぜ
行
わ
れ
た
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
﹆
そ
の
上
［
第
二
に
］﹆
い
か
な
る

0

0

0

0

時
間
的
限
界
づ
け
も
存
在
し
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
も
﹆
わ
れ
わ
れ
は
知
る
に
至
っ
た
︵
傍
点
引
用
者
︶。
な
ぜ
な
ら
﹆［
内
面
的
］
独
立
性
と

は
﹆
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
ラ
イ
ヒ
政
府
に
合
う
政
党
へ
の
所
属
の
こ
と
で
あ
り
﹆
そ
ん
な
独
立
性
な
ら
ば
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
い
か
な
る

政
府
も
決
し
て
持
つ
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
！
﹂︵S.250

︶
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
﹆
こ
う
も
言
う
。
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
﹆
合
憲
的
な
政
府
を
い

か
に
再
建
す
べ
き
か
に
つ
い
て
も
は
や
頭
を
悩
ま
す
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
分
か
っ
た
﹆
な
ぜ
な
ら
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
は
﹆
現
在
の

ラ
イ
ヒ
政
府
と
同
じ
政
治
的
意
図
し
か
﹆
す
な
わ
ち
﹆
国
家
人
民
党
的
な
政
治
的
意
図
し
か
持
ち
え
な
い
の
だ
か
ら
﹆
と
。

こ
の
後
﹆
再
び
ウ
ィ
ロ
ビ
ー
か
ら
の
引
用
⎠
30
⎝

に
基
づ
い
て
ア
メ
リ
カ
の
事
例
を
示
し
﹆
ア
メ
リ
カ
で
も
ス
イ
ス
で
も
﹆
州
政
府
自
体
の
罷
免
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は
起
き
た
こ
と
が
な
い
と
強
調
す
る
が
﹆
こ
こ
で
の
ヘ
ラ
ー
の
発
言
の
中
心
は
﹆
何
と
い
っ
て
も
ブ
ム
ケ
発
言
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
点
に
あ

る
。
今
回
の
事
例
で
は
﹆
あ
る
特
定
の
政
党
政
治
的
目
的

0

0

0

0

0

0

0

︵einen ganz bestim
m

ten parteipolitischen Zw
eck

︶
か
ら
﹆
つ
ま
り
﹆
社

会
民
主
党
を
排
除
し
﹆
そ
れ
と
は
異
な
る
政
治
的
方
向
を
持
ち
込
も
う
と
す
る
と
い
う
目
的
か
ら
一
切
が
行
わ
れ
た
﹆
こ
れ
こ
そ
が
第0

48
条0

適
用
の

0

0

0

﹁
真
の
原
因

0

0

0

0

﹂︵die w
ahren U

rsachen

︶
だ
︵S.252

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
主
張
す
る
。

こ
の
直
後
﹆
ヘ
ラ
ー
は
発
言
に
つ
い
て
の
注
意
を
裁
判
長
か
ら
受
け
る
。
ブ
ム
ケ
は
﹆﹁
私
は
情
熱
⎠
31
⎝

を
あ
く
ま
で
評
価
は
す
る
が
﹆
し
か

し
﹆
手
綱
を
緩
め
過
ぎ
な
い
よ
う
に
用
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︵S.252

︶
と
述
べ
﹆
聴
衆
と
の
関
係
で
は
声
の
調
子
を
強
め
る
こ
と
も

好
ま
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
﹆
強
い
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
抗
議
が
出
さ
れ
﹆
そ
の
や
り
取
り
か
ら
本
来
の
課
題
で
あ
る
法
的
問
題

か
ら
ど
ん
ど
ん
離
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
﹆
一
貫
し
て
こ
の
問
題
へ
の
内
面
的
な
関
心

0

0

0

0

0

0

か
ら
把
握
で
き
る
よ
う
に
﹆
穏
和
な
発
言
が
望
ま
し

い
︵S.252

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
ブ
ム
ケ
は
あ
え
て
発
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
﹆
こ
こ
で
の
ヘ
ラ
ー
は
情
熱
的

で
過
激
な
発
言
を
繰
り
広
げ
た
の
だ
ろ
う
。
全
記
録
中
た
っ
た
一
回
の
﹁
声
を
一
段
と
強
め
て
﹂
と
い
う
速
記
者
に
よ
る
挿
入
が
記
さ
れ
た

こ
と
も
﹆
こ
の
点
を
裏
付
け
て
い
る
。

4
．
小
括

第
Ⅵ
章
第
48
条
第
1
項
﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
の
﹁
権
限
﹂
の
審
理
に
お
い
て
は
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
発
言
は
な
く
﹆
ヘ
ラ
ー
の
論
及
の
焦
点

は
﹆﹁
何
が
ラ
イ
ヒ
政
府
の
措
置
の
真
の
原
因

0

0

0

0

︵U
rsache

︶
か
﹂
を
め
ぐ
る
ヘ
ラ
ー
対
ブ
ム
ケ
の
論
戦
に
あ
る
。
ブ
ム
ケ
の
釈
明
に
よ
っ

て
﹆﹁
真
の
原
因
﹂
に
つ
い
て
の
ラ
イ
ヒ
側
の
見
解
の
確
認
を
引
き
出
し
た
こ
こ
で
の
ヘ
ラ
ー
の
弁
論
は
﹆
法
廷
審
理
を
ヘ
ラ
ー
の
側
か
ら

見
た
場
合
の
﹆
一
つ
の
重
要
な
山
場
で
あ
っ
た
。
ヘ
ラ
ー
が
ブ
ム
ケ
に
食
い
下
が
っ
て
確
認
し
﹆﹁
遂
に
分
か
っ
た
ぞ
！
﹂
と
ヘ
ラ
ー
を
叫

0

0
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ば
し
め
た
の
は
﹆
次
の
二
点
で
あ
る
。

第
一
の
点
﹆
そ
も
そ
も
﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
が
行
使
さ
れ
た
﹁
真
の
原
因
﹂
に
つ
い
て
の
ラ
イ
ヒ
側
の
見
解
と
は
﹆︵
a
︶
プ
ロ
イ
セ
ン
の

大
臣
た
ち
の
﹆
共
産
主
義
者
に
対
す
る
﹁
内
面
的
独
立
性
﹂
の
欠
如
と
い
う
﹁
責
任
﹂︵Schuld

︶﹆
お
よ
び
﹆︵
b
︶
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け

る
事
務
管
理
内
閣
の
存
続
と
い
う
﹁
責
任
﹂
に
あ
る
。

第
一
の
点
の
結
果
と
し
て
﹆
第
二
に
﹆
ヘ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
﹆﹁
措
置
の
暫
定
性

0

0

0

﹂
が
ラ
イ
ヒ
側
か
ら
い
か
に
主
張
さ
れ
よ
う
と
も
﹆
そ
れ

は
建
て
前
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
﹆
事
実
と
し
て
﹆
時
間
的
限
界
は
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆﹁
措
置
の
最
終
性

0

0

0

﹂
が
判
明
し
た
。
な
ぜ
な
ら
﹆﹁
内
面
的
独
立

性
﹂
と
か
﹁
憲
法
に
合
致
し
た
新
政
府
の
再
建
﹂
と
か
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
﹆
結
局
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
と
同
じ
政
治
的
意
図
し
か
持
ち
え
な

い
政
府
の
こ
と
で
あ
り
﹆
そ
ん
な
も
の
は
プ
ロ
イ
セ
ン
の
い
か
な
る
政
府
も
持
ち
え
な
い
か
ら
だ
﹆
と
い
う
。

一
連
の
ラ
イ
ヒ
に
よ
る
介
入
の
﹁
本
当
の
動
機
﹂
の
追
及
を
求
め
続
け
て
き
た
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
が
﹆
憲
法
に
定
め

ら
れ
て
い
る
︵
義
務
不
履
行
の
強
制
的
履
行
と
い
う
︶
動
機
で
は
な
く
﹆
ま
さ
に
特
定
の
政
党
政
治
的
動
機

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
﹁
不
適
切
な
動
機
﹂
に

よ
っ
て
貫
徹
さ
れ
た
こ
と
を
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
自
身
が
認
め
た
こ
と
を
確
認
し
た
﹆
と
い
う
点
で
﹆
ブ
ム
ケ
の
釈
明
か
ら
引
き
出
し
た
言
明
は

画
期
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
5
節　

第
Ⅶ
章
﹁
第
48
条
第
2
項
の
諸
要
件
﹂︵S.286

︱300

︶
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー

本
件
の
法
解
釈
問
題
の
核
心
部
分
で
あ
る
第
48
条
第
2
項
の
問
題
に
審
理
が
及
ん
だ
の
は
﹆
既
に
審
理
日
第
四
日
目
︵
一
〇
月
一
三
日
木

曜
日
︶
の
午
後
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
だ
っ
た
。
一
三
日
朝
の
開
廷
時
の
ブ
ム
ケ
の
審
理
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
は
﹆
午
前
中
の
う
ち
に
第
2
項
の
﹁
要

件
﹂
問
題
を
終
わ
ら
せ
﹆
同
日
中
に
第
2
項
の
﹁
権
限
﹂
に
つ
い
て
の
審
理
を
終
わ
ら
せ
る
﹆
そ
し
て
最
終
日
の
一
四
日
︵
金
︶
に
は
﹁
裁
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判
所
の
審
査
権
限
﹂
問
題
と
﹁
訴
訟
要
件
﹂
問
題
の
み
が
審
理
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。

し
か
し
﹆
実
際
に
第
2
項
の
﹁
要
件
﹂
の
議
論
が
開
始
さ
れ
た
の
は
﹆
既
に
一
三
日
の
夕
方
で
あ
り
⎠
32
⎝

﹆
そ
し
て
同
日
の
夜
七
時
前
に
は⎠33
⎝

第

2
項
の
﹁
権
限
﹂
問
題
の
審
議
に
入
っ
た
。
こ
の
日
の
夜
七
時
三
〇
分
の
閉
廷
時
に
お
い
て
﹆
な
お
﹆
裁
判
長
は
﹆
翌
一
四
日
中
に
全
て
の

審
理
を
終
わ
ら
せ
る
と
い
う
希
望
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
経
過
を
訴
訟
記
録
か
ら
見
る
限
り
﹆
第
Ⅶ
章
の
第
2
項
﹁
要
件
﹂
問
題
は

極
め
て
足
早
に
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
⎠
34
⎝

。
第
Ⅶ
章
で
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
一
回
﹆
ヘ
ラ
ー
は
五
回
発
言
し
て
い
る
。

1
．
シ
ュ
ミ
ッ
ト
：

（4）  V
II. S.288

︱292.

第
2
項
の
﹁
要
件
﹂
問
題
に
つ
い
て
の
一
回
だ
け
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
弁
論
は
﹆
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
前
半
に
お
い
て

は
﹆
こ
の
点
に
関
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
核
心
的
主
張
が
展
開
さ
れ
て
お
り
﹆
第
48
条
第
2
項
の
解
釈
上
の
一
つ
の
重
要
な
観
点
が
示
さ
れ

る
。シ

ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆
第
2
項
の
﹁
要
件
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
と
し
て
二
つ
の
や
り
方
が
あ
る
だ
ろ
う
﹆
と
発
言
を
始
め
る
。
一
つ
の
や
り
方

は
﹆
他
の
ラ
ン
ト
に
も
同
様
な
状
況
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹆
あ
る
特
定
の
ラ
ン
ト
に
対
し
て
の
み
ラ
イ
ヒ
が
干
渉
す
る
理
由
は
何
か
﹆

と
問
題
を
論
ず
る
方
法
だ
が
﹆
こ
の
方
法
は
﹆
第
2
項
の
﹁
要
件
﹂
問
題
を
一
般
的
に
論
じ
る
こ
と
に
弾
み
を
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
も
う

一
つ
の
や
り
方
は
﹆
第
2
項
の
﹁
要
件
﹂
が
﹆
現
実
に
は
ど
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

存
在
し
て
い
る
の
か
を
具
体
的
に
論
ず
る
こ
と
に
限
定
す
る
方
法
で

あ
り
﹆
自
分
と
し
て
は
後
者
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
︵
傍
点
引
用
者
︶﹆
と
述
べ
る
。

と
い
う
の
も
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
考
え
に
よ
れ
ば
﹆
他
の
ラ
ン
ト
に
同
様
の
状
態
が
あ
る
と
仮
定
し
﹆
特
定
ラ
ン
ト
に
の
み
ラ
イ
ヒ
が
干
渉

す
る
理
由
は
何
か
﹆
と
問
う
こ
と
自
体
の
中
に
は
﹆﹁
平
等
原
則
﹂︵G

leichheitsprinzip

︶
が
正
義
原
則
︵G

erechtigkeitsprinzip

︶
と

し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
︵S.288

︶
が
﹆
多
く
の
ラ
ン
ト
を
同
一
に
扱
う
こ
と
は
﹆
客
観
的
状
況
が
何
か
と
い
う
唯
一

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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の
本
質
的
問
題

0

0

0

0

0

0

か
ら
誤
っ
た
方
向
へ
と
そ
ら
す
こ
と
に
な
る
︵S.289

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
い
う
。
つ
ま
り
﹆
合
法
的
権
力
手
段
の
政
党
政

治
的
濫
用
と
い
う
危
険
が
あ
る
場
合
で
も
﹆
二
〇
万
人
の
保
安
警
察
を
持
ち
﹆
巨
大
な
官
僚
組
織
等
を
備
え
た
プ
ロ
イ
セ
ン
と
﹆
オ
ル
デ
ン

ブ
ル
グ
﹆
ア
ン
ハ
ル
ト
な
ど
の
小
ラ
ン
ト
で
は
﹆
客
観
的
危
険
性

0

0

0

0

0

0

は
全
く
異
な
る
︵S.290

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
い
う
。
ま
た
﹆
そ
も
そ
も

ラ
ン
ト
自
身
が
﹆
公
共
の
安
全
と
秩
序
に
対
す
る
危
険
の
原
因
を
作
る
の
に
手
を
貸
す
よ
う
な
事
態
で
あ
れ
ば
﹆
そ
こ
で
は
政
治
的
権
力
手

0

0

0

0

0

0

段
の
違
い

0

0

0

0

が
問
題
で
あ
る
︵
傍
点
引
用
者
︶。
強
力
で
﹆
権
力
を
持
ち
﹆
武
装
し
た
組
織
が
背
後
に
あ
る
何
者
か
が
危
険
で
疑
わ
し
い
政
治

的
行
動
を
と
っ
て
い
る
の
か
﹆
そ
れ
と
も
﹆
無
害
で
無
難
な
﹆
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
全
く
重
要
で
な
い
小
さ
な
ク
ラ
ブ
や
結
社
が
﹆
無
礼

で
下
品
な
や
り
方
で
騒
い
で
い
る
の
か
﹆
と
で
は
違
い
が
あ
る
︵S.290

︶
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
一
つ
の
対
比
を
示
す
。

第
48
条
の
二
つ
の
条
項
に
と
も
に
﹁
で
き
る
﹂︵“kann ”

︶
と
い
う
言
葉
が
入
っ
て
い
る
の
は
﹆
一
定
の
﹁
要
件
﹂
が
存
在
す
る
場
合
に

は
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
政
治
的
裁
量
に
非
常
に
広
い
活
動
の
余
地
が
与
え
ら
れ
て
い
る
た
め
だ
﹆
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
﹆
第

1
項
で
も
第
2
項
で
も
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
は
﹆
政
治
的
顧
慮
か
ら
必
要
と
考
え
れ
ば
﹆
自
己
の
義
務
に
従
っ
て
行
う
裁
量
に
基
づ
い
て
干
渉

す
る
こ
と
も
で
き
る
し
﹆［
逆
に
］
た
と
え
﹆
干
渉
の
き
っ
か
け
と
な
る
﹁
構
成
要
件
﹂
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
﹆
政
治
的
顧
慮
か

ら
干
渉
し
な
い
こ
と
も
で
き
る
︵S.289

︶。
そ
こ
で
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
﹆
第
48
条
第
2
項
の
﹁
要
件
﹂
と
は
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
を
し

て
﹆
こ
の
例
外
的
な
権
力
手
段
の
行
使
を
な
さ
し
め
る
べ
く
﹆
第
48
条
第
2
項
を
具
体
的
事
例
へ
と
適
用
す
る
よ
う
誘
い
う
る
﹆
そ
の
動
機

0

0

は
何
か
︵S.290

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
﹆

ラ
イ
ヒ
大
統
領
と
ラ
イ
ヒ
政
府
に
と
っ
て
生
じ
る
唯
一
の
問
題
は
﹆
彼
ら
の
義
務
に
従
っ
て
行
う
裁
量
に
お
い
て
﹆
彼
ら
が

危
険
を
ど
の
よ
う
な
広
が
り
に
お
い
て
認
識
す
る
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
問
題
だ
け
な
の
で
あ
る
。
危
険
こ
そ
が
常
に
決
定
的
問
題
で
あ

り
﹆
端
的
に
い
っ
て
﹆
危
険
の
範
囲
と
大
き
さ
を
考
量
す
る
と
い
う
事
実
問
題

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵die tatsächliche Frage

︶［
こ
そ
が
決
定
的

問
題
］
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
﹆
政
治
的
危
険

0

0

0

0

0

で
あ
り
﹆
大
ラ
ン
ト
に
お
け
る
紛
争
は
小
ラ
ン
ト
に
お
け
る
紛
争
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よ
り
﹆
一
層
危
険
は
大
き
い
。
こ
れ
こ
そ
が
﹆
こ
の
問
題
に
お
け
る
本
質
的
事
柄

0

0

0

0

0

だ
と
私
に
は
思
わ
れ
る
︵S.290

傍
点
引
用

者
︶。

つ
ま
り
第
48
条
第
2
項
の
﹁
要
件
﹂
に
つ
い
て
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
結
論
を
端
的
に
言
う
な
ら
ば
﹆

事
実
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

こ
そ
が
﹆
こ
こ
で
は
要
件

0

0

で
あ
る
︵D

as Faktische ist hier Voraussetzung

︶﹆
ち
ょ
う
ど
﹆
必
要
性
が
問

題
で
あ
る
場
合
に
は
﹆
そ
の
効
果
の
み
が
決
定
的
な
観
点
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
︵S.291

傍
点
引
用
者
︶﹆

と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。

後
半
で
は
﹆
法
的
濫
用

0

0

0

0

︵R
echtsm

ißbrauch

︶
の
議
論
︵S.291

強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶
の
無
意
味
さ
が
論
じ
ら
れ
る
。
法
的
濫
用
の
議

論
﹆
す
な
わ
ち
﹆
権
限
が
政
治
的
裁
量
に
任
さ
れ
る
部
分
が
大
き
く
﹆
強
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
﹆
こ
の
権
限
は
濫
用
さ
れ
や
す
く
な
る
﹆
簡

単
に
濫
用
さ
れ
う
る
た
め
に
﹆
そ
の
権
限
に
は
限
界
を
設
け
る
べ
き
だ
﹆
と
い
う
議
論
は
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
誤
り
だ
﹆
と
い
う
。
な

ぜ
な
ら
﹆
こ
の
議
論
は
証
明
力
を
持
た
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

︵das keinerlei B
ew

eiskraft

︶
か
ら
だ
︵
傍
点
引
用
者
︶
と
い
う
。

こ
の
件
の
明
確
化
の
た
め
に
は
﹆
ア
メ
リ
カ
の
最
高
裁
判
所
に
よ
る
連
邦
大
統
領
の
非
常
権
限
を
め
ぐ
る
一
八
七
七
年
の
判
決
へ
の
言
及

が
必
要
だ
と
し
て
﹆
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
の
は
﹆﹁
大
統
領
の
非
常
権
限
は
巨
大
な
権
限
で
あ
り
﹆
濫
用
の
可
能
性
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
﹆
そ
の
権
限
が
具
体
的
に
濫
用
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
証
拠
は
存
在
し
な
い
﹂
と
い
う
判
断
だ
︵S.291

︶﹆
と
い
う
。
か
つ
て
法
的

濫
用
の
危
険
性
が
存
在
し
た
﹆
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性
が
存
在
す
る
と
い
う
主
張
は
﹆
具
体
的
事
例
に
お
い
て
法
的
濫
用
が
存
在
し
た
こ
と

の
証
明
に
は
な
ら
な
い
﹆
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
主
張
す
る
。
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2
．
ヘ
ラ
ー
：

（21）  V
II. S.292

︱294.
上
記
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
発
言
に
続
い
て
﹆
政
府
側
代
理
人
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
が
補
足
発
言
を
行
い
﹆
裁
判
長
か
ら
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
に
対
し

て
表
現
を
め
ぐ
る
短
い
注
意
が
さ
れ
る
と
﹆
待
ち
か
ね
た
よ
う
に
そ
の
す
ぐ
後
に
ヘ
ラ
ー
が
発
言

（21）
を
始
め
る
。
こ
こ
で
の
ヘ
ラ
ー
の
主

眼
は
﹆
先
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
発
言
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
﹆
三
つ
の
観
点
か
ら
論
及
さ
れ
る
。

第
一
に
﹆
ヘ
ラ
ー
は
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
論
証
し
た
こ
と
は
争
わ
な
い
﹆
ま
た
﹆
わ
れ
わ
れ
の
主
張
し
た
こ
と
を
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
全
く
論

じ
な
か
っ
た
﹆
と
切
り
出
し
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
が
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
グ
よ
り
大
き
い
こ
と
﹆
そ
し
て
よ
り
多
く
の
保
安
警
察
を
持
っ
て
い
る
こ
と⎠35
⎝

も
争
わ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
主
張
し
て
い
る
の
は
﹆
こ
の
不
平
等
か
つ
不
当
な
扱
い
の
中
に
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
の
干
渉
に
つ

い
て
の
﹆
憲
法
に
合
致
し
な
い
動
機

0

0

の
徴
候

0

0

を
見
て
い
る
﹆
と
い
う
点
に
あ
る
︵S.293

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
述
べ
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
が
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
グ
よ
り
危
険
だ
と
い
う
な
ら
ば
﹆
そ
う
し
た
危
険
が
ど
こ
に
存
在
し
た
の
か
﹆
と

い
う
点
こ
そ
証
明
さ
れ
る
べ
き
だ
と
ヘ
ラ
ー
は
指
摘
す
る
。
ま
た
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
が
﹆
共
産
主
義
者
に
よ
り
壟
断
さ
れ
た
官
僚
組
織

を
持
つ
大
ラ
ン
ト
に
対
し
て
何
ら
か
の
処
置
を
な
さ
ね
ば
な
ら
ず
﹆
そ
れ
に
対
し
て
﹆
無
害
な
小
さ
な
ク
ラ
ブ
に
対
し
て
は
何
ら
の
処

置
も
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
﹆
誰
も
疑
問
な
ど
持
た
な
い
の
は
自
明
の
こ
と
だ
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
示
し
た
非
現
実
的
な
対
比

0

0

0

0

0

0

0

︵irreale 

G
egenüberstellungen

︶
や
空
想
に
富
む
物
語

0

0

0

0

0

0

0

︵phantasievollen E
rzählungen

︶
は
﹆
一
体
本
件
に
ど
う
関
係
す
る
と
い
う
の
か
︵
傍

点
引
用
者
︶。
明
ら
か
に
全
く
関
係
な
い
！　

む
し
ろ
﹆
そ
も
そ
も
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
が
共
産
主
義
的
に
な
る
危
険
を
も
た
ら
す
態
度
と
は
一

体
ど
こ
に
存
在
す
る
の
か
﹆
と
い
う
点
こ
そ
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︵S.293

︶﹆
と
主
張
す
る
。

第
二
に
﹆
第
48
条
第
2
項
に
つ
い
て
強
調
さ
れ
る
べ
き
点
は
﹆
秩
序
と
平
穏
に
対
す
る
通
常
の
警
察
的
撹
乱
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
く
﹆
極
め
て
重
大
な
撹
乱
﹆
す
な
わ
ち
﹆
そ
の
撹
乱
に
対
し
て
ラ
ン
ト
が
処
理
し
き
る
こ
と
が
で
き
ず
﹆
あ
る
い
は
﹆
処
理
し
よ
う
と
す
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る
意
欲
す
ら
持
て
な
い
た
め
﹆
ラ
イ
ヒ
が
そ
れ
に
介
入
す
る
こ
と
を
強
い
る
程
に
﹆
重
大
な
撹
乱
で
あ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
点
だ
。
そ

れ
ゆ
え
一
九
一
四
年
以
来
﹆
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
恒
常
的
に
起
き
て
い
る
程
度
の
撹
乱
で
は
﹆
充
分
で
は
な
く
﹆
何
ら
か
通
常
の
も
の
で
な

い
よ
う
な
撹
乱
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
﹆
他
の
ど
こ
と
比
べ
て
も
よ
り
大
き
い
撹
乱
は
な
か
っ
た
の
で
あ

り
﹆
む
し
ろ
﹆
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
設
置
以
降
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
撹
乱
は
重
大
な
も
の
と
な
っ
た
﹆
と
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
﹆
裁
量

0

0

の
濫
用
の
徴
候

0

0

0

0

0

0

と
し
て
﹆
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
平
等
原
則
の
侵
害
は
重
要
な
の
だ
︵S.293

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
主
張
す
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
批
判
の
第
三
の
点
に
つ
い
て
﹆
ヘ
ラ
ー
は
﹆
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
主
張
を
言
葉
通
り
に
と
れ
ば
﹆
ラ
ン

ト
は
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
そ
の
権
利
は
小
さ
く
な
り
﹆
ラ
ン
ト
が
小
さ
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
そ
の
権
利
は
大
き
く
な
る
﹆
と
い
う
こ
と

の
よ
う
だ
﹆
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
グ
に
は
ほ
と
ん
ど
全
て
の
こ
と
が
許
さ
れ
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
に
は
全
く
何
も
許
さ
れ
な
い
﹆
こ
れ
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト

の
引
き
出
し
た
最
終
的
な
結
論
だ
﹆
と
。
し
か
し
客
観
的
な
危
険
の
状
況
に
つ
い
て
も
語
る
べ
き
だ
。
プ
ロ
イ
セ
ン
が
大
き
け
れ
ば
﹆
平
穏

と
秩
序
の
た
め
に
大
き
な
権
力
手
段
を
持
ち
﹆
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
グ
が
小
さ
け
れ
ば
小
さ
な
権
力
手
段
を
持
て
ば
い
い
だ
け
の
こ
と
﹆
だ
が
﹆

そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
﹆
平
穏
と
秩
序
の
確
保
に
対
す
る
優
れ
た
意
思

0

0

︵der gute W
ille

︶
は
よ
り
大
き
い
だ
ろ
う
か
﹆
こ
の
点
こ
そ
が

問
題
だ
︵
傍
点
引
用
者
︶﹆
と
い
う
。
そ
こ
で
﹆
ゼ
ー
ベ
リ
ン
グ
の
﹃
前
進
﹄
誌
へ
の
祝
賀
論
文
や
選
挙
演
説
で
の
表
現
と
﹆
レ
ー
バ
ー
大

臣
の
農
民
に
対
し
て
﹆
蜂
起
に
訴
え
よ
﹆
と
要
求
し
た
演
説
と
を
比
べ
れ
ば
﹆
同
レ
ベ
ル
に
並
べ
る
こ
と
す
ら
不
可
能
な
ほ
ど
﹆
歴
然
と
し

て
い
る
﹆
と
主
張
す
る
。

以
上
の
点
か
ら
﹆﹁
比
例
性
の
原
則
の
違
反
﹂︵die Verletzung des Prinzips der Verhältnism

äßigkeit

︶﹆
な
ら
び
に
﹆﹁
動
機
に
お

け
る
不
適
切
性
﹂︵die U

nsachlichkeit im
 M

otiv

︶
と
が
明
確
に
帰
結
さ
れ
る
︵S.293

︶﹆
と
主
張
す
る
。

さ
ら
に
﹆
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
グ
に
は
民
族
社
会
主
義
者
の
大
臣
が
い
た
た
め
に
干
渉
さ
れ
ず
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
に
は
社
会
民
主
主
義
者
の
大
臣

が
い
た
か
ら
干
渉
が
行
わ
れ
た
の
は
﹆
全
く
の
偶
然
だ
と
で
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
言
う
の
だ
ろ
う
か
﹆
と
反
問
し
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
代
理
人
自
身

が
﹆
既
に
﹆
政
党
政
治
的
な
動
機

0

0

0

0

0

0

0

0

が
決
定
的
だ
っ
た
と
認
め
て
い
る
の
だ
︵S.294

︶﹆
と
言
い
放
つ
。
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次
に
﹆
矛
先
を
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
へ
と
向
け
て
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
は
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
の
民
族
社
会
主
義
者
に
対
す
る
一
方
的
な
取
り
扱

い
が
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
に
対
す
る
処
置
を
動
機
づ
け
た
と
説
明
し
た
が
﹆
し
か
し
も
と
も
と
は
﹆
民
族
社
会
主
義
者
へ
の
突
撃
隊
禁
止
と
い

う
取
り
扱
い
を
命
じ
た
の
は
ラ
イ
ヒ
大
統
領
で
あ
り
﹆
一
九
三
二
年
四
月
一
三
日
の
声
明
に
発
し
て
い
る
﹆
そ
の
大
統
領
に
助
言
し
た
の
は

ラ
イ
ヒ
政
府
だ
﹆
と
指
摘
す
る
。
民
族
社
会
主
義
者
へ
の
一
方
的
な
取
り
扱
い
を
ま
ず
提
起
し
た
の
も
﹆
そ
し
て
そ
の
後
﹆
突
然
そ
の
手

綱
を
緩
め
る
こ
と
を
プ
ロ
イ
セ
ン
の
警
察
組
織
に
求
め
た
の
も
﹆
ラ
イ
ヒ
で
あ
り
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
で
あ
り
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
だ
っ
た
の
だ

︵S.294

︶﹆
こ
う
ヘ
ラ
ー
は
締
め
く
く
る
。

3
．
ヘ
ラ
ー
：

（22）  V
II. S.297

︱298,  

（23）  V
II. S.298,  

（24）  V
II. S.298

︱299,  

（25）  V
II. S.300.

こ
れ
ら
の
四
回
の
短
い
発
言
は
﹆
ヘ
ラ
ー
の
第
Ⅶ
章
で
の
一
回
目
の
発
言

（21）
の
後
に
﹆
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
に
よ
っ
て
読
み
上
げ
ら
れ
た

ラ
イ
ヒ
内
務
大
臣
フ
ラ
イ
ヘ
ル
・
フ
ォ
ン
・
ゲ
ー
ル
︵Freiherr von G

ayl

︶
の
﹁
陳
述
書
﹂︵S.296

︶
に
関
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
﹆
こ
こ
で
は
ヘ
ラ
ー
の
四
回
の
発
言
の
要
点
の
叙
述
に
入
る
前
に
﹆
ゲ
ー
ル
に
よ
る
﹁
陳
述
書
﹂
が
法
廷
に
提
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯

に
つ
い
て
簡
単
に
言
及
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

ゲ
ー
ル
の
﹁
陳
述
書
﹂
が
読
み
上
げ
ら
れ
た
の
は
﹆
審
理
日
四
日
目
の
一
三
日
木
曜
日
夕
方
だ
が
﹆
そ
の
前
日
一
二
日
水
曜
日
﹆
ゼ
ー
ベ

リ
ン
グ
の
﹁
陳
述
書
﹂︵S.221

︱222

︶
が
ブ
レ
ヒ
ト
に
よ
っ
て
読
み
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
ゲ
ー
ル
の
﹁
陳
述
書
﹂
は
﹆
こ
れ
に
応
じ
て
急

遽
ラ
イ
ヒ
側
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
も
の
だ
が
﹆
双
方
の
﹁
陳
述
書
﹂
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
﹆
六
月
半
ば
に
持
た
れ
た
﹆
ラ
イ

ヒ
と
プ
ロ
イ
セ
ン
双
方
の
内
務
大
臣
に
よ
る
会
談
﹆
ゲ
ー
ル
＝
ゼ
ー
ベ
リ
ン
グ
会
談
に
お
い
て
何
が
語
ら
れ
た
の
か
﹆
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
六
月
会
談
の
経
過
の
確
認
が
法
廷
の
焦
点
に
浮
上
し
た
の
は
﹆
そ
の
会
談
で
﹆
ゼ
ー
ベ
リ
ン
グ
自
ら
が
﹆
こ
の
度
の
よ
う
な
プ
ロ
イ
セ
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ン
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
設
置
を
求
め
た

0

0

0

﹆
し
た
が
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
側
か
ら
の
事
前
の
了
解
が
存
在
し
た
の
も
同
然
だ
﹆
と

ラ
イ
ヒ
政
府
代
理
人
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
が
主
張
し
た
こ
と
に
発
す
る
。

ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
が
ゲ
ー
ル
の
﹁
陳
述
書
﹂
を
読
み
上
げ
る
と
﹆
ブ
ム
ケ
は
﹆
こ
の
詳
細
な
陳
述
に
よ
り
多
く
の
議
論
を
省
略
で
き
る
だ

ろ
う
﹆
と
述
べ
る
。
な
ぜ
な
ら
﹆
第
一
に
﹆
ラ
イ
ヒ
と
最
大
の
ラ
ン
ト
の
国
家
的
権
力
手
段
を
集
中
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
よ
う
な
時
が

来
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
に
﹆
ゼ
ー
ベ
リ
ン
グ
と
ゲ
ー
ル
と
が
言
及
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
﹆
と
以
前
自
分
︵
ブ
ム
ケ
︶
は
尋

ね
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
﹆﹁
そ
う
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
﹂
と
い
う
こ
と
が
こ
の
二
つ
の
陳
述
か
ら
明
確
に
な
っ
た
﹆
二
つ
の
﹁
陳
述
書
﹂
の

間
に
認
め
ら
れ
る
一
定
の
ズ
レ
は
﹆
両
者
が
異
な
る
考
え
方
と
前
提
か
ら
出
発
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
が
﹆﹁
わ
れ
わ
れ
の
判
決
に
と
っ
て

重
要
性
を
持
ち
う
る
限
り
で
は
﹆
全
て
が
明
確
に
な
っ
た
と
確
信
す
る
﹂︵S.297

︶
と
ブ
ム
ケ
は
述
べ
る
。
第
二
に
﹆
ブ
ム
ケ
は
﹆
問
題
の

政
治
的

0

0

0

側
面
に
か
か
わ
る
こ
と
は
﹆
わ
れ
わ
れ
は
語
り
え
な
い
の
で
あ
り
﹆
法
的

0

0

に
は
﹆
こ
の
中
か
ら
議
論
の
対
象
と
す
べ
き
も
の
を
認
め

な
い
︵
傍
点
引
用
者
︶。
文
書
に
よ
る
陳
述
は
﹆
口
頭
陳
述
が
与
え
る
の
と
同
様
の
点
に
ま
で
わ
れ
わ
れ
を
導
い
た
と
確
信
す
る
﹆
事
柄
は

私
に
と
っ
て
今
や
充
分
明
確
だ
︵S.297

︶﹆
と
発
言
し
﹆
こ
れ
ら
二
つ
の
﹁
陳
述
書
﹂
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
検
討
を
打
ち
切

る
意
志
を
表
明
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て

（22）
で
ヘ
ラ
ー
は
言
う
。
ゲ
ー
ル
の
陳
述
書
が
﹆
法
的
に
は
重
要
性
を
持
た
な
い
と
い
う
裁
判
長
の
見
解
に
は
﹆
同
意
し

か
ね
る
。
そ
れ
は
法
的
に
も
非
常
に
大
き
な
重
要
性
を
持
つ
。
な
ぜ
な
ら
﹆
こ
こ
に
は
ゲ
ー
ル
大
臣
の
主
観
的
見
解
が
明
確
に
表
明
さ
れ
て

お
り
﹆
そ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
﹆
ゼ
ー
ベ
リ
ン
グ
大
臣
の
言
動
の
中
に
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
の
脅
迫
的
な
態
度
を
予
期
す
る
こ
と
が
﹆
い
か
に
不

可
能
で
あ
る
か
が
明
確
に
示
さ
れ
て
お
り
﹆［
ゲ
ー
ル
の
見
解
に
示
さ
れ
た
］
ラ
イ
ヒ
政
府
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
﹆
何
ら
か
の
危
険
が
迫
っ

0

0

0

0

0

て
い
る

0

0

0

と
認
識
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
︵S.297

強
調
へ
ラ
ー
︶。
そ
こ
で
﹆
た
だ
ち
に
﹆［
ゲ
ー
ル
大
臣
は
］
達
成
さ
れ
る
べ
き
事
柄

を
討
議
と
い
う
方
法

0

0

0

0

0

0

0

で
達
成
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
︵S.298

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
ヘ
ラ
ー
は
述
べ
る
。



138

し
か
し
ブ
ム
ケ
は
﹆
依
然
と
し
て
﹆
二
つ
の
﹁
陳
述
書
﹂
に
よ
っ
て
﹆
こ
の
議
論
の
継
続
は
不
要
と
な
っ
た
と
の
見
解
を
繰
り
返
し
述
べ

る
︵S.298, S.300

︶。

ヘ
ラ
ー
は
﹆
あ
く
ま
で
ゲ
ー
ル
の
﹁
陳
述
書
﹂
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
問
題
の
審
理
を
求
め
﹆
こ
の
問
題
は
簡
単
に
放
棄
し
え
な
い
重
大

な
意
味
を
持
つ
﹆
と
食
い
下
が
り
﹆
ゲ
ー
ル
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
見
解
が
ラ
イ
ヒ
政
府
の
立
場
で
も
あ
る
と
し
た
ら
﹆
以
下
の
点
は
全
く

理
解
し
え
な
い
矛
盾
を
突
き
つ
け
る
こ
と
に
な
る
﹆
と
主
張
す
る
。
ヘ
ラ
ー
の
繰
り
返
さ
れ
た
発
言

（24） 

（25）
を
要
約
す
れ
ば
﹆
以
下
の
よ
う

に
な
ろ
う
。

二
人
の
陳
述
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
﹆
警
察
権
力
の
責
任
者
で
あ
る
ゼ
ー
ベ
リ
ン
グ
と
ゲ
ー
ル
と
が
﹆
会
談
に
お
い
て
﹆
現
状
と
今
後
の

方
策
に
つ
い
て
の
見
解
の
一
致

0

0

0

0

0

を
大
筋
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
程
度
に
﹆
安
全
と
秩
序
へ
の
撹
乱
問
題
を
直
接
討
議
し
合
え
る

信
頼
関
係
が
﹆
現
に
存
在
し
て
い
た
し
﹆
双
方
と
も
に
そ
れ
を
認
識
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
し
﹆
今
ゲ
ー
ル
の
﹁
陳
述
書
﹂
に
お

い
て
我
々
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
見
解
を
ラ
イ
ヒ
政
府
が
持
っ
て
い
た
の
な
ら
﹆
ど
の
よ
う
に
し
て
ラ
イ
ヒ
政
府
は
﹆
と
て
つ
も
な
い
危
険
が

迫
り
つ
つ
あ
っ
た
と
﹆
同
時
に
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
﹆
ま
た
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
に
捕
ら
わ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
心
配
を
人
々
が

抱
く
よ
う
な
﹆
そ
れ
ほ
ど
に
大
き
な
危
険
を
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
は
い
か
な
る
義
務
を
侵
害
し
［
て
も
た
ら
し
］
た
と
﹆
同
時
に
主
張
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ラ
イ
ヒ
政
府
の
本
件
に
関
す
る
主
張
と
ゲ
ー
ル
の
見
解
と
は
ど
の
よ
う
に
一
致
さ
せ
う
る
の
か
︵
以
上
﹆
発
言

（24）
︶。

さ
ら
に
﹆
ゼ
ー
ベ
リ
ン
グ
は
会
談
の
場
で
は
自
ら
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
設
置
を
求
め
た

0

0

0

に
も
か
か
わ
ら
ず
﹆
そ
の
後
の
実
際
の
行
動
に
お
い
て

は
﹆
そ
の
要
望
を
た
だ
内
心
に
留
め
﹆
逆
の
行
動
［
ゲ
ー
ル
が
ゼ
ー
ベ
リ
ン
グ
の
見
解
と
み
な
し
て
い
た
の
と
は
逆
の
行
動
］
を
と
っ
て

い
た
か
ら
﹆
ゼ
ー
ベ
リ
ン
グ
は
信
用
で
き
な
い
と
い
う
ラ
イ
ヒ
側
の
主
張
が
正
し
い
と
﹆
も
し
仮
定
す
れ
ば
﹆
な
ぜ
﹆
水
曜
日
［
審
理
日
三

日
目
﹆
一
〇
月
一
二
日
］
の
ゼ
ー
ベ
リ
ン
グ
の
﹁
陳
述
書
﹂
に
お
い
て
﹆
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
設
置
を
ラ
イ
ヒ
側
に
求
め
る

0

0

0

程
に
ま
で
危
険
が
目
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前
に
迫
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
［
持
っ
て
い
た
こ
と
を
］
ゼ
ー
ベ
リ
ン
グ
は
示
さ
な
か
っ
た
の
か
﹆
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
︵
傍
点
引
用

者
︶。
こ
れ
ら
の
点
は
﹆
依
然
﹆
解
明
さ
れ
て
い
な
い
﹆
と
ヘ
ラ
ー
は
主
張
す
る
︵
以
上
﹆
発
言

（25）
︶。

ヘ
ラ
ー
の
み
な
ら
ず
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
側
の
ブ
レ
ヒ
ト
﹆
バ
ー
ド
も
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
側
の
主
張
と
ゲ
ー
ル
の
見
解
の
間
の
食
い
違
い
の
重

要
性
を
指
摘
し
て
﹆
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
審
議
継
続
を
要
望
す
る
が
﹆
そ
れ
ら
全
て
を
遮
っ
て
裁
判
長
は
こ
の
件
を
打
ち
切
り
﹆
第
2
項
の

﹁
権
限
﹂
問
題
の
審
理
の
開
始
を
宣
言
す
る
︵S.301

︶。

4
．
小
括

第
Ⅶ
章
第
48
条
第
2
項
の
﹁
要
件
﹂
を
め
ぐ
る
攻
防
は
﹆
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
目
の
局
面
は
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
対
ヘ
ラ
ー
の
真
っ
向

か
ら
の
対
決
で
あ
り
﹆
二
つ
目
の
局
面
は
﹆
ゲ
ー
ル
の
﹁
陳
述
書
﹂
の
重
要
性
を
め
ぐ
る
﹆
ヘ
ラ
ー
の
ブ
ム
ケ
に
向
け
ら
れ
た
主
張
で
あ

る
。ま

ず
﹆
第
一
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
対
ヘ
ラ
ー
の
対
決
の
局
面
に
お
け
る
争
点
は
﹆﹁
平
等
原
則
﹂
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆

大
小
多
く
の
ラ
ン
ト
を
同
一
に
扱
う
﹆
あ
る
い
は
﹆
政
治
的
権
力
手
段
の
規
模
が
異
な
る
諸
党
派
を
同
一
に
扱
う
と
い
う
﹁
平
等
原
則

0

0

0

0

﹂
の0

固
守

0

0

は
﹆﹁
客
観
的
政
治
状
況

0

0

0

0

0

0

0

﹂
が
何
か
と
い
う
唯
一
の
本
質
的
問
題

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
見
失
わ
せ
判
断
を
誤
ら
せ
る
﹆
と
し
て
﹆
政
治
的
な
危
機
状
況
の

下
で
の
﹁
平
等
原
則
﹂
の
追
求
を
批
判
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ヘ
ラ
ー
が
主
張
す
る
の
は
﹆﹁
平
等
原
則
﹂
の
破
棄
そ
の
も
の
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
﹆
七
月
二
〇
日
の
ラ
イ

ヒ
政
府
の
﹁
介
入
﹂
に
お
け
る
﹁
平
等
原
則
﹂
の
遵
守
の
あ
か
ら
さ
ま
な
否
定
の
中
に
﹆﹁
憲
法
に
合
致
し
な
い
動
機

0

0

﹂
の
徴
候

0

0

が
認
め
ら

れ
る
限
り
に
お
い
て
﹆﹁
平
等
原
則
﹂
の
逸
脱
が
問
題
だ
﹆
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
も
﹆
ヘ
ラ
ー
の
主
要
問
題
は
﹆﹁
動
機
﹂
の

解
明
に
あ
る
。
そ
こ
で
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
に
対
し
て
だ
け

0

0

第
48
条
第
2
項
が
適
用
さ
れ
る
︵
第
2
項
適
用
の
際
﹆
単
な
る
警
察
的
撹
乱
で
は
不
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足
で
あ
り
極
め
て
重
大
な
撹
乱
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
︶
と
い
う
﹆﹁
平
等
原
則
﹂
が
公
然
と
否
定
さ
れ
る
ほ
ど
の
﹁
客
観
的
な
危
険
﹂

は
一
体
ど
こ
に
認
め
ら
れ
る
の
か
﹆
を
問
題
と
す
る
。

し
か
し
こ
れ
に
対
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
見
解
は
﹆
事
実
に
即
し
た

0

0

0

0

0

0

﹁
客
観
的
危
険
﹂
の
認
識
の
提
示
に
は
な
く
﹆
問
題
は
﹆
第
2
項
に
基

づ
く
﹁
介
入
﹂
を
可
能
と
す
る
ほ
ど
の
﹁
客
観
的
危
険
﹂
の
範
囲
と
大
き
さ
を
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
と
ラ
ン
ト
政
府
と
が
ど
う
認
識
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆
ど
う

0

0

考
量
す
る
か

0

0

0

0

0

﹆
に
帰
す
る
﹆
そ
こ
に
第
2
項
の
﹁
要
件
﹂
の
本
質
が
あ
る
﹆
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

第
Ⅶ
章
の
第
二
の
局
面
﹆
ゲ
ー
ル
の
陳
述
書
か
ら
判
明
し
た
問
題
を
突
く
ヘ
ラ
ー
の
追
及
の
狙
い
は
﹆
以
下
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
﹆

ゲ
ー
ル
見
解
か
ら
出
発
す
れ
ば
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
が
主
張
す
る
こ
の
度
の
措
置
の
必
要
性
の
根
拠
は
失
わ
れ
る
﹆
と
い
う
点
で
あ
り
﹆
ヘ
ラ
ー

は
﹆
ゲ
ー
ル
見
解
に
示
さ
れ
た
前
提
と
ラ
イ
ヒ
政
府
の
公
式
表
明
と
の
不
一
致
を
突
く
こ
と
に
よ
っ
て
﹆
ラ
イ
ヒ
の
﹁
介
入
﹂
の
表
向
き
の

正
当
化
根
拠
を
崩
す
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
可
能
性
を
追
求
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
効
を
奏
す
れ
ば
﹆
表
向
き
の
理
由
の

陰
に
隠
さ
れ
た
﹁
真
の
動
機
﹂
こ
そ
を
問
題
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
途
は
ブ
ム
ケ
の
﹁
却
下
﹂
に
よ
り
閉
ざ
さ

れ
﹆
い
と
も
容
易
く
挫
折
し
た
の
で
あ
る
。

第
6
節　

第
Ⅷ
章
﹁
第
48
条
第
2
項
の
諸
権
限
﹂︵S.301

︱365

︶
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー

第
2
項
の
﹁
要
件
﹂
問
題
︵
第
Ⅶ
章
︶
に
引
き
続
き
﹆
第
2
項
の
﹁
権
限
﹂
問
題
︵
第
Ⅷ
章
︶
の
審
理
が
﹆
審
理
日
四
日
目
の
一
三
日
木

曜
日
に
始
め
ら
れ
た
が
﹆
そ
れ
は
既
に
夜
七
時
近
く
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
。
ま
ず
﹆
こ
の
問
題
に
つ
い
て

ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
が
ま
と
ま
っ
た
発
言
を
行
い
﹆
一
三
日
は
七
時
半
に
閉
廷
﹆
そ
し
て
﹆
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
主
要
な
議
論
は
審
理
日
五
日
目

に
当
た
る
翌
一
四
日
金
曜
日
の
午
前
﹆
午
後
に
わ
た
っ
て
引
き
続
き
行
わ
れ
た
。
第
Ⅷ
章
で
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
﹆
ヘ
ラ
ー
の
発
言
は
と
も
に
二
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回
ず
つ
見
ら
れ
る
が
﹆
い
ず
れ
も
一
四
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。

1
．
シ
ュ
ミ
ッ
ト
：

（5）  V
III. S.311

︱322.

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
第
2
項
﹁
権
限
﹂
問
題
に
つ
い
て
の
一
回
目
の
発
言
は
﹆
一
四
日
金
曜
日
の
朝
九
時
半
の
審
理
開
始
と
同
時
に
﹆
こ
の
日

の
第
一
発
言
者
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
﹆
約
一
時
間
に
及
ぶ
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
全
七
回
の
発
言
の
中
で
一
番
長
い
弁
論
⎠
36
⎝

で
あ
る
。
こ
の
中

で
﹆
お
お
よ
そ
四
つ
の
観
点
か
ら
弁
論
が
行
わ
れ
た
。

第
一
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
取
り
組
む
問
題
は
﹆
前
日
の
夜
﹆
第
2
項
﹁
権
限
﹂
問
題
の
審
理
の
冒
頭
で
な
さ
れ
た
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
問
題
提

起
︵S.301

︱307

︶
に
発
す
る
﹆
第
48
条
第
2
項
に
基
づ
く
﹁［
独
裁
］
権
限
の
限
界

0

0

﹂︵S.311

強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶
と
い
う
問
題
で
あ
り
﹆

こ
の
問
題
に
つ
い
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆
ま
ず
﹆﹁
独
裁
の
本
質
﹂
と
し
て
の
例
外
性

0

0

0

を
強
調
す
る
︵
傍
点
引
用
者
︶。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
が
﹆﹁
独
裁
権
限
の
限
界

0

0

﹂
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
と
し
て
﹆
裁
量
概
念
の
本
来
の
意
味
に
は
﹆
必

要
性
﹆
比
例
性
﹆
補
充
性
﹆
そ
し
て
暫
定
性
の
概
念
が
結
び
つ
い
て
い
る
と
指
摘
し
た
点
に
言
及
し
﹆
こ
れ
に
対
し
て
﹆﹁
授
権
と
裁
量

︵E
rm

ächtigung und E
rm

essen

︶
と
が
﹆
他
の
場
合
に
は
決
し
て
現
れ
て
こ
な
い
よ
う
な
方
法
で
関
係
し
て
く
る
と
い
う
点
に
﹆
独
裁

0

0

の
本
質

0

0

0

﹆
そ
し
て
﹆
国
法
学
上
﹆
国
家
学
上
の
独
裁
の
定
義
は
あ
る
﹂︵
傍
点
引
用
者
︶
と
反
論
す
る
。

こ
れ
は
専
門
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
独
裁
の
例
外
性

0

0

0

︵das A
ußerordentliche der D

iktatur

︶
と
い
う
こ
と
﹆
す
な
わ
ち
﹆

独
裁
者
が
権
限
を
有
す
る
そ
の
内
容
と
範
囲
と
は
﹆
独
裁
者
の
裁
量
に
よ
っ
て
最
も
広
範
な
程
度
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
﹆
そ
の
理
由
は
﹆
独
裁
が
ま
さ
に
こ
う
し
た
例
外
的
で
予
見
不
可
能
な
状
況
︵dieser außerordentlichen, 

unvorhersehbaren Sachlage

︶
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
︵S.311

傍
点
引
用
者
︶。



142

﹁
独
裁
の
本
質
﹂に
関
す
る
独
自
の
根
底
的
見
解
を
示
し
た
う
え
で
﹆前
日
の
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
提
起
し
た﹁
独
裁
権
力︵D

iktaturgew
alt

︶

の
限
界

0

0

﹂
を
め
ぐ
る
議
論
﹆
特
に
﹆
い
わ
ゆ
る
﹁
独
裁
を
制
約
す
る
法
律
の
留
保
﹂︵sogenannte diktaturfeste G

esetzvorbehalte

︶

︵S.312

傍
点
引
用
者
︶
に
対
す
る
反
論
を
試
み
る
。
そ
こ
で
﹆
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
こ
の
点
に
関
す
る
主
張
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
と
な

ろ
う
。

ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
は
﹆
前
日
︵
一
〇
月
一
三
日
木
曜
日
︶
の
夜
﹆
第
2
項
﹁
権
限
﹂
問
題
の
審
理
に
入
る
や
﹆
ま
ず
﹆
第
2
項
の
﹁
独
裁
権

力
﹂
に
つ
い
て
本
質
的
な
点

0

0

0

0

0

は
﹆
独
裁
権
力
に
つ
い
て
も
﹆
第
1
項
の
﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
権
﹂
に
妥
当
す
る
の
と
同
様
の
限
界

0

0

と
法
的
な
制
約

0

0

0

0

0

が
引
か
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
点
だ
と
述
べ
︵
傍
点
引
用
者
︶﹆
同
日
の
午
前
に
ギ
ー
ゼ
が
示
し
た
第
1
項
に
つ
い
て
の
四
つ
の
法
的
限
界
﹆

す
な
わ
ち
﹆
目
的
限
定
性

0

0

0

0

0

︵Zw
eckgebundenheit

︶﹆
比
例
性

0

0

0

︵Verhältnism
äßigkeit

︶﹆
補
充
性

0

0

0

︵Subsidiarität

︶﹆
そ
し
て
暫
定
性

0

0

0

︵Vorläufigkeit

︶
と
い
う
四
つ
の
法
的
な
制
約
が
﹆
そ
の
ま
ま
第
2
項
に
も
妥
当
す
る
と
論
ず
る
︵S.304

強
調
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
︶。

し
か
し
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
こ
こ
で
の
発
言
の
最
重
要
な
点
は
﹆
こ
の
後
に
主
張
さ
れ
た
点
﹆
す
な
わ
ち
﹆
独
裁
権
力
に
は
﹆
こ
こ
に
示

さ
れ
た
四
つ
の
限
界
・
法
的
制
約
の
ほ
か
に

0

0

0

0

﹆
そ
の
背
後
に

0

0

0

0

0

︵
傍
点
引
用
者
︶﹆
さ
ら
に
全
く
一
般
的
な
制
約
﹆
あ
る
い
は
絶
対
的
な

0

0

0

0

制

約
︵
強
調
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
︶
が
あ
る
︵S.305

︶﹆
と
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
で
は
﹆
一
般
的
制
約
と
は
何
か
。
そ
れ
は
﹆
独
裁
権
力

が
緊
急
命
令
に
よ
っ
て
処
置
し
う
る
の
は
﹆
通
常
﹆﹁
一
つ
の
通
常
の
ラ
イ
ヒ
法
律
﹂︵ein einfaches R

eichgesetz

︶
を
必
要
と
し
﹆
か

つ
ま
た
そ
れ
で
充
分
で
あ
る
よ
う
な
事
柄
で
あ
る
﹆
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
﹆
す
な
わ
ち
﹆
こ
れ
を
専
門
的
に
い
え
ば
﹆﹁
独
裁
権
力
の

作
用
領
域
が
対
象
的
に
及
ぶ
の
は
﹆
通
常
の
ラ
イ
ヒ
立
法
に
留
保
さ
れ
て
い
る
全
領
域

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
対
し
て
立
法
と
い
う
形
で
及
ぶ
︵es erstreckt 

sich gegenständlich der W
irkungsbereich der D

iktaturgew
alt rechtsetzend auf das gesam

te Vorbehaltgebiet der einfachen 

R
eichsgesetzgebung.

︶﹂︵
強
調
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
︶
と
い
う
こ
と
で
あ
り
﹆
こ
れ
こ
そ
が
﹆
一
般
的
な
制
約
だ
と
い
う
。
こ
の
こ
と
が
含
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意
す
る
の
は
﹆
独
裁
権
力
は
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
憲
法
上
の
強
行
法
規
定
﹂︵zw

ingende R
eichsvorschriften der R

eichsverfassung

︶
に
よ
っ

て
規
律
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
﹆
つ
ま
り
制
度
を
変
更
﹆
あ
る
い
は
﹆
破
棄
す
る
と
い
っ
た
権
限
を
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
﹆
と
い
う
こ
と
だ

と
い
う
。な

ぜ
な
ら
ば
﹆
通
常
の
ラ
イ
ヒ
法
律
︵das einfache R

eichsgesetz

︶
が
な
し
う
る
こ
と
は
全
て
﹆
独
裁
者
も
な
し
え
る
。

［
し
か
し
］
憲
法
制
定
者
だ
け
し
か
︵nur der Verfassungsgesetzgeber

︶
な
し
え
な
い
こ
と
は
全
て
﹆
独
裁
者
は
な
し
え

な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
︵S.305

︱306

︶。

ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
こ
こ
で
の
主
張
の
要
点
は
﹆
す
な
わ
ち
﹆﹁
通
常
の
ラ
イ
ヒ
法
律
の
立
法
権
力

0

0

0

0

﹂
と
﹁
憲
法
制
定
権
力

0

0

0

0

0

0

﹂
と
を
厳
密
に
区

別
し
た
う
え
で
﹆﹁
独
裁
権
力
﹂
の
及
ぶ
範
囲
は
﹆﹁
通
常
の
ラ
イ
ヒ
法
律
の
立
法
者
の
権
限
領
域
﹂
に
限
定
さ
れ
﹆﹁
憲
法
制
定
権
力
﹂
の

範
囲
に
ま
で
は
及
ば
な
い
﹆
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
﹁
法
律
の
留
保
﹂
が
含
意
す
る
独
裁
権
力
に
対
す
る

0

0

0

0

制
約
性
を
表
現
す
る
た
め

に
︵
傍
点
引
用
者
︶﹆
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
は
﹁
独
裁
権
を
制
約
す
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵
性
質

0

0

︶﹂︵“D
iktaturfestigkeit ”

︶⎠37
⎝

と
い
う
専
門
用
語
︵term

inus 

technicus

︶
の
必
要
性
を
提
起
す
る
︵S.306 

強
調
は
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
︶。

ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
﹆
ラ
イ
ヒ
憲
法
の
中
に
は
﹆
独
裁
者
の
命
令
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
ず
﹆
変
更
さ
れ
な
い
﹆
つ
ま
り
﹁
独
裁
権
を

制
約
す
る
﹂︵diktaturfest

︶﹆
あ
る
い
は
﹁
独
裁
権
制
約
性
を
持
つ
﹂︵m

it D
iktaturfestigkeit

︶
規
定
﹆
条
項
﹆
あ
る
い
は
制
度
が
存
す

る
。
そ
し
て
﹆
明
文
に
よ
っ
て
﹆
あ
る
い
は
﹆
意
味
上
か
ら
暗
黙
の
う
ち
に
﹁
独
裁
権
制
約
性
﹂
を
否
定
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
う
る

ラ
イ
ヒ
憲
法
規
定
は
﹆
全
て
﹁
独
裁
権
制
約
性
﹂
を
持
つ
。
た
と
え
ば
﹆
明
文
を
も
っ
て
暫
定
的
失
効
が
規
定
さ
れ
て
い
る
七
基
本
権
や
﹆

さ
ら
に
﹆暗
黙
の
う
ち
に
﹁
独
裁
権
制
約
性
﹂
が
否
定
さ
れ
て
い
る
第
二
部
の
基
本
権
規
定
は
﹁
独
裁
権
制
約
性
﹂
を
持
た
な
い
︵S.306

︶。

逆
に
﹆
独
裁
者
の
命
令
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
な
い
﹆
す
な
わ
ち
﹆
無
条
件
に
﹆
絶
対
的
に
独
裁
権
を
制
約
す
る
性
格
を
持
つ
憲
法
規
定
の
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重
要
な
例
と
し
て
︵
し
た
が
っ
て
﹆
本
来
﹆﹁
憲
法
制
定
権
力
﹂
に
の
み
委
ね
ら
れ
た
領
域
と
し
て
︶﹆
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
は
﹆
ラ
イ
ヒ
と
ラ
ン

0

0

0

0

0

0

ト
と
の
間
の
権
限
配
分
規
定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

全
体
︵die ganze Zuständigkeitsverteilung zw

ischen R
eich und Ländern

︶
を
指
摘
す
る
︵S.306

傍

点
引
用
者
︶。

ま
ず
﹆
第
6
条
か
ら
第
11
条
に
よ
っ
て
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
の
立
法
高
権
﹂
に
配
分
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
﹆
当
然
﹆
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
ラ

ン
ト
の
立
法
高
権
﹂
に
配
分
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ラ
ン
ト
立
法
高
権
に
留
保

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

さ
れ
て
い
る
も
の
は
﹆
独
裁
権
を
制
約
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

︵
傍
点
引
用

者
︶。な

か
ん
づ
く
諸
ラ
ン
ト
の
憲
法
規
定
の
全
体

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵das gesam
te Verfassungsrecht der Länder

︶
は
﹆
独
裁
権
を
制
約
す
る
︵S.306

強

調
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
︶。
ラ
イ
ヒ
憲
法
第
17
条
が
ラ
ン
ト
憲
法
に
与
え
た
方
向
づ
け
や
規
範
的
な
規
定
は
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
法
律
﹂
に
よ
っ
て
で
は
な

く
﹆﹁
ラ
ン
ト

0

0

0

法
律
﹂﹆﹁
ラ
ン
ト

0

0

0

憲
法
﹂
に
よ
っ
て
﹆
す
な
わ
ち
﹆
ラ
ン
ト
の
法
律
を
制
定
す
る
権
力
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
︵S.306

強
調
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
︶。
こ
の
場
合
﹆﹁
ラ
ン
ト
立
法
権
﹂
の
代
わ
り
に
﹁
ラ
イ
ヒ
立
法
者
﹂
が
﹆
自
ら
立
法
す
る
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
﹆
し
た
が
っ
て
﹆
第
2
項
に
よ
る
立
法
者
と
し
て
の
独
裁
者
に
も
許
さ
れ
な
い
︵S.306

︶
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
﹆
︱︱
こ
こ
で
本
件
に
と
っ
て
の
最
も
重
要
な
論
点
に
到
達
し
た
﹆
と
指
摘
し
つ
つ
︵S.306

︶︱︱

ラ
ン
ト
憲
法
規
定
を
構
成
す
る
こ
と
﹆
特
に
﹆
ラ
ン
ト
議
会
の
招
集
﹆
ラ
ン
ト
政
府
の
設
置
﹆
ラ
ン
ト
議
会
と
ラ
ン
ト
政
府
と
の
関
係
な

ど
を
﹆
い
か
な
る
形
で
あ
れ
構
成
す
る
こ
と
は
﹆
独
裁
権
力
に
対
す
る
絶
対
的
な
制
約

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵eine absolute Schranke der D
iktaturgew

alt

︶

で
あ
り
﹆
独
裁
命
令
権
に
と
っ
て
の
絶
対
的
な
制
約
︵eine absolute Schranke des D

iktaturverordnungsrechts

︶
な
の
で
あ
る
︵S.306

︱307

傍
点
引
用
者
︶。
つ
ま
り
﹆
こ
れ
ら
の
ラ
ン
ト
憲
法
を
構
成
す
る
行
為
は
﹆
ラ
イ
ヒ
の
管
轄
領
域
外0

で
あ
り
﹆
し
た
が
っ
て
﹆
独
裁

権
力
も
こ
れ
ら
に
干
渉
す
る
可
能
性
を
持
た
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
だ
け
で
も
﹆
第
2
項
に
基
づ
い
て
﹆
独
裁
者
に
よ
っ
て
﹆
ラ
ン
ト
政

府
が
設
置
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

確
か
に
第
17
条
は
﹆
誰
が
ラ
ン
ト
政
府
を
指
名
し
﹆
任
命
す
る
の
か
を
規
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
う
し
た
任
命
が
﹆﹁
ラ
ン
ト

0

0

0

高
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権
﹂
の
み
の
な
し
う
る
行
為
で
あ
り
﹆
決
し
て
﹁
ラ
イ
ヒ
高
権
﹂
の
な
し
う
る
行
為
で
は
あ
り
え
な
い
﹆
と
い
う
の
は
自
明
だ
と
い
う
。
ラ

イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
が
﹆
公
共
の
安
全
と
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
﹆
第
2
項
に
よ
っ
て
﹆
非
常
に
広
範
な
機
能
を
委
譲
さ
れ
る
と
し

て
も
﹆
だ
か
ら
と
い
っ
て
﹆
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
が
厳
密
な
意
味
で
の
ラ
ン
ト
政
府
に
な
り
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
第
1

項
に
基
づ
い
て
す
ら
﹆
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
は
ラ
ン
ト
政
府
に
な
り
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
せ
い
ぜ
い
﹆
執
行
に
よ
っ
て
︵quoad 

exercitium

︶﹆
ラ
ン
ト
政
府
の
一
定
の
権
限
の
行
使
が
委
譲
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
し
て
や
第
2
項
に
基
づ
い
て
は
﹆
な
お
さ
ら
で
き

な
い
。

結
論
と
し
て
﹆
第
2
項
に
基
づ
く
大
統
領
権
限
は
非
常
に
大
き
い
が
﹆
し
か
し
﹆
独
裁
権
を
制
約
す
る
制
度
を
無
効
と
し
た
り
﹆［
憲
法

を
］
破
棄
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
に
ま
で
及
ぶ
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
﹆
第
2
項
に
基
づ
く
大
統
領
権
限
は
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
に
よ
っ

て
﹆
あ
る
い
は
そ
の
委
任
の
も
と
で
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
が
﹆
ラ
ン
ト
政
府
で
あ
る
と
説
明
さ
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る
ほ
ど
に
ま
で
広
く
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
︵S.307

強
調
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
︶。
以
上
が
﹆
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
提
起
し
た
﹁
独
裁
権
を
制
約
す
る

法
律
の
留
保
﹂
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
提
起
す
る
﹁
法
律
の
留
保
﹂︵G

esetzvorbehalt

︶﹆
あ
る
い
は
﹆﹁
独
裁
権
を
制
約

す
る
法
律
の
留
保
﹂︵diktaturfeste G

esetzvorbehalt

︶
と
い
う
見
解
に
よ
れ
ば
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
大
統
領
は
﹆
通
常
の
立
法
者
が
な
し
う
る
こ

と
全
て
を
な
し
う
る
﹆［
し
か
し
］
独
裁
権
制
約
性
［
を
持
つ
規
定
］
の
中
に
は
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
限
界
が
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
﹆

し
か
し
そ
れ
で
は
﹆
ラ
イ
ヒ
憲
法
が
語
る
法
律
の
ど
れ
が
独
裁
者
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
﹆
ど
れ
が
独
裁
権
を
制
約
す
る
も
の
と
な
る
の
か
﹆

と
い
う
点
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
﹆
納
得
が
い
か
な
い
︵S.312

︶
と
い
う
。

そ
こ
で
﹆
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
以
上
の
よ
う
な
﹁
独
裁
権
の
制
約

0

0

﹂
に
つ
い
て
の
立
論
に
対
抗
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
持
ち
出
す
の
は
﹆﹁
独0

立
の
権
限
規
定

0

0

0

0

0

0

﹂︵“selbstständige Zuständigkeitsvorschrift ”

︶︵S.312

傍
点
引
用
者
︶
と
い
う
観
点
に
基
づ
い
た
議
論
で
あ
る
⎠
38
⎝

。
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シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
は
﹁
独
立
の
権
限
規
定
﹂
と
い
う
表
現
を
用
い
な
か
っ
た
﹆
し
た
が
っ
て
﹆
第
2
項
が
﹁
独
立
の
権
限
規

定
﹂
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
と
い
う
こ
と
﹆
さ
ら
に
﹆﹁
独
立
の
権
限
規
定
﹂
か
ら
は
﹆
た
と
え
ば
﹆
ラ
イ
ヒ
と
ラ
ン
ト
と
の
関
係
を
規
律

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
憲
法
規
定
と
い
っ
た
よ
う
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆
個
々
の
憲
法
諸
規
定
に
対
す
る
広
範
な
制
限
が
生
じ
る
﹆
と
い
う
こ
と
に
は
言
及
し
な
か
っ
た
︵S.312

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
指
摘
す
る
。

い
わ
ゆ
る
﹁
不
可
侵
理
論
﹂
に
よ
れ
ば
﹆
明
記
さ
れ
て
い
る
七
基
本
権
以
外
は
い
か
な
る
規
定
も
第
48
条
第
2
項
に
基
づ
く
独
裁
権
力

に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
﹆
こ
れ
に
対
し
て
﹆﹁
独
立
の
権
限
規
範

0

0

0

0

︵selbstständige Zuständigkeitsnorm

⎠
39
⎝

︶﹂

︵S.312

強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶
と
い
う
観
点
に
立
つ
と
﹆
第
2
項
が
﹁
独
立
の
権
限
規
範
﹂
だ
と
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹆
列
記
さ
れ

た
七
基
本
権
以
外
の
憲
法
条
項
に
対
し
て
独
裁
者
は
ど
こ
ま
で
関
与
し
う
る
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆
と
い
う
点
こ
そ
が
問
題
と
し
て
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る

︵S.313

傍
点
引
用
者
︶。
つ
ま
り
﹆﹁
独
立
の
権
限
規
範
﹂
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
う
る
﹆
あ
る
い
は
﹆
制
限
さ
れ
う
る
七
基
本
権
以
外
の
憲

法
規
定
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
﹆
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
目
録
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
﹆
問
題
は
﹆
ど
の
よ
う
な
ラ
イ
ヒ
憲
法
規
定
が
﹆
本
件
の
具
体
的
事
例
の
判
断
に
際
し
て
﹆［
独
立

の
権
限
規
範
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
］
制
約
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
べ
き
か
﹆
七
月
二
〇
日
命
令
と
そ
の
執
行
に
よ
っ
て
﹆
い
か

な
る
憲
法
規
定
が
侵
害
さ
れ
た
と
申
し
立
て
ら
れ
て
い
る
か
﹆
と
い
う
点
の
み
だ
と
い
う
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
は
﹆
一
連
の
国
事
裁
判
所
判
決
に
お
い
て
承
認
さ
れ
て
い
る
立
場
﹆
つ
ま
り
﹆
事
実
上
﹆
第
48
条
の
第
1
項
も
第
2

項
も
と
も
に
﹁
独
立
の
権
限
規
範
﹂
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
﹆
そ
の
上
で
﹆
い
か
な
る
規
定
が
﹆﹁
独
立
の
権
限
規
定
﹂
で
あ
る
第
48

条
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
﹆
そ
の
結
果
﹆
独
裁
者
が
そ
の
措
置
を
行
う
こ
と
に
対
し
て
い
わ
ば
路
を
開
く
の
か
と
い
う
問
題
を
提
起
し
た
い

︵S.313

︱314

︶﹆
と
述
べ
﹆
な
か
で
も
こ
う
し
た
問
い
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
﹆
第
17
条
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
だ

と
論
ず
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆﹁
独
立
の
権
限
規
範
﹂
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
憲
法
規
定
と
し
て
第
17
条
が
含
ま
れ
る
の
か
﹆
あ
る
い
は
﹆
第
17
条
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自
体
が
﹁
独
立
の
権
限
規
範
﹂
な
の
か
﹆
と
い
う
点
に
関
す
る
国
事
裁
判
所
の
判
決
は
存
在
し
な
い
︵S.314

︶
と
い
う
。
し
か
し
シ
ュ

ミ
ッ
ト
自
身
は
﹆
第
17
条
そ
れ
自
体
が
﹁
独
立
の
権
限
規
範
﹂
で
あ
る
と
認
め
る
。
そ
し
て
﹆
こ
こ
で
は
第
17
条
が
ラ
ン
ト
の
国
家
的
独

立
性
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
が
﹆
し
か
し
同
時
に
﹆
第
48
条
第
2
項
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
に
第
17
条
が
意
味
す
る
の
は
﹆
そ
れ
が
﹆
ラ0

イ
ヒ
の
同
質
性

0

0

0

0

0

0

︵H
om

ogenität

︶
を
維
持
す
る
た
め
に

0

0

0

0

0

0

0

0

ラ
ン
ト
の
規
範
的
規
定
︵N

orm
ativbestim

m
ung

︶
と
し
て
﹆
ラ
ン
ト
に
対

し
て
﹆
特
定
の
種
類
の
［
自
由
国
家
の
］
憲
法
を
命
じ
た
も
の
だ
︵S.314

傍
点
引
用
者
︶
と
い
う
。
つ
ま
り
﹆
同
質
性
と
い
う
観
点

︵H
om

ogenitätsgesichtspunkt

︶
が
第
17
条
の
積
極
的
機
能
を
示
し
て
お
り
﹆
同
質
性
を
逸
脱
し
た
り
﹆
同
質
性
に
危
険
を
与
え
る
よ

う
な
場
合
が
﹆
第
48
条
第
1
項
﹆
第
2
項
に
基
づ
く
干
渉
の
た
め
の
基
礎
を
形
成
し
う
る
の
は
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
極
め
て
自
明
だ

︵S.314

︶
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆
第
17
条
の
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
解
釈
に
つ
い
て
﹆﹁
ま
さ
し
く
第
48
条
規
定
の

持
つ
独
立
的
な
性
格
に
直
面
し
﹆
第
17
条
は
譲
歩
す
る
︵zurückw

eichen

︶
こ
と
に
な
る
。
第
48
条
と
そ
の
不
可
避
性
と
い
う
観
点
の
も

と
に
あ
る
限
り
﹆
そ
れ
は
必
然
だ
﹂︵S.315
︶﹆
と
結
論
づ
け
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
こ
こ
で
問
題
と
す
る
第
二
の
点
は
﹆
法
的
な
る
も
の
と
事
実
的
な
る
も
の
の
区
別
︵eine U

nterscheidung von R
echt-

lich und Tatsächlich de jure und de facto

︶
に
関
す
る
﹆
ひ
ど
い
取
り
違
え
︵S.315

︶
を
指
摘
す
る
議
論
で
あ
る
。

ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
法
シ
ス
テ
ム
で
は
﹆
緊
急
の
場
合
に
は
﹆
い
わ
ゆ
る
法
と
無
関
係
な
領
域

0

0

0

0

0

0

0

0

︵ein rechtsfreier R
aum

︶
が
登
場

し
﹆
そ
こ
で
は
事
実
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

︵etw
as Faktisches

︶
が
行
わ
れ
﹆
そ
れ
が
合
法
か
違
法
か
と
い
う
問
題
は
論
じ
ら
れ
な
い
︵
傍
点
引
用

者
︶。
こ
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
的
な
考
え
方
は
﹆
法
的
な
る
も
の
と
事
実
的
な
る
も
の
の
領
域
を
厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い

る
︵S.316

︶。

で
は
第
48
条
の
実
定
法
的
な
内
容
を
﹆
こ
の
二
つ
の
観
点
に
基
礎
づ
け
る
べ
き
か
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
そ
う
で
は
な
い
﹆
と
い
う
。
そ
う

で
は
な
く
﹆
第
2
項
は
独
裁
者
に
﹆
す
な
わ
ち
ラ
イ
ヒ
大
統
領
に
﹆
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
措
置

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
授
権
し
て
い
る
︵S.316

傍
点
引
用

者
︶﹆
た
と
え
ば
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
が
特
別
裁
判
所
を
設
置
し
﹆
そ
こ
で
下
さ
れ
た
死
刑
判
決
を
執
行
す
る
場
合
﹆
独
断
で
︵via facti

︶
人



148

を
殺
し
て
い
る
の
で
は
な
く
﹆
法
的
な
意
味
で

0

0

0

0

0

0

絞
首
に
し
て
い
る
︵
傍
点
引
用
者
︶。
こ
れ
は
法
的
な
過
程

0

0

0

0

0

で
あ
り
﹆
そ
の
措
置
の
効
力
は

法
的
効
力

0

0

0

0

で
あ
り
﹆
そ
れ
が
法
的
効
力
を
持
つ
と
い
う
意
味
で
永
続
的
な
性
格
を
持
つ
︵
傍
点
引
用
者
︶。
し
か
し
ラ
イ
ヒ
大
統
領
に
と
っ

て
﹆
第
48
条
第
2
項
の
場
合
に
は
﹆
厳
密
な
意
味
で
の
法
的
命
令

0

0

0

0

・
法
的
行
為

0

0

0

0

と
い
う
以
外
に

0

0

0

﹆
独
断
で

0

0

0

︵via facti

︶
処
理
を
行
う
と
い

う
可
能
性
も
﹆
も
ち
ろ
ん
限
界
的
事
例
で
は
あ
る
が
﹆
あ
り
う
る
︵
傍
点
引
用
者
︶。﹁
ラ
イ
ヒ
大
統
領
は
﹆
事
実
上

0

0

0

︵tatsächlich

︶
必
要

0

0

な
こ
と
は

0

0

0

0

﹆
何
で
も
行
い
う
る

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
﹂︵S.316

傍
点
引
用
者
︶。

と
こ
ろ
が
ラ
ン
ト
側
の
主
張
で
は
﹆
事
実
上
は
な
し
う
る
﹆
し
か
し
法
上
は
な
し
え
な
い
﹆
つ
ま
り
﹆
法
的
に
は
︵de jure

︶
ラ
ン
ト
政

府
を
罷
免
し
え
な
い
﹆
と
主
張
す
る
。
ラ
ン
ト
政
府
の
手
足
を
縛
り
上
げ
て
閑
職
に
追
い
や
る
こ
と
も
で
き
る
し
﹆
銃
殺
す
る
こ
と
す
ら
で

き
る
﹆
し
か
し
﹆
罷
免
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹆
と
主
張
す
る
。

こ
こ
で
は
法
的
と
事
実
的
と
い
う
区
別
で
は
な
く
﹆
全
く
異
な
る
区
別
﹆
す
な
わ
ち
﹆﹁
法
に
よ
る
﹂︵quoad ius

︶
と
﹁
執
行
に
よ
る
﹂

︵quoad exercitium

︶
と
い
う
区
別
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
﹆
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
述
べ
﹆﹁
法
的
﹂︵de jure

︶
と
﹁
事
実
的
﹂︵de 

facti

︶
と
い
う
区
別
と
﹆
こ
の
﹁
法
に
よ
る
﹂︵quoad ius

︶
と
﹁
執
行
に
よ
る
﹂︵quoad exercitium

︶
と
い
う
区
別
を
混
同
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
︵S.316

︶
と
い
う
。

ラ
イ
ヒ
大
統
領
は
﹁
法
に
よ
っ
て
﹂
は
︵quoad ius
︶
ラ
ン
ト
国
家
権
力
を
授
権
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹆
し
か
し
﹁
執
行
に
よ
っ
て
﹂

は
︵quoad exercitium

︶
そ
の
こ
と
を
な
し
う
る
︵S.317
︶。
ま
さ
に
そ
こ
に
こ
そ
﹆
ラ
ン
ト
の
自
律
性
へ
の
尊
重
が
現
れ
て
い
る
。
そ

し
て
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
は
﹆
ラ
ン
ト
国
家
権
力
の
行
使
を
﹆
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
限
り
﹆
そ
の
全
て
の
範
囲
に
お
い
て
続
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
際
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
は
ラ
ン
ト
の
存
続
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
区
別
は
﹆de jure

とde facto

と
い
う
区
別
と
は
全
く
別
の
も
の
だ
と
い
う
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
﹆
実
際
の
事
件
に

際
し
て
﹆
独
裁
者
を
こ
う
し
た
観
点
か
ら
﹆
事
実
的
な
も
の
と
法
的
な
も
の
と
に
分
裂
さ
せ
て
押
し
込
め
よ
う
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
﹆
独
裁
者
が
事
実
上
の
措
置
を
な
し
う
る
と
い
う
こ
と
か
ら
﹆
第
48
条
の
法
解
釈
に
よ
れ
ば
﹆
独
裁
者
は
法
的
な
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措
置
は
な
し
え
な
い
と
い
う
結
論
に
は
な
ら
な
い
︵S.317

︶。

し
か
し
独
裁
者
が
ラ
ン
ト
国
家
権
力
の
行
使
を
受
け
継
ぐ
﹆
と
い
う
こ
と
か
ら
﹆
ラ
ン
ト
そ
れ
自
体
を
独
裁
者
が
廃
止
す
る
と
い
う
結
論

に
は
至
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
﹆
ラ
ン
ト
政
府
は
ラ
ン
ト
そ
れ
自
体
で
は
な
い
か
ら
だ
。
現
在
の
ラ
ン
ト
政
府
﹆
事
務
管
理
内
閣
﹆
あ
る
い

は
﹆
七
月
二
〇
日
に
存
在
し
て
い
た
事
務
管
理
内
閣
が
﹆
自
己
を
ラ
ン
ト
や
ラ
ン
ト
国
家
権
力
と
同
一
視
す
る
の
は
正
当
と
は
言
え
な
い

︵S.317

︶﹆
と
い
う
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
弁
論
の
第
三
の
点
は
﹆
例
外
状
況
に
お
け
る
非
常
権
限
の
行
使
の
場
合
の
﹆
ラ
イ
ヒ
と
ラ
ン
ト
の
相
互
関
係
に
関
す
る
も

の
で
﹆
こ
こ
で
は
﹆
原
理
か
ら
し
て
﹆
相
互
の
絶
対
的
干
渉
不
可
能
性
か
ら
出
発
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︵S.317

︶﹆
と
主
張
す
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
ま
ず
﹆
連
邦
と
州
と
の
厳
格
な
分
離
の
故
に
相
互
の
﹁
干
渉
﹂
の
必
然
性
が
本
来
的
に
は
想
定
さ
れ
え
な
い
ア
メ
リ
カ

の
例
で
す
ら
﹆
非
常
時
に
お
い
て
は
﹆﹁
干
渉
﹂
の
必
然
性
が
見
ら
れ
る
︵S.318

︶﹆
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
﹆
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
は
﹆

連
邦
最
高
司
令
官
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
非
常
時
の
権
限
を
行
使
す
る
。
そ
の
場
合
﹆
大
統
領
は
州
の
民
兵
を
指
揮
下
に
入
れ
る
こ
と
が
で

き
﹆
非
常
時
の
認
定
は
大
統
領
の
み
が
な
し
う
る
。
大
統
領
は
連
邦
軍
の
連
邦
最
高
司
令
官
で
あ
る
と
同
時
に
﹆
完
全
に
自
分
の
自
由
裁
量

に
お
い
て
出
す
一
方
的
な
布
告
に
よ
り
﹆
州
の
民
兵
の
最
高
司
令
官
に
も
な
る
の
で
あ
る
︵S.318

︶。

こ
れ
に
対
し
て
現
行
の
ラ
イ
ヒ
憲
法
に
基
づ
く
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ヒ
は
﹆
ア
メ
リ
カ
と
は
全
く
異
な
る
構
成
を
持
つ
国
家
制
度
で
あ
り
﹆
ラ

イ
ヒ
国
家
権
力
と
ラ
ン
ト
国
家
権
力
と
の
﹁
相
互
干
渉
﹂
は
﹆
ラ
イ
ヒ
憲
法
第
14
条
に
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
︵S.318

︶。
そ
れ
は
非
常
に
注

目
に
値
す
る
﹆
極
め
て
多
様
な
相
互
関
係
で
あ
り
﹆
さ
ら
に
は
﹆
直
接
的
な
指
示
権
す
ら
存
在
す
る
。
だ
か
ら
﹆
不
干
渉
性
﹆
相
互
に
影
響

を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
考
え
方
か
ら
出
発
す
る
場
合
﹆
連
邦
の
概
念
に
つ
い
て
﹆
憲
法
が
全
く
認
め
て
い
な
い
事
柄
を
一
方
的

に
持
ち
込
む
こ
と
に
な
る
︵S.319

︶﹆
と
批
判
す
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
こ
こ
で
の
四
番
目
の
議
論
は
﹆
以
上
の
一
般
的
な
議
論
を
前
置
き
と
し
な
が
ら
﹆﹁
何
が

0

0

﹆
以
上
の
よ
う
な
見
解
か
ら
す

る
と
﹆
第
2
項
に
よ
っ
て
可
能
な
の
か

0

0

0

0

0

？
﹂
と
い
う
問
い
︵S.319

強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶
に
対
す
る
﹆
六
つ
の
可
能
性
の
提
示
で
あ
る
。
第
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一
に
﹆
最
も
主
要
な
事
例
と
し
て
﹆﹁
一
般
的
法
律
の
発
布
﹂
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
あ
げ
る
︵S.319

︶。
ラ
イ
ヒ
大
統
領
は
﹆
自
分
の
命
令

権
を
行
使
し
﹆
第
14
条
に
よ
っ
て
ラ
ン
ト
国
家
権
力
を
行
使
し
﹆
ラ
ン
ト
官
庁
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
﹁
ラ
イ
ヒ
法
﹂
を
制
定
す
る
。
第

二
﹆
ラ
ン
ト
公
務
員
に
対
し
て
一
般
的
規
範
を
作
る
の
で
は
な
く
﹆
ラ
ン
ト
国
家
権
力
の
行
使
に
際
し
て
の
具
体
的
指
示
・
命
令
を
与
え

る
︵S.319
︶。
ラ
ン
ト
公
務
員
を
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
一
般
的
な
指
揮
下
に
入
れ
る
こ
と
も
な
く
﹆
執
行
権
力
を
一
般
的
に
移
す
と
い
う
こ

と
も
な
し
に
﹆
そ
れ
は
行
わ
れ
る
。
第
三
﹆
執
行
権
力
の
正
常
な
移
行
。
行
政
権
︵E

xekutive

︶
全
体
が
独
裁
者
の
一
般
的
な
指
揮
下

に
入
る
こ
と
を
意
味
す
る
︵S.319

︶。
第
四
と
し
て
は
﹆
第
三
に
示
し
た
の
と
は
異
な
る
性
質
の
執
行
権
力
の
移
行
の
例
と
し
て
﹆
独
裁

者
は
﹆
ラ
イ
ヒ
の
組
織
と
し
て
独
自
の
独
裁
組
織

0

0

0

0

0

0

0

︵eigene D
iktatur-O

rganisation als R
eichsorganisation

︶
を
設
置
す
る
こ
と
も

で
き
﹆
こ
の
た
め
に
ラ
ン
ト
官
庁
を
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
︵S.320

強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶。
こ
の
行
為
を
行
う
か
否
か
は
﹆
合
目
的
性

︵Zw
eckm

äßigkeit

︶
の
問
題
で
あ
り
﹆
独
裁
者
の
裁
量
の
問
題
で
あ
る
。
以
上
の
四
つ
の
可
能
性
は
﹆
い
ず
れ
も
﹆
ラ
イ
ヒ
と
ラ
ン
ト
の

二
つ
の
国
家
権
力
が
相
互
に
﹁
干
渉
﹂
し
う
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︵S.320

︶
と
い
う
。

第
五
の
可
能
性
は
﹆
と
り
わ
け
特
別
な
可
能
性
で
あ
り
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
は
﹆
ラ
ン
ト
官
庁
に
ラ
ン
ト
国
家
権
力
の
行
使
に
際
し
て
﹆

﹁
ラ
ン
ト
憲
法

0

0

0

0

0

﹂
に
よ
っ
て
許
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
ラ
ン
ト
国
家
権
力
の
行
使
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆﹁
ラ
イ
ヒ
法

0

0

0

0

﹂
に
よ
っ
て

0

0

0

0

ラ
ン
ト
官
庁
に
授
権
す
る
こ

と
が
で
き
る
︵S.320

傍
点
引
用
者
︶。
つ
ま
り
﹆﹁
ラ
ン
ト
憲
法
﹂
の
規
定
す
る
限
界
を
乗
り
越
え
て
﹆
ラ
ン
ト
国
家
権
力
の
行
使
に
関
し

て
ラ
ン
ト
国
家
権
力
に
授
権
す
る
こ
と
が
き
る
。
し
か
も
そ
の
権
力
行
使
に
関
し
て
﹆
ラ
ン
ト
官
庁
は
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
に
い
か
な
る
責
任

も
負
わ
な
い
﹆
そ
う
し
た
事
例
で
あ
る
。

第
六
の
可
能
性
は
小
戒
厳
状
態

0

0

0

0

0

の
事
例
︵Fall des kleinen B

elagerungszustandes

︶
で
あ
る
︵S.320

強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶。
そ
れ

は
﹆
ラ
ン
ト
の
国
家
権
力
の
行
使
に
関
し
て
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
法
﹂
と
﹁
ラ
ン
ト
法
﹂
と
の
境
界
線
を
除
去
す
る
事
例
に
他
な
ら
ず
﹆
そ
の
際
に

は
基
本
権
の
み
が
停
止
さ
れ
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
は
そ
の
他
の
こ
と
は
何
も
な
し
え
な
い
︵S.320

︱321

︶
と
い
う
。

以
上
の
さ
ま
ざ
ま
の
可
能
性
を
並
べ
立
て
た
う
え
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆﹁
代
理
機
関

0

0

0

0

の
形
成
﹂︵die Schaffung eines E

rsatzorgan

︶
が
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ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
︵S.321

強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶﹆
と
問
う
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆
そ
れ
は
﹆
他
の
可
能
性
に
比
べ
て
﹆
控
え
め
な

や
り
方
﹆
や
や
小
規
模
の
も
の
だ
と
強
調
︵S.321

︶
し
﹆
以
下
の
言
葉
を
も
っ
て
こ
こ
で
の
弁
論
を
結
ぶ
。

七
月
二
〇
日
命
令
に
お
い
て
行
わ
れ
た
よ
う
な
代
理
機
関
の
形
成
は
﹆
ラ
ン
ト
国
家
権
力
に
対
す
る
﹆
そ
れ
以
外
の
﹆
よ
り
強

力
な
影
響
力
行
使
の
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
に
対
し
て
﹆
実
に
控
え
め
な
方
法
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
う
え
﹆
ラ
イ
ヒ
の
意
の

ま
ま
に
な
し
う
る
行
政
手
段
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
ラ
イ
ヒ
の
当
時
の
状
況
［
つ
ま
り
﹆
ラ
イ
ヒ
は
ラ
イ
ヒ
固
有
の
行
政
権
を

持
た
ず
﹆
行
政
権
力
と
い
う
言
葉
に
ふ
さ
わ
し
い
内
務
行
政
で
あ
る
警
察
権
力
は
ラ
ン
ト
の
管
轄
事
項
で
あ
り
﹆
問
題
に
な
る

唯
一
の
行
政
権
力
と
し
て
は
国
防
軍
し
か
持
た
な
い
﹆
と
い
う
状
況
］
に
お
い
て
は
﹆
そ
れ
［
代
理
機
関
の
形
成
］
は
﹆
唯
一

可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
し
﹆
一
九
三
二
年
七
月
二
〇
日
の
具
体
的
な
危
険
を
克
服
す
る
た
め
に
考
慮
の
対
象
と
な
る
効
果
的
手

段
と
し
て
﹆
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
︵S.322

︶。

2
．
ヘ
ラ
ー
：

（26）  V
III. S.345

︱346.

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
前
掲
の
弁
論
に
対
し
て
は
﹆
即
座
に
プ
ロ
イ
セ
ン
側
か
ら
﹆
ブ
レ
ヒ
ト
︵S.322

︱328

︶﹆
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
︵S.328

︱

339

︶﹆
フ
ェ
ヒ
ト
︵S.339

︱341

︶﹆
そ
し
て
ペ
ー
タ
ー
ス
︵S.341
︱344

︶
か
ら
相
次
い
で
批
判
が
集
中
し
﹆
こ
れ
に
続
い
て
﹆
ラ
イ
ヒ

側
か
ら
ヤ
ー
コ
ビ
︵S.344

︱345

︶
が
発
言
す
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
の
後
で
な
さ
れ
た
﹆
第
Ⅷ
章
の
一
回
目
の
ヘ
ラ
ー
の
弁
論
は
﹆
上
記
の

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
弁
論
に
対
す
る
批
判
を
含
む
も
の
の
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
論
点
に
対
す
る
全
面
的
反
論
で
は
な
く
﹆
ご
く
限
ら
れ
た
範
囲
の
発

言
で
あ
り
﹆
三
つ
の
観
点
か
ら
展
開
さ
れ
る
。

第
一
の
点
は
﹆
第
48
条
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
﹁
権
限
の
限
界

0

0

﹂
を
め
ぐ
る
点
で
あ
り
︵
傍
点
引
用
者
︶﹆
ヘ
ラ
ー
は
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
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一
九
二
四
年
の
イ
エ
ナ
で
の
ド
イ
ツ
国
法
学
者
大
会

0

0

0

0

0

0

で
示
し
た
ヤ
ー
コ
ビ
＝
シ
ュ
ミ
ッ
ト
理
論
⎠
40
⎝

を
完
全
に
無
視
し
て
い
る
︵
強
調
ヘ
ラ
ー
︶﹆

と
指
摘
し
﹆
当
時
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆
第
48
条
に
関
す
る
二
つ
の
極
め
て
確
固
た
る
﹁
限
界
﹂
を
表
明
し
て
い
た
﹆
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
﹆

第
一
は
﹆
第
17
条
も
当
然
こ
れ
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
﹁
最
小
限
度
の
組
織
﹂︵das organisatorische M

inim
um

︶［
に
ま
で
は
及
ば
な
い

と
い
う
限
界
］
で
あ
り
﹆
第
二
は
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
は
暫
定
的
﹁
措
置

0

0

﹂︵vorlaufige “M
aßnahm

en ”

︶
の
み
な
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
︵
強

調
ヘ
ラ
ー
︶
と
い
う
限
界
で
あ
る
︵S.345

︶。
本
件
で
は
こ
う
し
た
﹁
措
置
﹂
の
暫
定
性
こ
そ
が
問
題
で
あ
り
﹆
今
回
も
﹆
暫
定
的
措
置
そ

の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
に
対
す
る
警
察
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
が
事
実
上
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
﹆
そ
の
こ
と
に
自
分

は
賛
成
す
る
で
あ
ろ
う
︵S.345
︶﹆
と
述
べ
る
。

第
二
の
点
は
﹆
外
国

0

0

法
の
参
照
で
あ
り
﹆
ド
イ
ツ
の
戒
厳
状
態
の
モ
デ
ル
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
戒
厳
状
態
に
言
及
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
非

常
事
態
に
お
い
て
は
﹆
た
だ
﹁
警
察
権
力

0

0

0

0

﹂
の
移
行
の
み

0

0

0

0

0

が
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
﹆
し
た
が
っ
て
﹁
比
例
性
［
の
原
則
］﹂

が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
明
白
だ
︵S.346

傍
点
引
用
者
︶
と
指
摘
す
る
。

さ
ら
に
第
三
の
点
も
外
国
法
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
り
﹆
連
邦
国
家
が
存
在
す
る
限
り
﹆
非
常
事
態
に
お
い
て
﹆
そ
の
全
て
の
行
政
装
置

を
連
邦
に
﹆
す
な
わ
ち
ラ
イ
ヒ
に
移
行
す
る
必
要
が
あ
る
な
ど
と
は
﹆
い
ず
こ
で
も
誰
に
よ
っ
て
も
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
﹆
と
ヘ
ラ
ー
は

い
う
。
非
常
事
態
に
お
い
て
﹆
あ
た
か
も
戦
争
を
行
っ
て
い
る
二
つ
の
国
家
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
﹆
一
方
が
他
方
を
征
服
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
の
よ
う
に
﹆
な
ぜ
考
え
る
の
か
理
解
で
き
な
い
。
ヒ
ル
テ
ィ
の
非
常
事
態
の
歴
史
研
究
⎠
41
⎝

に
よ
れ
ば
﹆
ス
イ
ス
で
は
﹆
カ
ン
ト
ン

の
政
府
は
数
百
年
来
決
し
て
排
除
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
﹆
た
と
え
非
常
事
態
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
ス
イ
ス
は
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
指

摘
す
る
よ
う
な
﹆
民
主
主
義
が
そ
の
党
派
闘
争
の
た
め
に
﹆
し
ば
し
ば
非
常
事
態
に
ま
で
至
り
う
る
可
能
性
を
持
ち
﹆
カ
ン
ト
ン
政
府
を
廃

止
す
る
可
能
性
を
持
っ
た
典
型
的
な
国
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹆
ま
さ
に
ス
イ
ス
で
は
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
﹆
と
指
摘
す
る
。
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3
．
シ
ュ
ミ
ッ
ト
：

（6）  V
III. S.350

︱355.
上
述
の
ヘ
ラ
ー
の
弁
論
に
続
い
て
原
告
側
か
ら
ギ
ー
ゼ
に
よ
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
批
判
︵S.346

︱348

︶
が
展
開
さ
れ
﹆
こ
れ
に
よ
っ
て
﹆

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
同
日
の
冒
頭
の
弁
論
に
対
し
て
は
﹆
総
勢
六
名
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
手
厳
し
い
批
判
が
提
起
さ
れ
た
形
と
な
っ

た
。
ギ
ー
ゼ
の
後
に
は
ラ
イ
ヒ
側
か
ら
ヤ
ー
コ
ビ
︵S.348

︱350

︶
が
発
言
す
る
。
第
Ⅷ
章
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
二
回
目
の
発
言
は
﹆

こ
の
ヤ
ー
コ
ビ
発
言
の
直
後
に
な
さ
れ
た
が
﹆
こ
う
し
た
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
側
か
ら
の
相
次
ぐ
集
中
的
批
判
に
よ
っ
て
﹆
相
当
に
血
が
上
っ
て

い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
﹆
冷
静
さ
を
失
っ
た
い
わ
ゆ
る
﹁
問
題
発
言
﹂
の
乱
発
す
る
弁
論
と
な
っ
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
同
日
の
一
回
目
の
発

言
に
対
す
る
個
々
の
批
判
の
う
ち
の
﹆
幾
つ
か
の
論
点
に
対
す
る
反
論
と
し
て
﹆
二
回
目
の
発
言
は
展
開
さ
れ
る
が
﹆
お
よ
そ
六
つ
の
問
題

に
及
ん
で
い
る
。

初
め
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
展
開
し
た
の
は
﹆
原
告
側
か
ら
の
批
判
に
対
す
る
﹆﹁
法
律
家
と
し
て
の
自
尊
心
﹂
か
ら
の
心
情
的
反
発
と
い
っ

た
性
質
が
色
濃
く
に
じ
ん
だ
反
論
で
あ
る
。
ま
ず
﹆
ブ
レ
ヒ
ト
と
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
の
間
の
﹆
す
な
わ
ち
原
告
の
間
で
の
﹁
独
立
の
権
限
規

範
﹂
に
関
す
る
見
解
の
矛
盾
に
触
れ
﹆
こ
の
矛
盾
の
発
端
は
﹆
ブ
レ
ヒ
ト
が
﹁
独
裁
権
制
約
性
﹂
と
い
う
概
念
を
﹆
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
に
よ

る
本
来
の
意
図
か
ら
離
れ
て
む
や
み
や
た
ら
と
広
範
に
適
用
し
た
点
に
存
す
る
⎠
42
⎝

﹆
と
批
判
す
る
︵S.350

︶。
そ
し
て
﹆
自
分
は
﹆﹁
法
律
家

0

0

0

に
対
峙
し
て
い
る
法
律
家

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂
と
し
て
︵als Jurist vor Juristen
傍
点
引
用
者
︶
語
っ
て
い
る
か
ら
﹆
両
者
間
の
矛
盾
に
か
か
わ
る
法
的
側

面
以
外
の
側
面
に
は
言
及
し
な
い
﹆
と
わ
ざ
わ
ざ
断
っ
て
い
る
。
続
い
て
﹆﹁
経
験
あ
る
法
律
家
な
ら
誰
で
も
よ
く
知
っ
て
い
る
﹂
法
的
濫

0

0

0

用0

︵R
echtsm

ißbrauch

︶︵S.350

強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶
の
議
論
へ
と
テ
ー
マ
を
移
し
﹆
こ
の
議
論
は
世
論
﹆
新
聞
﹆
そ
し
て
街
頭
に
も
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
﹆
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
自
分
は
﹆
街
頭
演
説
家

0

0

0

0

0

︵Straßenredner

︶
と
し
て
語
り
た
い
と
は
思
わ
な
い
か
ら
﹆
こ

の
議
論
に
深
入
り
は
し
な
い
︵
傍
点
引
用
者
︶。
法
的
濫
用
の
議
論
は
そ
も
そ
も
議
論
の
対
象
に
す
ら
な
ら
な
い
﹆
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
断
じ
﹆
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﹁
非
常
権
限
を
持
つ
あ
る
機
関
が
﹆
も
し
そ
の
人
次
第
で
何
で
も
可
能
だ
と
思
い
描
い
て
こ
の
権
限
を
濫
用
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
﹆
そ
の

機
関
は
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
な
し
う
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
は
﹆
趣
味
の
問
題
﹆
礼
儀
作
法
の
問
題
に
す
ぎ
ず
﹂﹆
し
た

が
っ
て
法
的
問
題
で
は
な
い
﹆
だ
か
ら
﹆﹁
お
よ
そ
法
律
家
と
し
て
訓
練
さ
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆
法
律
家
と
し
て
の
経
験
を
持
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
だ
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆

反
対
側
の
誰
一
人
と
し
て
﹆
通
常
の
立
法
権
の
濫
用
に
よ
っ
て
何
で
も
な
し
う
る
な
ど
と
考
え
る
人
は
い
な
い
と
思
う
﹂︵S.350

傍
点
引

用
者
︶﹆
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
﹆
自
分
は
﹆﹁
街
頭
演
説
家

0

0

0

0

0

﹂
で
は
な
く
﹁
法
律
家
に
対
峙
し
て
い
る
法
律
家

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂
と
し
て
こ
こ
で
論
じ
て
い

る
﹆
と
い
う
法
学
者
と
し
て
の
自
負
を
述
べ
つ
つ
﹆
相
手
側
に
は
﹆
そ
う
で
は
な
い
人
物
が
い
る
﹆
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
挑
発
的
な
発
言
で

あ
る
。

第
二
の
点
は
﹆﹁
こ
こ
で
場
当
た
り
的
に
作
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
ヤ
ー
コ
ビ
＝

シ
ュ
ミ
ッ
ト
理
論
と
い
う
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
﹂︵S.351

︶
に
つ

い
て
の
短
い
言
及
で
あ
る
。
イ
エ
ナ
︵
一
九
二
四
年
の
国
法
学
者
大
会
︶
で
の
第
48
条
の
﹁
権
限
の
限
界
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
﹆
今
日
の

見
解
へ
の
﹁
変
節
﹂
が
語
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
反
論
と
し
て
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆
第
48
条
と
は
﹆
自
分
に
と
っ
て
﹆
ラ
イ
ヒ
憲
法
に
本
質

的
に
統
合
さ
れ
て
い
る
構
成
部
分
で
あ
り
﹆
ま
た
﹆
現
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
ラ
イ
ヒ
憲
法
の

0

0

0

0

0

0

﹁
保
障

0

0

﹂
だ
︵
傍
点
引
用
者
︶﹆
と
い
う
﹆

こ
の
観
点
こ
そ
が
﹆
エ
ー
ベ
ル
ト
時
代
に
イ
エ
ナ
で
﹆
ま
た
﹆
今
日
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
グ
時
代
に
も
﹆
常
に
変
わ
ら
ず
持
ち
続
け
て
い
る
観
点

だ
﹆
と
述
べ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
﹆
観
点
の
一
貫
性
・
継
続
性
を
強
調
し
﹆
こ
れ
以
上
の
議
論
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。

第
三
に
論
じ
ら
れ
た
の
は
﹆﹁
一
つ
の
小
さ
な
不
正
確
な
点
﹂︵eine kleine U

ngenauigkeit

︶
に
つ
い
て
だ
が
﹆
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
切

り
出
し
た
点
で
﹆
こ
れ
に
立
ち
入
っ
て
論
ず
る
の
は
﹆﹁
そ
れ
が
﹆
私
の
恐
ら
く
は
小
事
に
拘
泥
す
る
学
者
と
し
て
の
感
覚

0

0

0

0

0

0

0

0

を
害
し
た
か
ら
﹂

︵w
eil es m

eine vielleicht pedantische w
issenschaftliche E

m
pfindung verletzt

︶
だ
と
前
置
き
す
る
︵S.351

傍
点
引
用
者
︶。
そ

れ
は
﹆
こ
こ
で
の
議
論
の
中
で
歪
曲
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
標
語
︵Schlagw

ort
︶
と
し
て
﹆
考
え
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
﹆﹁
独
裁
権
制
約

0

0

0

0

0

性0

﹂︵“D
iktaturfestigkeit ”

︶
と
い
っ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
る
場
合
の
﹆﹁
一
つ
の
小
さ
な
不
正
確
な
点
﹂
で
あ
る
︵
強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
が
﹁
独
裁
を
制
約
す
る
﹂
と
い
う
概
念
を
提
出
し
た
と
き
﹆
そ
れ
は
本
来

0

0

﹆
全
く
厳
密
に
法
律
学
的

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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な0

﹆
か
つ
﹆
ま
ず
は
法
律
家
に
と
っ
て
の
み
理
解
が
可
能
な
関
連
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵in einem
 ganz bestim

m
ten juristischen und prim

a 

vista nur für die Juristen verständlichen Zusam
m

enhang

︶
そ
の
概
念
を
用
い
た
︵S.351

傍
点
引
用
者
︶。
つ
ま
り
﹆
ラ
イ
ヒ

大
統
領
は
第
48
条
第
2
項
に
基
づ
い
て
﹆
ど
の
範
囲
ま
で
﹆
い
わ
ゆ
る
財
政
的
法
律
を
代
行
す
る
命
令
︵sogenannte finanzgesetz-

vertretende Verordnungen

︶
を
発
動
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
﹆
キ
ュ
ー
ネ
マ
ン
︵M

ax E
. F. K

ühnem
ann

［
ラ
イ
ヒ
国

債
庁
副
長
官
］︶
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
周
知
の
議
論
に
対
抗
す
る
立
場
表
明
と
し
て
﹆
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
は
こ
の
概
念
を
用
い
た
。
そ
こ
で

の
議
論
の
経
緯
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

ラ
イ
ヒ
憲
法
第
87
条
︵
国
債
規
定
︶
で
は
﹆﹁
国
債
は
﹆
非
常
の
必
要
あ
る
場
合
に
限
り
﹆
ま
た
通
例
事
業
目
的
の
経
費
に
充
て
る
た
め

に
﹆
こ
れ
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
起
債
﹆
な
ら
び
に
ラ
イ
ヒ
の
負
担
と
な
る
担
保
の
引
受
は
﹆
ラ
イ
ヒ
法
律
に
基
づ
い
て
の
み

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆

こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
⎠
43
⎝

﹂
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
キ
ュ
ー
ネ
マ
ン
は
﹆
第
48
条
に
基
づ
い
て
ラ
イ
ヒ
大
統
領
が
﹆
起
債
授
権
命

令
の
よ
う
な
財
政
法
に
代
わ
り
う
る
命
令
を
発
動
す
る
の
は
違
憲
だ
と
証
明
し
よ
う
と
し
た
⎠
44
⎝

。
こ
れ
に
対
し
て
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
は
﹆
ラ
イ
ヒ

大
統
領
が
第
48
条
第
2
項
の
権
限
に
基
づ
い
て
起
債
授
権
に
ま
で
権
限
を
行
使
し
う
る
か
﹆
と
い
う
こ
の
問
題
に
﹁
肯
定
的
に
答
え
﹆［
な

ぜ
な
ら
］
第
87
条
は
﹆
さ
ま
ざ
ま
の
根
拠
か
ら
独
裁
を
制
約
す
る
規
定
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵keine diktaturfeste B
estim

m
ung

︶［
か
ら
］
と
述

べ
た
﹂︵S.351

傍
点
引
用
者
︶
の
だ
﹆
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
指
摘
す
る
。
そ
の
結
果
﹆
ラ
イ
ヒ
憲
法
は
﹆
ラ
イ
ヒ
法
律
と
い
う
や
り
方
で
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

み0

起
債
授
権
︵K

rediterm
ächtigung

︶
を
な
し
う
る
と
し
て
い
る
［
そ
の
限
り
で
﹆起
債
規
定
た
る
第
87
条
に
は
法
律
の
留
保
が
存
す
る
］

に
も
か
か
わ
ら
ず
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
は
﹆
第
48
条
に
よ
っ
て
起
債
授
権
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
︵S.351

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
シ
ュ
ミ
ッ

ト
は
述
べ
る
⎠
45
⎝

。
こ
の
よ
う
に
﹆﹁
独
裁
を
制
約
す
る
﹂︵“diktaturfest ”
︶
と
い
う
こ
の
概
念
は
﹆﹁
法
律
の
留
保
﹂︵G

esetzvorbehalt

︶
と

の
関
連
に
お
い
て
の
み
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
概
念
で
あ
り
﹆
そ
の
他
の
場
合
に
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
﹆
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
指
摘
す

る
。
だ
か
ら
﹁
憲
法
は
第
48
条
の
中
へ
と
崩
壊
し
﹆
そ
れ
以
外
の
全
規
定
は
独
裁
を
制
約
し
な
い
な
ど
と
﹆
あ
た
か
も
こ
こ
で
主
張
さ
れ
た

か
の
よ
う
に
﹂
言
わ
れ
た
発
言
に
つ
い
て
は
﹆
私
は
﹆
そ
れ
を
法
律
家
に
値
し
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

発
言
と
し
て
︵als eines Juristen unw

ürdig

︶
却
下

0

0
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す
る

0

0

こ
と
で
甘
ん
じ
よ
う
︵S.351

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
高
飛
車
な
発
言
を
す
る
。

第
四
の
問
題
は
﹆
第
48
条
の
﹁
独
立
の
権
限
規
範

0

0

0

0

0

0

0

﹂
の
効
力
の
拡
大
と
い
う
問
題
︵die Frage der A

usdehnung der W
irkungen 

der selbstädigen Zuständigkeitsnorm
 des A

rt. 48

︶
で
あ
り
﹆
こ
れ
が
第
17
条
と
の
関
係
で
は
い
か
に
扱
わ
れ
る
べ
き
か
︵S.351

強

調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶
と
い
う
﹆
第
Ⅷ
章
で
の
一
回
目
の
弁
論
で
も
言
及
し
た
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
﹆
ラ
ン
ト
の
独
立
性

0

0

0

0

0

0

0

の
主
張
の
根
拠
と

し
て
原
告
側
か
ら
第
17
条
が
援
用
さ
れ
て
い
る
の
で
﹆
そ
の
第
17
条
が
﹆﹁
独
立
の
権
限
規
範
﹂
と
し
て
の
第
48
条
か
ら
ど
こ
ま
で
制
約
さ

れ
る
の
か
﹆
さ
れ
な
い
の
か
﹆
と
い
う
点
の
解
釈
が
﹆
決
定
的
に
重
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
が
同
じ
く
ラ
イ
ヒ
憲
法
第
17
条
に
関
連
し
て
引
用
し
た
国
事
裁
判
所
の
判
決
録
﹆
民
事
編
纂
第

一
三
五
巻
収
録
の
判
決
に
言
及
し
つ
つ
﹆
そ
こ
か
ら
﹆
第
17
条
も
﹆﹁
独
立
の
権
限
規
範
﹂
に
対
し
て
は
譲
歩
す
る
一
つ
の
権
限
規
範
と
し

て
︵als eine vor der selbständigen Zusändigkeitsnorm

 zurückw
eichende Zuständigkeitsnorm

︶
の 

﹆
第
二
の
機
能
を
も
持
つ
﹆

と
い
う
結
論
を
引
き
出
す
。
つ
ま
り
﹆
第
17
条
の
第
一
の
機
能
は
﹆
積
極
的
な
機
能
﹆
す
な
わ
ち
﹆
第
48
条
も
状
況
に
応
じ
て
特
に
強
力
な

や
り
方
で
担
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
同
質
性
機
能
︵H

om
ogenitätsfunktion

︶
で
あ
る
。
そ
し
て
第
17
条
は
﹆
第
二
の
機
能
と
し
て
﹆﹁
権

限
規
範
﹂
の
性
質
を
含
む
消
極
的
な
機
能
を
持
つ
の
だ
﹆
と
い
う
。

ラ
ン
ト
の
独
立
性

0

0

0

が
強
調
さ
れ
﹆
そ
れ
に
よ
っ
て
﹆
例
外
事
態
に
お
け
る
ラ
イ
ヒ
権
限
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
議
論
が
繰
り
返
さ
れ
て
い

る
︵
強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶
が
﹆
こ
れ
ら
の
議
論
は
﹆
憲
法
の
構
成
全
体
に
基
づ
く
従
来
の
実
務
の
や
り
方
の
掌
握
に
と
っ
て
適
切
な
議
論
で

は
な
い
︵S.351

︶。
ラ
イ
ヒ
権
力
と
ラ
ン
ト
権
力
と
の
相
互
干
渉
性
が
存
在
し
な
け
れ
ば
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ヒ
は
一
瞬
た
り
と
も
存
続
し
え
な

い
﹆
し
か
し
ま
た
﹆
ラ
ン
ト
が
存
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
﹆
ラ
ン
ト
に
属
す
る
の
は
何
か
﹆
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
問
い
を
立
て
﹆
ラ

ン
ト
と
は
﹆
ラ
ン
ト
憲
法
か
﹆
ラ
ン
ト
議
会
か
﹆
ラ
ン
ト
政
府
か
﹆
と
論
じ
る
︵S.352

︶。
結
局
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆
ラ
ン
ト
憲
法
自
身
も

不
確
実
で
あ
る
し
﹆﹁
現
行
ラ
イ
ヒ
憲
法
に
よ
れ
ば
﹆
以
下
の
よ
う
な
こ
と
は
到
底
言
え
な
い
。
つ
ま
り
﹆
そ
の
時
々
の
ラ
ン
ト
政
府
は
﹆

そ
れ
が
議
会
の
多
数
派
に
基
づ
く
の
で
あ
れ
﹆
事
務
管
理
内
閣
で
あ
れ
﹆
あ
る
い
は
﹆
官
職
を
剥
奪
さ
れ
た
事
務
管
理
内
閣
と
し
て
活
動
し



157 「プロイセン対ライヒ」裁判における
カール・シュミットとヘルマン・ヘラー

て
い
る
政
府
で
あ
れ
﹆
い
ず
れ
も
﹆
自
己
を
い
わ
ば
ラ
ン
ト
と
同
一
視
し
う
る
﹆
と
か
﹆
ま
た
﹆
ラ
ン
ト
が
持
つ
自
己
の
存
続
に
つ
い
て
の

不
可
侵
の
権
利
は
﹆
権
力
の
占
有
と
こ
れ
が
ま
さ
し
く
持
っ
て
い
る
諸
機
能
に
つ
い
て
の
不
可
侵
の
権
利
へ
と
変
質
し
う
る
だ
ろ
う
と
は
﹆

到
底
言
え
な
い
﹂︵S.352

︶
と
結
論
す
る
。

ま
た
こ
の
関
連
で
﹆
ラ
ン
ト
公
務
員
の
性
格
づ
け
を
め
ぐ
る
問
題
﹆
た
と
え
ば
﹆
バ
イ
エ
ル
ン
王
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
﹆
ラ
イ
ヒ
に
勤
務

し
﹆
ラ
イ
ヒ
の
管
轄
事
項
を
扱
い
﹆
ラ
イ
ヒ
の
国
家
権
力
を
持
つ
﹆
ラ
イ
ヒ
に
と
っ
て
の
間
接
的
な
公
務
員
は
﹆
ラ
イ
ヒ
公
務
員
か
﹆
ラ
ン

ト
公
務
員
か
と
い
う
有
名
な
バ
イ
エ
ル
ン
の
委
任
論
争
に
見
ら
れ
る
見
解
の
対
立
は
﹆
従
来
か
ら
存
在
す
る
︵S.352

︱353

︶
と
指
摘
す
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆
こ
の
法
廷
で
も
﹆
ラ
ン
ト
の
な
す
こ
と
は
﹆
す
べ
て
ラ
ン
ト
の
国
家
権
力
で
あ
り
﹆
ラ
ン
ト
の
名
に
お
い
て
の
み
な
す

こ
と
が
許
さ
れ
﹆
ラ
イ
ヒ
の
な
す
こ
と
は
全
て
﹆
ラ
イ
ヒ
の
国
家
権
力
で
あ
り
﹆
ラ
イ
ヒ
の
名
に
お
い
て
の
み
な
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
﹆
と

い
っ
た
よ
う
な
﹆
全
く
内
容
を
伴
わ
な
い
術
語
上
の
争
い
﹆
全
く
無
内
容
の
レ
ッ
テ
ル
貼
り
に
堕
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
﹆
と
疑
念
を
呈

す
る
︵S.353

︶。

し
か
し
こ
こ
で
﹆
第
17
条
と
第
48
条
と
の
関
係
で
重
要
な
の
は
﹆
ラ
イ
ヒ
が
﹆
ラ
イ
ヒ
法
上
の
優
先
権
に
よ
っ
て
﹆
自
ら
を
ラ
ン
ト
機
関

へ
と
接
合
す
る
︵sich einfügen

︶
点
﹆
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
切
り
替
え
︵U

m
schaltung

︶
が
始
ま
る
﹆
そ
う
し
た
点
で
あ
り
﹆
切

り
替
え
﹆
変
換
︵T

ransform
ation

︶
と
い
っ
た
概
念
は
﹆
ま
さ
し
く
［
ラ
ン
ト
の
］
独
立
性
に
対
す
る
尊
重
を
最
大
限
に
示
す
表
現
だ

︵S.353

︶﹆
と
い
う
。

第
五
の
問
題
は
﹆
以
上
の
よ
う
な
﹁
切
り
替
え
﹂
に
よ
る
﹁
執
行
権
力
の
移
行

0

0

0

0

0

0

0

﹂︵Ü
bergang der Vollziehenden G

ew
alt

︶
の
場
合

の
範
囲

0

0

の
問
題
で
あ
る
︵
傍
点
引
用
者
︶。
つ
ま
り
﹆
移
行
さ
れ
る
権
限
は
い
か
な
る
範
囲
に
及
ぶ
か
﹆
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ

ト
は
﹆
公
共
の
安
全
と
秩
序

0

0

0

0

0

を
再
建
す
る
た
め
の
ラ
イ
ヒ
権
限
は
﹆
周
知
の
通
り
非
常
に
広
く
︵
強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶﹆
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー

が
そ
う
し
た
よ
う
に
﹁
警
察
権
力
﹂︵die Polizeigew

alt

︶﹆
さ
ら
に
は
﹆﹁
治
安
警
察
﹂︵die Sicherheitspolizei

︶
と
い
っ
た
狭
い
警
察

法
上
の
概
念
が
扱
う
領
域
へ
と
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
﹆
公
共
的
生
活
全
体

0

0

0

0

0

0

0

︵das gesam
te öffentliche Leben

︶
に
関
与
す
る
事
柄

0

0

0

0

0

0

0
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ま
で
及
ぶ
の
で
あ
り
﹆
こ
う
し
た
考
え
方
は
最
高
裁
判
所
の
多
く
の
議
論
に
も
合
致
す
る
︵S.353

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
い
う
。

さ
ら
に
﹆
経
済
的

0

0

0

﹆
財
政
的

0

0

0

な
事
柄
が
こ
の
よ
う
な
観
点
に
含
ま
れ
る
こ
と
︵
傍
点
引
用
者
︶﹆
ま
た
﹆
そ
う
し
た
措
置
の
実
施
に
際
し

て
﹆
全
て
が
細
部
に
わ
た
っ
て
こ
の
目
的
に
役
立
つ
こ
と
は
必
要
と
は
さ
れ
な
い
﹆
と
い
う
こ
と
は
﹆
本
来
﹆
既
に
戦
争
中
の
﹁
執
行
権
力

0

0

0

0

の
移
行
﹂
の
実
務
に
お
い
て
充
分
明
確
に
さ
れ
て
い
た
事
柄
だ
︵S.353

強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶﹆
と
い
う
。
そ
の
場
合
﹆﹁
執
行
権
力
の
移
行
﹂

に
お
い
て
﹆
指
揮
権
を
持
つ
将
軍
﹆
あ
る
い
は
﹆
軍
事
命
令
権
者
が
﹆
ラ
ン
ト
公
務
員
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
こ
う
し
た

誤
解
が
﹆
ペ
ー
タ
ー
ス
の
議
論
の
基
礎
に
も
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
﹆
法
律
家
に
と
っ
て
も
理
解
す
る
こ
と
が
い
か
に
難
し
い
問
題
で
あ
る

か
が
分
か
る
と
い
う
。

ラ
イ
ヒ
の
機
関
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹆
彼
ら
の
指
揮
下
に
ラ
ン
ト
行
政
が
入
る
﹆
も
ち
ろ
ん
そ
の
際
﹆
ラ
ン
ト
公
務
員
は
ラ
ン
ト
公

務
員
と
い
う
身
分
を
持
っ
た
ま
ま
﹆
す
な
わ
ち
﹆
ラ
ン
ト
国
家
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
な
く
﹆
ラ
イ
ヒ
機
関
の
直
接
の
命
令

に
服
す
る
。
た
と
え
ば
バ
ー
デ
ン
代
表
は
﹆
戦
時
状
態
の
全
活
動
期
間
を
通
じ
て
ラ
イ
ヒ
の
軍
事
命
令
権
者
が
執
行
権
力
の
保
持
者
で
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹆
自
分
は
バ
ー
デ
ン
の
公
務
員
で
あ
り
続
け
バ
ー
デ
ン
警
察
権
力
を
行
使
し
た
﹆
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
争
わ
な
か
っ

た
﹆
こ
の
点
こ
そ
が
﹆
こ
の
関
連
で
﹆
私
が
重
要
と
考
え
る
唯
一
の
こ
と
な
の
だ
︵S.353

︱354

︶
と
。

次
い
で
﹆
さ
ら
に
広
い
範
囲
に
及
ぶ
﹁
執
行
権
力
の
移
行
﹂
問
題
に
ま
で
﹆
議
論
を
拡
大
す
る
︵S.354

︶。
そ
れ
は
﹆
通
説
的
解
釈
や
﹆

一
九
一
四
年
か
ら
一
九
一
八
年
の
戦
争
状
態
に
お
け
る
実
務
に
よ
っ
て
当
時
提
出
さ
れ
た
観
点
で
あ
り
﹆
そ
こ
で
は
﹆
ラ
イ
ヒ
権
力
を
行

使
す
る
ラ
イ
ヒ
機
関
が
﹆
ラ
ン
ト
の
組
織
に
直
接
的
に
挿
入
さ
れ
た
。
こ
の
ラ
イ
ヒ
機
関
に
﹆
一
つ
の
複
合
体
︵K

om
plex

︶﹆
す
な
わ
ち
﹆

個
々
の
ラ
ン
ト
機
関
が
で
は
な
く
﹆
ラ
ン
ト
機
関
と
い
う
複
合
体
全
体
そ
の
も
の
が
﹆
服
従
し
た
。
も
ち
ろ
ん
﹆
そ
う
し
た
服
従
を
行
う
に

も
か
か
わ
ら
ず
﹆
ラ
ン
ト
機
関
は
ラ
ン
ト
国
家
権
力
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
﹆
指
揮
権
を
持
つ
将
軍
が
﹆
ラ
ン
ト

公
務
員
に
対
し
て
﹆
懲
戒
権
を
行
使
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
た
。
将
軍
に
﹆
統
計
を
扱
う
ラ
ン
ト
公
務
員
も
服
従
し
﹆
塩
の
管
理
も
委

ね
ら
れ
て
い
た
が
﹆
こ
れ
ら
に
争
い
は
な
か
っ
た
﹆
と
い
う
。
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そ
も
そ
も
﹁
行
政
権
﹂
と
は
﹁
立
法
権
﹂
で
は
な
い
も
の
﹆
司
法
権
で
は
な
い
も
の
の
全
て
な
の
で
あ
り
﹆
こ
れ
は
一
八
五
〇
年
プ
ロ
イ

セ
ン
憲
法
の
﹁
行
政
権
﹂
に
つ
い
て
の
有
名
な
定
義
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
﹁
行
政
権
﹂
は
﹆
公
共
の
安
寧
﹆
安
全
と
秩
序
の
再
建
と
維
持

と
い
う
狭
い
警
察
法
上
の
意
味
で
考
え
ら
れ
る
警
察
的
機
能
の
行
使
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
以
上
の
点
は
﹆
第
48
条
第
2
項
の
解

釈
に
役
立
つ
範
囲
で
の
み
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
六
の
問
題
圏
と
し
て
﹆
外
国
法
と
の
類
比
に
関
し
て
議
論
に
な
っ
た
点
﹆
す
な
わ
ち
﹆
ア
メ
リ
カ
の
事
例
と
ス
イ
ス
の
事
例
に
言
及
す

る
。
既
に
述
べ
た
が
﹆
グ
ラ
ウ
の
命
題
﹁
ラ
イ
ヒ
権
力
と
ラ
ン
ト
権
力
と
は
相
互
不
可
侵
で
あ
る
﹂
は
﹆
わ
が
国
の
憲
法
と
は
異
質
な
憲
法

の
考
え
方
﹆
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ

0

0

0

0

憲
法
の
考
え
方
に
由
来
す
る
︵S.354

強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶。
し
か
し
同
時
に
私
は
﹆
ア
メ
リ
カ
憲
法
の

場
合
で
も
﹆
連
邦
野
戦
司
令
官
に
民
兵
が
服
従
す
る
可
能
性
を
持
つ
の
は
自
明
だ
と
い
う
こ
と
も
既
に
強
調
し
た
︵S.354

︶
と
い
う
。

次
に
ス
イ
ス
の
事
例
に
つ
い
て
。
ス
イ
ス

0

0

0

の
﹁
行
政
権
﹂﹆﹁
干
渉
﹂
の
歴
史
﹆
第
1
0
2
条
の
権
限
の
歴
史
は
﹆
ス
イ
ス
に
お
い
て
は

﹁
干
渉
﹂
の
方
向
で
発
展
し
て
き
た
︵S.355
強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶﹆
連
邦
権
力
が
カ
ン
ト
ン
の
権
力
に
優
越
す
る
こ
と
は
全
く
明
確
で
あ
り
﹆

こ
こ
で
一
八
九
一
年
の
ヒ
ル
テ
ィ
の
論
文
に
ま
で
立
ち
戻
る
必
要
は
な
い
⎠
46
⎝

﹆
そ
ん
な
こ
と
を
し
な
く
と
も
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
多
く
の
文

献
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
非
常
に
多
く
の
重
要
な
文
献
か
ら
﹆
た
ま
た
ま
読
ん
だ
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵Zufallslektüre

︶
に
基
づ
い
て

0

0

0

0

0

﹆
な
ぜ
一
八 

九
一
年
の
非
常
に
短
い
ヒ
ル
テ
ィ
の
論
文
が
引
用
さ
れ
た
の
か
︵
傍
点
引
用
者
︶。
む
し
ろ
一
九
一
二
年
の
シ
ョ
レ
ン
ベ
ル
グ
の
弟
子
⎠
47
⎝

に
よ

る
ス
イ
ス
の
﹁
干
渉
権
﹂
に
つ
い
て
の
詳
細
な
論
述
の
中
で
﹁
干
渉
﹂
を
行
う
際
の
ス
イ
ス
連
邦
の
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
の
権
限
に
つ
い
て
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
彼
は
﹆
彼
の
師
と
同
様
﹆
状
況
が
必
要
と
し
て
い
る
な
ら
あ
ら
ゆ
る
﹁
干
渉
﹂
を
な
し
う
る
﹆
国
家
権
力
や
統
治
権
力
な
ど

へ
の
﹁
干
渉
﹂
は
許
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
う
も
言
っ
て
い
る
﹆
と
﹆
引
用
箇
所
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
読
み
上
げ
る
。

そ
れ
と
全
く
同
様
に
﹆
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
に
は
﹆
全
て
の
国
家
権
力
と
司
法
権
力
の
掌
握
の
た
め
に
﹆
独
裁
的
権
力
と
同
等
の
権

力
を
自
ら
に
要
求
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
う
る
︵S.355

︶。
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さ
ら
に
五
〇
頁
で
は
﹆﹁
干
渉
は
﹆
カ
ン
ト
ン
の
全
権
力
﹆
あ
る
い
は
そ
の
一
部
を
連
邦
へ
と
移
行
す
る
こ
と
を
生
じ
さ
せ
る
﹂
と
述
べ
て

い
る
︵S.355

︶﹆
と
指
摘
す
る
。

ま
た
﹆
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
一
五
二
頁
で
は
﹆
ス
イ
ス
連
邦
の
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
は
﹆
カ
ン
ト
ン
の
立
法
者
の
活
動
を
も
停
止
さ
せ
﹆
あ
る

い
は
暫
定
的
に
そ
の
立
法
者
の
地
位
に
﹆
自
ら
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
そ
れ
は
﹆
立
法
者
が
自
己
の
権
限
を
行
使
で
き
な
い
よ
う
な

状
態
に
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
﹆
と
い
う
。

次
に
再
び
ア
メ
リ
カ
の
事
例
に
言
及
し
﹆
最
高
裁
判
所
の
有
名
な
判
例
で
は
﹆
憲
法
に
は
﹆
州
の
権
力
﹆
特
に
連
邦
権
力
に
対
し
て
敵
対

的
な
州
の
権
力
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
﹆
い
か
な
る
障
害
も
な
い
﹆
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
﹆
国
家
権
力
﹆
す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ
の
場

合
に
は
連
邦
権
力
の
優
越
性
は
全
く
自
明
の
こ
と
だ
﹆
と
い
う
。

最
後
の
締
め
く
く
り
と
し
て
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆
イ
エ
ナ
の
国
法
学
者
大
会
に
お
い
て
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
が
引
用
し
た
表
現
﹆
す
な
わ

ち
﹆
ゲ
オ
ル
ク
・
イ
ェ
リ
ネ
ク
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
﹁
政
府
の
行
為
に
つ
い
て
は
合
法
性
の
推
定
が
な
さ
れ
る
﹂
と
い
う
表
現
に
言
及

し
﹆
そ
の
上
で
﹆
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
は
国
家
的

0

0

0

立
場
か
ら
自
分
の
解
釈
を
と
る
﹆
と
語
っ
た
﹆
と
述
べ
﹆
私
も
ま
た
第
48
条
の
自
分
の
解
釈

を
国
家
的
立
場
か
ら
採
用
す
る
︵S.355

強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶﹆
と
結
ん
だ
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
発
言
の
直
後
に
﹆
裁
判
長
ブ
ム
ケ
は
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
対
し
て
か
な
り
厳
し
い
表
現
上
の
注
意
を
与
え
る
︵S.355

︱

356

︶。
指
摘
さ
れ
た
問
題
の
表
現
は
四
つ
に
わ
た
っ
た
。
第
一
に
﹆﹁
街
頭
演
説
家
﹂︵Straßenredner

︶
と
い
う
表
現
。
第
二
は
﹆﹁
お
よ

そ
法
律
家
と
し
て
訓
練
さ
れ
﹆
法
律
家
と
し
て
の
経
験
を
持
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
だ
が
﹆
反
対
側
の
誰
一
人
と
し
て
﹂︵“niem

and auf der 

G
egenseite, sow

eit er überhaupt juristisch inform
iert und erfahren ist ”

︶
と
い
っ
た
言
い
方
を
し
た
こ
と
。
第
三
は
﹆
あ
る
特
定

の
議
論
を
﹁
法
律
家
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
﹂︵“eines Juristen unw

ürdig ”

︶
も
の
と
み
な
し
て
却
下
す
べ
き
だ
と
語
っ
た
こ
と
。
そ
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し
て
﹆
第
四
に
﹆﹁
た
ま
た
ま
の
読
書
﹂︵“Zufallslektüre ”

︶
と
い
う
表
現
。
ブ
ム
ケ
は
﹆
こ
う
し
た
一
連
の
表
現
や
語
法
を
用
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
﹆
あ
な
た
の
議
論
は
ま
さ
し
く
﹁
街
頭
演
説
家
﹂
の
如
く
だ
﹆
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
批
判
す
る
。
さ
ら
に
﹆
最
後
の
表
現
な
ど
は
﹆

特
定
人
物
﹆
つ
ま
り
ヘ
ラ
ー
を
さ
し
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
明
白
だ
﹆
と
指
摘
し
﹆
立
ち
入
っ
て
ヘ
ラ
ー
を
以
下
の
よ
う
に
弁
護
す
る
。

ヘ
ラ
ー
教
授
が
﹆
文
献
全
体
の
中
か
ら
偶
然
に
も
こ
の
も
の
に
ぶ
つ
か
り
﹆
そ
の
一
冊
だ
け
で
満
足
し
て
い
る
と
み
な
そ
う

と
し
た
見
解
は
﹆
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
ヘ
ラ
ー
教
授
の
議
論
全
体
が
﹆
た
ま
た
ま
の
読
書
︵zufällige Lektüre

︶
に
基
づ

く
の
で
は
な
く
﹆
徹
底
的
な
研
究
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
は
自
明
だ
と
思
わ
れ
﹆
こ
の
こ
と
に
全
く
疑
念
の
余
地
は
な
い

︵S.356

︶。

さ
ら
に
﹆
こ
の
法
廷
に
出
席
し
て
い
る
﹆
か
ね
て
か
ら
敬
意
を
抱
い
て
い
る
人
々
の
う
ち
﹆
た
だ
一
人
と
し
て
﹆﹁
お
よ
そ
法
律
家
と
し
て

訓
練
さ
れ
﹆
法
律
家
と
し
て
の
経
験
を
持
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
だ
が
﹆
反
対
側
の
誰
一
人
と
し
て
﹂
と
い
っ
た
表
現
が
当
て
は
ま
る
人
は
﹆

決
し
て
い
な
い
と
確
信
す
る
﹆
と
ブ
ム
ケ
は
述
べ
る
。

4
．
ヘ
ラ
ー
：

（27）  V
III. S.356.

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
対
す
る
﹆
ブ
ム
ケ
の
立
ち
入
っ
た
忠
告
に
よ
っ
て
溜
飲
を
下
げ
た
の
か
﹆
ヘ
ラ
ー
は
﹆
ブ
ム
ケ
の
す
ぐ
後
で
﹆
短
い
発
言

を
差
し
挟
み
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
揶
揄
し
た
ス
イ
ス
の
事
例
に
関
す
る
文
献
引
用
問
題
の
み
を
取
り
上
げ
﹆
こ
れ
に
余
裕
を
も
っ
て
応
じ
る
⎠
48
⎝

。

ヘ
ラ
ー
は
﹆
自
分
が
法
廷
で
し
ば
し
ば
言
及
し
た
ヒ
ル
テ
ィ
は
ス
イ
ス
の
最
も
著
名
な
憲
法
史
学
者
の
一
人
で
あ
り
﹆
だ
か
ら
ヒ
ル
テ
ィ
が

私
の
﹁
た
ま
た
ま
読
ん
だ
も
の
﹂︵Zufallslektüre

︶
の
中
に
入
っ
た
の
だ
ろ
う
﹆
と
発
言
し
﹆
一
堂
大
笑
い
と
な
る
。
し
か
し
こ
れ
と
は
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対
照
的
に
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
重
視
し
た
グ
ネ
ー
ム
の
労
作
は
﹆
そ
の
著
作
以
外
で
は
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
若
い
人
の
非
常
に
小
さ
な
博
士

論
文
で
あ
る
が
﹆
も
ち
ろ
ん
こ
の
労
作
も
﹆
私
の
﹁
た
ま
た
ま
の
読
書
﹂
か
ら
外
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
も
そ
の
五
三
頁
に
は
﹆
シ
ュ
ミ
ッ

ト
が
こ
こ
で
主
張
し
た
の
と
ま
さ
し
く
反
対
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
の
だ
が
﹆
そ
こ
に
は
﹆
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
﹆
と
し

て
以
下
の
引
用
を
読
み
上
げ
る
。

連
邦
は
﹆
最
大
の
緊
急
事
態
の
場
合
に
の
み
﹆
そ
の
よ
う
な
独
裁
と
い
う
手
段
を
頼
み
と
す
べ
き
で
あ
り
﹆
ま
た
﹆
そ
の
よ
う

な
手
段
を
頼
み
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
﹆
そ
う
し
た
独
裁
と
い
う
手
段
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
が
﹆
全
て
失
敗

し
た
後
に
﹆
初
め
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
︵S.356

︶。

そ
し
て
ヘ
ラ
ー
は
﹆﹁
私
の
た
ま
た
ま
の
読
書
が
﹆
こ
う
し
た
文
章
を
も
手
に
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
て
く
れ
た
こ
と
を
﹆
私
は
嬉
し
く
思

う
﹂
と
結
び
﹆
再
び
﹆
一
堂
の
大
笑
い
を
誘
っ
た
﹆
と
速
記
者
は
記
し
て
い
る
︵S.356

︶。

ヘ
ラ
ー
の
こ
の
発
言
の
後
﹆
一
〇
分
ほ
ど
で
一
四
日
の
午
前
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
終
わ
り
﹆
午
後
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
再
開
⎠
49
⎝

か
ら
四
〇
分
程

で
﹆
第
2
項
の
﹁
権
限
﹂
問
題
︵
第
Ⅷ
章
︶
の
議
論
は
終
了
と
な
る
。

5
．
小
括

第
Ⅷ
章
第
48
条
第
2
項
の
﹁
権
限
﹂
に
つ
い
て
の
議
論
は
﹆
外
国
法
の
参
照
を
含
め
さ
ま
ざ
ま
の
論
点
に
及
ん
だ
が
﹆
核
心
を
な
す
争
点

は
﹆﹁
独0

裁0

︵
権
︶
の
本
質

0

0

0

﹂
を
め
ぐ
る
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
対
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
対
決
で
あ
り
﹆
第
Ⅴ
章
と
同
様
﹆
ヘ
ラ
ー
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
批
判



163 「プロイセン対ライヒ」裁判における
カール・シュミットとヘルマン・ヘラー

は
限
ら
れ
た
範
囲
に
留
ま
り
﹆
こ
こ
で
の
核
心
的
問
題
に
触
れ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
第
Ⅷ
章
に
お
け
る
論
戦
は
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ

て
は
最
も
力
の
こ
も
っ
た
も
の
で
あ
り
﹆
こ
の
裁
判
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
側
か
ら
見
た
場
合
﹆
一
つ
の
大
き
な
山
場
を
な
し
て
い
る
と
見
る
べ

き
で
あ
る
が
﹆
そ
う
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
に
対
す
る
全
面
的
か
つ
根
源
的
対
決
者
と
し
て
立
ち
は
だ
か
っ
た
の
は
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
で

あ
っ
た
。

第
48
条
第
2
項
の
﹁
権
限
﹂
に
関
す
る
議
論
を
﹆
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
﹁
独
裁
の
本
質
﹂
と
は
何
か
に
つ
い
て
の
見
解
か
ら

出
発
す
る
。
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
﹆﹁
独
裁
権
に
つ
い
て
も
法
的
限
界

0

0

が
存
す
る
﹂
と
い
う
点
に
﹁
独
裁
の
本
質
﹂
が
あ
る
。
そ
し
て
﹆

独
裁
の
法
的
限
界
を
画
す
る
議
論
の
基
本
概
念

0

0

0

0

と
な
る
も
の
が
﹆﹁
独
裁
権
制
約
性
﹂︵D

iktaturfestigkeit

︶
な
い
し
﹁
独
裁
権
を
制
約
す

る
法
律
の
留
保
﹂︵diktaturfeste G

esetzvorbehalte

︶
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
示
す
﹁
独
裁
の
本
質
﹂
は
﹆
独
裁
の
例
外
性

0

0

0

﹆
予
見
不
可
能
性
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
﹆
ア
ン
シ
ュ
ッ

ツ
の
﹁
独
裁
を
制
約
す
る
法
律
の
留
保
﹂
の
議
論
に
対
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
反
駁
を
根
底
で
支
え
る
基
本
概
念

0

0

0

0

は
﹆﹁
独
立
の
権
限
規
範
／

規
定
﹂︵selbstständige Zuständigkeitsnorm

/-vorschrift

︶
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
は
﹆﹁
独
裁
権
制
約
性
﹂
と
い
う

概
念
に
基
づ
い
て
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹆
独
裁
︵
権
︶
に
よ
っ
て
す
ら
も
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
憲
法
規
定
は
何
か
﹆
と
問
い
を
発

す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆
第
48
条
の
﹁
独
立
の
権
限
規
範
﹂
と
し
て
の
性
格
の
ゆ
え
に
﹆
独
裁
︵
権
︶
は
﹆
明
文
上
列
記
さ

れ
て
い
る
七
基
本
権
以
外
の
ど
こ
ま
で

0

0

0

0

0

0

0

他
の
憲
法
条
項
を
侵
害
し
う
る
か
﹆
と
問
い
を
立
て
る
。
こ
の
二
つ
の
逆
方
向
の
問
い
が
正
面
衝
突

し
た
憲
法
条
項
が
﹆﹁
ラ
ン
ト
の
独
立
性
﹂
の
根
拠
と
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
側
が
援
用
し
た
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
17
条
で
あ
り
﹆
第
17
条
の
意

義
﹆
あ
る
い
は
﹆
第
17
条
と
第
48
条
第
2
項
と
の
関
係
と
い
っ
た
点
が
﹆
第
2
項
の
﹁
権
限
﹂
の
解
釈
上
の
一
大
争
点
と
し
て
問
題
化
し
た

の
で
あ
る
。

﹁
独
裁
の
本
質
﹂
を
め
ぐ
る
﹆
上
に
示
し
た
対
決
の
構
図
に
対
し
て
﹆
ヘ
ラ
ー
は
切
り
込
ん
で
ゆ
く
よ
う
な
弁
論
は
し
て
い
な
い
。
ヘ

ラ
ー
が
提
起
し
た
の
は
﹆
独
裁
権
に
も
課
さ
れ
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
﹁
最
低
限
度
の
組
織
﹂
と
措
置
の
﹁
暫
定
性
﹂
と
い
う
二
つ
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の
明
確
な
﹁
限
界
﹂
を
保
持
し
て
い
た
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
一
九
二
四
年
の
立
場
︵
イ
エ
ナ
の
国
法
学
者
大
会
︶
か
ら
の
﹁
逸
脱
﹂
を
批
判
す

る
指
摘
﹆
お
よ
び
﹆
ス
イ
ス
﹆
フ
ラ
ン
ス
﹆
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
諸
外
国
に
お
け
る
独
裁
権
の
理
論
と
実
際
か
ら
の
参
照
で
あ
っ
た
。

し
か
し
﹆
ヘ
ラ
ー
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
間
で
の
﹆
ス
イ
ス
の
事
例
に
つ
い
て
の
文
献
引
用
の
相
違
を
め
ぐ
る
応
酬
は
﹆
法
廷
に
お
け
る
争
点

の
核
心
に
触
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
﹆
二
人
の
間
の
軋
り
を
垣
間
見
る
こ
と
の
で
き
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

第
7
節　

第
Ⅸ
章
﹁
裁
判
所
の
事
後
審
査
：
相
対
的
限
界
﹂︵S.366

︱391

︶
に
お
け
る
ヘ
ラ
ー

第
48
条
の
法
解
釈
を
め
ぐ
る
第
Ⅴ
章
か
ら
第
Ⅷ
章
ま
で
の
論
争
に
お
い
て
五
回
の
発
言
を
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆
そ
の
後
﹆
最
終
章
に
当

た
る
第
Ⅺ
章
﹁
訴
訟
要
件
﹂
で
の
﹁
最
終
弁
論
﹂
ま
で
沈
黙
を
続
け
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ヘ
ラ
ー
は
﹆
第
Ⅸ
章
﹁
裁
判
所
の
事
後
審
査
：
相

対
的
限
界
﹂
で
一
回︵

（28）
︶﹆
第
Ⅹ
章
﹁
総
括
﹂
で
二
回
︵

（29） 

（30）
︶
発
言
す
る
。

第
Ⅸ
章
﹁
裁
判
所
の
事
後
審
査
：
相
対
的
限
界
﹂
の
議
論
は
﹆
審
理
日
第
五
日
目
の
一
四
日
金
曜
日
の
夕
方
五
時
近
く
に
始
め
ら
れ
﹆
そ

の
日
の
閉
廷
時
刻
︵
七
時
一
五
分
︶
と
同
時
に
終
了
し
て
い
る
。
国
事
裁
判
所
の
事
後
審
査
権
限
を
め
ぐ
る
論
議
に
ま
ず
先
鞭
を
つ
け
た
の

は
ペ
ー
タ
ー
ス
︵S.366

︱369

︶
で
あ
り
﹆
続
い
て
フ
ォ
ン
・
ヤ
ー
ン
︵S.369

︶
が
﹆
ペ
ー
タ
ー
ス
が
示
し
た
基
本
的
な
論
点
に
同
意
す
る

旨
を
短
く
表
明
し
た
。
こ
れ
ら
原
告
側
か
ら
の
二
人
の
発
言
を
受
け
て
﹆
被
告
ラ
イ
ヒ
側
か
ら
ヤ
ー
コ
ビ
が
長
い
弁
論
︵S.369

︱379

︶
を

行
い
﹆
ヘ
ラ
ー
の
発
言
は
﹆
こ
の
ヤ
ー
コ
ビ
へ
の
反
論
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
そ
こ
で
﹆
ヘ
ラ
ー
に
先
立
つ
ペ
ー
タ
ー
ス
﹆
フ
ォ
ン
・
ヤ
ー

ン
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
の
弁
論
の
概
略
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
が
﹆
こ
れ
ら
三
名
の
発
言
の
内
﹆
特
に
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
の
弁
論
は
﹆

ヘ
ラ
ー
の
発
言
の
理
解
に
と
っ
て
も
﹆
こ
の
問
題
の
考
察
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
。
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ペ
ー
タ
ー
ス
は
﹆
裁
判
所
の
﹁
事
後
審
査
権
限
﹂
を
論
ず
る
際
に
﹆﹁
法
的
問
題
﹂︵R

ecgtsfrage

︶﹆﹁
事
実
問
題
﹂︵Tatfrage

︶﹆﹁
裁

量
問
題
﹂︵E

rm
essensfrage

︶
と
い
う
三
つ
の
問
題
を
区
別
し
て
論
ず
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
う
え
で
﹆
ま
ず
﹁
法
的
問
題
﹂
に
つ
い
て

は
﹆
法
的
概
念
の
解
釈
﹆
法
的
要
件
の
確
定
﹆
法
的
推
論
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
な
さ
れ
﹆﹁
事
実
問
題
﹂
に
つ
い
て
は
﹆
構
成
要
件
た
る
事

実
が
存
在
す
る
か
否
か
を
裁
判
所
が
確
認
す
る
﹆
と
述
べ
る
︵S.366

︶。
三
つ
目
の
﹆
い
わ
ゆ
る
﹁
裁
量
問
題
﹂
に
つ
い
て
は
﹆
法
上
当
然

に
︵ipso iure

︶
審
査
し
え
な
い
わ
け
で
は
な
く
﹆﹁
裁
量
﹂
が
﹆
一
定
の
﹆
法
的
に
規
定
さ
れ
た
限
界
の
内
部
に
お
い
て
行
わ
れ
る
べ
き

で
あ
る
限
り
﹆
裁
判
所
に
よ
る
審
査
は
可
能
で
あ
る
︵S.366

︶。
自
分
︵
ペ
ー
タ
ー
ス
︶
の
見
解
と
し
て
も
﹆﹁
自
由
裁
量
﹂
に
は
大
き
な

活
動
領
域
が
事
実
上
与
え
ら
れ
る
︵S.366

︶
が
﹆
し
か
し
﹁
法
的
限
界
﹂
と
し
て
の
﹁
裁
量
の
限
界
﹂
が
存
在
す
る
こ
と
に
は
疑
念
の
余

地
は
な
い
︵S.367

︶。
つ
ま
り
﹁
自
由
裁
量

0

0

﹂
は
﹁
法
的
限
界
﹂
を
持
つ
︵S.367

強
調
ペ
ー
タ
ー
ス
︶
の
で
あ
り
﹆﹁
法
的
限
界
﹂
と
し

て
の
﹆
措
置
の
必
要
性
︵S.367

︶﹆
比
例
性

0

0

0

︵S.368

︶﹆
目
的
拘
束
性

0

0

0

0

0

︵S.368

︶
は
﹆﹁
裁
量
問
題
﹂
と
い
え
ど
も
裁
判
所
の
審
査
対
象
と

さ
れ
る
︵
強
調
ペ
ー
タ
ー
ス
︶﹆
そ
し
て
﹁
裁
量
の
越
権
﹂
と
﹁
裁
量
の
濫
用
﹂
は
法
違
反
︵R

echtsverletzungen

︶
と
し
て
司
法
的
に

審
査
さ
れ
う
る
︵S.368

︶﹆
と
論
じ
た
。
フ
ォ
ン
・
ヤ
ー
ン
も
﹆
わ
れ
わ
れ
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
﹆
ま
さ
に
﹆
第
48
条
第
1
項
と
第
2

項
に
基
づ
く
大
統
領
の
﹁
裁
量
﹂
に
よ
る
措
置
に
つ
い
て
の
﹆
一
定
の
絶
対
的
制
約
︵bestim

m
te absolute Schranken

︶﹆
法
的

0

0

制
約

︵R
echtsschranken

︶
だ
﹆
と
述
べ
﹆
ペ
ー
タ
ー
ス
の
提
示
し
た
論
点
に
同
意
す
る
旨
﹆
発
言
す
る
︵S.369

強
調
フ
ォ
ン
・
ヤ
ー
ン
︶。

以
上
に
対
し
て
﹆
被
告
側
か
ら
ヤ
ー
コ
ビ
が
弁
論
を
行
い
﹆﹁
裁
量

0

0

に
対
す
る
審
査
権
﹂
の
問
題
を
取
り
上
げ
﹆
通
説
と
多
く
の
判
例

に
言
及
す
る
が
﹆
そ
の
結
論
は
﹆﹁
政
治
的
な
裁
量
問
題

0

0

0

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
は
裁
判
所
に
よ
る
事
後
審
査
権
の
限
定

0

0

︵eine B
eschränkung der 

N
achprüfung

︶
が
生
ず
る
﹂︵S.379

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

ヤ
ー
コ
ビ
は
ま
ず
﹆﹁
裁
量
に
関
す
る
審
査
権
﹂
の
問
題
は
﹆
例
外
的
な
ラ
イ
ヒ
警
察
権
力
か
ら
で
は
な
く
﹆
こ
れ
と
は
異
質
な
も
の
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で
あ
る
﹁
独
裁
権
力
の
本
質
﹂
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹆
と
述
べ
﹆
こ
の
点
を
強
調
す
る
の
は
ペ
ー
タ
ー
ス
に
対
し
て
で
は
な

く
﹆﹁
独
裁
権
力
﹂
を
警
察
的
解
釈
に
限
定
す
る
傾
向
の
あ
る
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
に
対
抗
し
て
強
調
す
る
と
述
べ
る
︵S.369

︶。
第
2
項
に

基
づ
く
﹁
独
裁
権
力
の
本
質
﹂
と
は
﹆
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
重
大
な
障
害
﹆
危
険
が
生
じ
た
場
合
に
必
要
な
措
置
を
と
る
権
利
﹆
つ
ま

り
﹆
予
想
も
で
き
な
い
よ
う
な
事
例
と
状
況

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵unvorhersehbare Fälle und Lagen

︶
の
た
め
に
必
要
な
事
柄
を
処
理
す
る
手
段
を
ラ
イ

ヒ
大
統
領
に
与
え
る
権
力
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
点
に
あ
る
﹆
そ
う
し
た
予
想
も
で
き
な
い
よ
う
な
状
況

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
た
め
に
与
え
ら
れ
て
い
る
権
力

を
予
め
規
定
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵E
ine solche für unvorherssehbare Fälle gegebene G

ew
alt läßt sich nicht im

 voraus 

bestim
m

en. S.369

︱370
傍
点
引
用
者
︶。﹁
独
裁
権
力
の
本
質
﹂
に
は
こ
う
し
た
﹁
裁
量
の
自
由
﹂︵E

rm
essensfreiheit

︶
が
存
在
し
て

い
る
︵S.370

︶﹆
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
ヤ
ー
コ
ビ
の
主
張
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
同
様
﹆
危
険
な
例
外
的
状
況
に
伴
う
予
測
不
可
能
性

0

0

0

0

0

0

を
根
拠
と

し
た
無
規
定
な
裁
量
の
自
由

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
そ
が
﹁
独
裁
権
力
の
本
質
﹂
だ
﹆
と
い
う
も
の
で
あ
る
︵
傍
点
引
用
者
︶。

次
に
ヤ
ー
コ
ビ
は
﹁
通
説
﹂
と
﹁
判
例
﹂
に
言
及
し
﹆
こ
れ
ら
は
以
上
の
見
解
に
従
う
も
の
だ
と
主
張
す
る
。
現
在
の
﹁
通
説
﹂
に
よ
れ

ば
﹆
独
裁
権
力
と
は
単
な
る
警
察
権
力
で
は
な
く
﹆
問
題
と
な
る
の
は
﹆
行
政
行
為
で
は
な
く
統
治
行
為
﹆
行
政
の
裁
量
で
は
な
く
統
治

の
裁
量
で
あ
る
。
例
外
状
況
に
お
け
る
政
治
的
行
為
の
場
合
﹆
起
こ
り
う
る
結
果
と
影
響
を
予
測
し
え
な
い
。
つ
ま
り
あ
る
政
治
的
行
為
が

必
要
か
﹆
目
的
適
合
的
か
に
つ
い
て
一
義
的
判
断
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
ず
﹆
せ
い
ぜ
い
﹆
あ
る
裁
量
に
代
わ
っ
て
も
う
一
つ
別
の
政
治
的

裁
量
を
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
も
し
政
治
的
機
関
に
よ
る
政
治
的
裁
量
に
対
し
て
裁
判
所
の
判
断
が
行
わ
れ
る
な
ら

ば
﹆
国
家
的
権
威
に
対
す
る
﹆
す
な
わ
ち
国
家
そ
の
も
の
に
対
す
る
危
機
が
生
ず
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
﹁
通
説
﹂
は
﹆
裁
判
所
に
よ
る
裁

量
の
事
後
審
査
を
﹆
明
白
な
︵offensichtliche

︶﹆
す
な
わ
ち
﹆
い
か
な
る
議
論
﹆
論
証
が
な
く
と
も
誰
も
が
認
め
う
る
裁
量
の
越
権
﹆
明

白
な
裁
量
の
濫
用
と
い
う
最
も
外
側
の
限
界
に
限
定
し
て
き
た
︵S.371

︶。
そ
れ
ゆ
え
﹁
要
件
﹂
と
﹁
手
段
﹂
に
つ
い
て
は
裁
判
所
の
審
査

を
認
め
て
い
な
い
。﹁
裁
量
問
題
﹂
の
中
で
審
査
可
能
な
も
の
と
し
て
残
る
の
は
﹆
法
の
濫
用
︵R

echtsm
ißbrauch

︶﹆
す
な
わ
ち
﹆
恣
意

︵W
illkür

︶
に
つ
い
て
の
審
査
の
み
で
あ
り
﹆
つ
ま
り
﹆
第
2
項
に
基
づ
く
措
置
が
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
再
建
の
た
め
で
は
な
く
﹆
全
く
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異
な
る
﹁
不
適
切
な
動
機
﹂︵die unsachliche B

ew
eggründe

︶
か
ら
な
さ
れ
る
場
合
の
﹁
裁
量
の
濫
用

0

0

﹂︵S.371

︶
と
﹁
裁
量
の
越
権

0

0

﹂

︵S.372
︶
に
関
し
て
の
み
審
査
し
う
る
︵
強
調
ヤ
ー
コ
ビ
︶。
た
だ
し
﹁
不
適
切
な
動
機
﹂
が
本
質
的
な
動
機
だ
っ
た
場
合
で
も
﹆
そ
れ
だ

け
で
は
﹁
裁
量
の
濫
用
﹂
の
主
張
と
し
て
は
不
十
分
﹆
と
ヤ
ー
コ
ビ
は
主
張
し
た
。

さ
ら
に
も
し
﹆
第
2
項
の
適
用
の
際
の
﹁
要
件
﹂
と
﹁
手
段
﹂
と
が
審
査
さ
れ
る
場
合
に
も
﹆
︱︱
こ
の
点
も
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
同
様

︱︱
客
観
的
事
態
︵eine objective Sachlage

︶
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
﹆
命
令
発
布
の
際
に
認
識
可
能
な

0

0

0

0

0

事
実
上
の
関
連
︵die bei 

E
rlaß der A

nordnung erkennbaren tatsächlichen Verhältnisse

︶﹆
執
行
機
関
に
と
っ
て
認
識
可
能
な

0

0

0

0

0

事
態
︵die für die erlassene 

Stelle erkennbare Sachlage
︶
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
っ
て
﹆
す
な
わ
ち
﹆﹁
主
観
的
善
意

0

0

0

0

0

﹂︵subjektive G
utgläubigkeit

︶
で
足
り

0

0

0

る0

﹆
と
定
式
化
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
︵
傍
点
引
用
者
︶﹆
こ
れ
に
つ
い
て
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ト
ー
マ
を
援
用
す
る
。
ヤ
ー
コ
ビ
が
読
み
上
げ

た
ト
ー
マ
の
論
文
か
ら
の
一
節
⎠
50
⎝

は
﹆
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

﹁
命
令
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
措
置
が
﹆
公
共
の
安
全
と
秩
序
を
再
建
す
る
た
め
に
﹆
合
目
的
か
﹆
本
当
に
必
要
か
に
つ
い

て
は
﹆
政
治
的
に
は
常
に
争
わ
れ
う
る
。
し
た
が
っ
て
﹆
ま
さ
に
﹆
あ
る
特
定
の
措
置
や
そ
れ
を
も
含
む
措
置
全
体
が
﹆
躊
躇

な
く
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
﹆
ラ
イ
ヒ
指
導
の
中
枢
部
に
お
い
て
﹆
主
観
的
に
﹆
真
摯
に
確
信
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う

こ
と
だ
け
が
﹆
法
学
的
に
は
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
﹂。
政
府
は
﹆﹁
た
と
え
ば
﹆
客
観
的
な
必
要
性
や
緊
急
性
を
証
明
す
る

必
要
は
な
い
﹂。
ラ
ン
ト
の
緊
急
命
令
の
場
合
も
同
様
で
あ
り
﹆﹁
政
府
は
そ
の
動
機
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
り
﹆
必
要
性
と
緊
急

性
に
つ
い
て
の
自
己
の
善
意
の
﹆
主
観
的
確
信
を
信
じ
さ
せ
る
だ
け
で
よ
い
﹂︵S.37

⎠
51
⎝2

︶。

続
い
て
ヤ
ー
コ
ビ
は
﹆
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
﹆
ラ
イ
ヒ
財
務
裁
判
所
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
か
ら
の
﹁
判
決
﹂
を
示
し
﹆
そ
れ

ら
は
﹁
通
説
﹂
と
同
様
の
立
場
を
表
明
し
て
お
り
﹆﹁
明
確
な
恣
意
﹂
が
主
張
さ
れ
な
い
限
り
﹆
審
査
は
さ
れ
な
い
こ
と
を
判
示
し
て
い
る
﹆
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と
指
摘
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
国
事
裁
判
所
の
判
例
で
は
﹆
国
事
裁
判
所
の
特
別
な
地
位

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵S.376

強
調
ヤ
ー
コ
ビ
︶
を
理
由
と
し
て
﹆
緊
急
性
を
め
ぐ

る
﹁
要
件
﹂
の
審
査
﹆﹁
手
段
﹂
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
審
査
を
な
し
う
る
﹆
と
し
て
お
り
﹆
そ
こ
に
は
法
治
国
家
的
志
向
か
ら
の
国
事
裁

判
所
の
事
後
審
査
管
轄
権
の
拡
張
・
強
化
の
傾
向
が
見
出
せ
る
﹆
と
指
摘
し
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
は
﹆
こ
う
し
た
傾
向
に
対
す
る
反
論
を
試
み
る

︵S.373ff.

︶。
ヤ
ー
コ
ビ
の
反
論
の
概
要
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
例
外
的
状
況
に
お
い
て
こ
そ
﹆
国
家
指
導
の
統
一
性
が

求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
も
し
﹁
政
治
的
裁
量
﹂
が
裁
判
所
の
事
後
審
査
に
服
す
る
こ
と
に
な
り
﹆
し
た
が
っ
て
﹆
独
裁
者
が
自
己
の
﹁
政
治

的
裁
量
﹂
に
際
し
て
常
に
﹆
こ
の
裁
量
が
国
事
裁
判
所
の
審
査
に
も
合
格
す
る
か
と
尋
ね
な
け
れ
ば
な
ら
ず
﹆
自
己
の
確
信
が
充
分
だ
と
確

信
し
え
な
い
な
ら
ば
﹆
独
裁
権
力
は
そ
の
意
味
を
失
う
。
独
裁
者
が
﹆﹁
明
白
な
裁
量
の
濫
用
﹂
や
﹁
明
確
な
裁
量
の
越
権
﹂
を
国
事
裁
判

所
に
よ
っ
て
無
効
と
言
明
さ
れ
る
こ
と
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
﹆
独
裁
権
力
は
そ
の
意
味
を
失
い
﹆
国
家
的
権
威
の
損
害

が
あ
り
う
る
。
つ
ま
り
﹆﹁
法
的
思
考
の
過
度
の
拡
大
﹂︵eine Ü

berspannung des R
echtsgedankens

︶
は
﹆
最
終
的
に
は
国
家
に
と
っ

て
の
損
害
︵Schaden für den Staat

︶
に
な
り
う
る
﹆
そ
れ
ゆ
え
﹆
こ
こ
で
は
国
事
裁
判
所
の
従
来
の
﹁
判
例
﹂
を
大
幅
に
抑
制
す
べ
き

こ
と
を
主
張
せ
ざ
る
を
得
な
い
︵S.377

︶﹆
と
い
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
は
自
ら
の
一
九
二
四
年
に
お
け
る
発
言
⎠
52
⎝

と
グ
ラ
ウ
論

文
を
援
用
す
る
︵S.378

︶。
グ
ラ
ウ
論
文
か
ら
の
引
用
と
し
て
ヤ
ー
コ
ビ
が
法
廷
で
読
み
上
げ
た
の
は
﹆
以
下
の
箇
所
で
あ
る
。

独
裁
者
の
裁
量
に
対
す
る
審
査
は
﹆
そ
の
措
置
の
必
要
性
も
し
く
は
合
目
的
性
が
問
題
と
な
る
か
否
か
に
関
係
な
く
﹆
原
則
的

に
拒
否
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
﹆
独
裁
の
行
使
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
る
裁
量
は
ラ
イ
ヒ
指
導
の
全
政
策
と
分
か
ち
が
た
く
結

び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
独
裁
的
措
置
の
審
査
に
つ
い
て
は
﹆
一
般
的
な
考
え
が
妥
当
す
る
。
す
な
わ
ち
﹆
行
政
行

為
と
は
異
な
り
﹆
統
治
行
為
に
は
﹆
裁
量
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
﹆
裁
判
所
の
審
査
に
い
か
な
る
活
動
の
余
地
を
も
与
え
て
は

い
な
い
と
い
う
一
般
的
な
考
え
が
﹆
最
も
適
切
に
妥
当
す
る
。
独
裁
的
行
為
は
最
も
重
大
な
危
険
に
対
処
す
る
も
の
で
あ
る
か
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ら
﹆
独
裁
者
の
措
置
が
そ
の
行
為
の
細
部
に
わ
た
っ
て
ま
で
規
定
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
﹆
独
裁
者
に
よ

り
追
求
さ
れ
る
べ
き
目
的
そ
の
も
の
が
﹆
危
険
に
瀕
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
し
そ
う
し
た
審
査
が
可
能
で
あ
れ
ば
﹆
政
治
的

な
見
解
か
ら
決
し
て
自
由
で
は
あ
り
え
な
い
証
人
の
個
人
的
見
解
が
決
定
的
と
な
り
﹆
そ
の
証
人
が
ど
の
程
度
の
忠
誠
を
持
っ

て
い
る
か
が
﹆
物
事
を
決
す
る
だ
ろ
う
。
最
終
的
に
は
﹆
独
裁
者
の
政
治
的
裁
量

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
﹆
ラ
イ
ヒ
議
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵der 

K
ontrolle des R

eichstags

︶
に
服
す
べ
き

0

0

0

0

0

で
あ
り
﹆
ラ
イ
ヒ
議
会
と
裁
判
所
と
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆
政
治
的
領
域
に
つ
い
て
競
合
的
に
管
轄

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

権
を
持
つ
こ
と

0

0

0

0

0

0

は
﹆
望
ま
し
く
な
い
現
象
を
引
き
起
こ
す
だ
ろ
う
。
上
記
に
述
べ
た
見
解
は
﹆
国
事
裁
判
所
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

に
つ
い
て
も
同
様
に
妥
当
す
る
。
国
事
裁
判
所
の
場
合
に
は
﹆
加
え
て
﹆
政
治
的
領
域
に
対
す
る
そ
の
管
轄
が
拡
大
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
﹆
裁
判
所
に
よ
る
政
治
的
占
有
が
も
た
ら
す
危
険
︵die G

efahr der politischen B
esetzung des G

erichtshofs

︶

が
よ
り
大
き
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
︵S.378

傍
点
引
用
者
︶。

ヤ
ー
コ
ビ
は
﹆
確
か
に
グ
ラ
ウ
も
﹆
権
利
の
濫
用
﹆
恣
意
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
制
約
︵Schranken

︶
が
残
り
続
け
る
点
を
承
認
し
て

い
る
﹆
と
付
け
加
え
﹆
し
か
し
本
件
で
は
﹁
明
白
な
裁
量
の
越
権
﹂
や
﹁
明
白
な
裁
量
の
濫
用
﹂
は
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る
。
も
し
﹁
濫

用
﹂
や
﹁
越
権
﹂
が
あ
っ
た
と
主
張
す
る
な
ら
ば
﹆
そ
れ
は
﹆
本
命
令
を
発
布
し
た
機
関
が
﹆
当
該
措
置
の
﹆
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
再
建

に
と
っ
て
の
必
要
性
に
関
す
る
﹁
主
観
的
確
信
﹂
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
﹆
と
主
張
す
る
こ
と
と
同
義
と
な
る
が
﹆
そ
う
し
た
主
張
が
存
在

す
る
と
は
信
じ
が
た
い
﹆
と
述
べ
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
は
﹆
第
2
項
も
第
1
項
も
﹆
政
治
的
決
断
﹆﹁
政
治
的
裁
量
﹂
の
問
題
で
あ
り
﹆
そ
れ
ゆ
え
﹆

事
後
審
査
の
限
定

0

0

0

0

0

0

0

が
生
ず
る
︵S.379

︶﹆
と
結
ん
だ
。
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1
．
ヘ
ラ
ー
：

（28）  IX
. S.379

︱380.
以
上
の
ヤ
ー
コ
ビ
に
よ
る
長
い
弁
論
の
後
で
﹆
ヘ
ラ
ー
は
﹆﹁
裁
判
所
に
よ
る
事
後
審
査
﹂
問
題
に
つ
い
て
の
一
回
限
り
の
弁
論
を
行
い
﹆

以
下
の
よ
う
に
﹆
三
つ
の
点
か
ら
ヤ
ー
コ
ビ
に
反
論
す
る
。

第
一
に
ヘ
ラ
ー
が
言
及
す
る
の
は
﹆
国
事
裁
判
所
の
﹁
事
後
審
査
権
限
﹂
を
め
ぐ
る
﹆
こ
れ
ま
で
の
国
事
裁
判
所
に
よ
る
判
例
の
傾
向

で
あ
る
。
第
48
条
第
2
項
に
広
範
な
自
由
裁
量
権
が
帰
属
し
な
い
と
主
張
す
る
者
は
﹆
原
告
側
に
全
く
い
な
い
の
で
あ
り
﹆
わ
れ
わ
れ
の

主
張
は
﹆﹁
裁
量
の
濫
用

0

0

﹂
と
﹁
裁
量
の
越
権

0

0

﹂
と
に
対
す
る
﹁
事
後
審
査
﹂︵die N

achprüfung von E
rm

essensm
ißbrauch und 

E
rm

essensüberschreitung

︶
の
要
求
だ
け
だ
︵S.379

強
調
へ
ラ
ー
︶﹆
と
前
置
き
し
た
う
え
で
﹆
判
例
上
﹆﹁
明
白
な
裁
量
の
濫
用
﹆

な
ら
び
に
﹆
明
白
な
裁
量
の
越
権
に
対
し
て
﹂
ば
か
り
で
は
な
く
﹆﹁
要
件
と
手
段
に
つ
い
て
﹂
も
﹆
国
事
裁
判
所
に
よ
る
﹁
事
後
審
査
﹂

が
認
め
ら
れ
て
い
る
点
を
強
調
す
る
︵S.379
︶。

そ
の
上
で
第
二
に
﹆
ヘ
ラ
ー
は
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
に
よ
る
﹆
国
事
裁
判
所
の
﹁
判
決
﹂
傾
向
の
否
定
と
政
府
側
の
﹁
主
観
的
善
意

0

0

0

0

0

﹂
の
存
在
の

0

0

0

0

み
で
足
り
る

0

0

0

0

0

と
し
た
見
解
を
批
判
す
る
。
国
事
裁
判
所
の
﹁
事
後
審
査
﹂
を
是
認
す
る
﹁
判
決
﹂
に
対
し
て
ヤ
ー
コ
ビ
が
﹆﹁
法
治
国
家
原

則
︵R

echtsstaatsprinzip

︶
が
必
要
以
上
に
強
調
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
主
張
し
た
こ
と
に
対
し
﹆
ま
た
﹆
本
件
に
つ
い
て
﹆﹁
ラ
イ
ヒ

側
に
主
観
的
善
意

0

0

︵die subjektive G
utgläubigkeit

︶︵
強
調
ヘ
ラ
ー
︶
が
存
在
し
た
こ
と
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
主
張
し

て
い
る
こ
と
に
対
し
て
﹆
ヘ
ラ
ー
は
﹆
こ
れ
で
は
﹆
余
り
に
も
多
く
を
要
求
し
す
ぎ
て
い
る
！　

も
し
政
府
の

0

0

0

﹁
主
観
的
善
意

0

0

0

0

0

﹂
に
全
く
委

ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
﹁
法
治
国
家
﹂
が
終
わ
り
を
迎
え
る
の
は
自
明
だ
︵S.379

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
反
論
す
る
。
た
と

え
ば
﹆
法
学
的
知
識
を
持
た
な
い
共
産
主
義
者
あ
る
い
は
国
家
社
会
主
義
者
の
ラ
イ
ヒ
大
統
領
が
就
任
し
た
と
し
て
﹆
自
ら
の
措
置
が
ラ
イ

ヒ
憲
法
と
一
致
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
場
合
﹆
そ
の
大
統
領
の
﹁
主
観
的
善
意
﹂
を
信
じ
る
こ
と
以
外
に
や
る
べ
き
こ
と
が
な
い
と
認
め
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る
法
律
家
な
ど
存
在
し
な
い
。
も
し
ラ
イ
ヒ
大
統
領
が
﹆
自
ら
の
措
置
が
合
憲
的
だ
と
い
う
﹁
主
観
的
善
意
﹂
を
持
つ
な
ら
ば
﹆
ど
の
よ

う
な
方
法
で
あ
れ
﹆
客
観
的
に
も
そ
う
だ
と
確
信
さ
せ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵objektiv glaubhaft m
achen m

üssen, S.380
傍
点
引
用
者
︶﹆
こ
の
よ
う
に
ヘ
ラ
ー
は
主
張
す
る
。
と
い
う
の
も
第
48
条
は
﹆
そ
れ
ら
の
措
置
が
﹆
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
回
復
に
客
観

0

0

的
に

0

0

︵objektiv
︶
役
立
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

︵dienen

︶
場
合
に
限
り

0

0

0

0

0

﹆そ
う
し
た
措
置
を
と
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
︵
傍
点
引
用
者
︶。
そ
れ
ゆ
え
﹆

第
48
条
第
2
項
に
よ
っ
て
そ
れ
以
外
の
目
的
が
追
求
さ
れ
れ
ば
﹆
た
と
え
﹆
そ
れ
が
是
認
さ
れ
る
べ
き
目
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
﹆
そ
れ
は

﹁
裁
量
の
濫
用
﹂
な
の
で
あ
り
﹆﹁
動
機
﹂
に
お
い
て
不
適
切
と
な
る
﹆
と
指
摘
す
る
。
ま
た
﹆
本
件
で
は
［
ラ
イ
ヒ
政
府
側
に
］﹁
主
観
的

善
意
﹂
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
﹆
わ
れ
わ
れ
の
見
解
だ
﹆
と
述
べ
る
。

第
三
の
問
題
は
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
が
﹁
独
裁
権
力
の
本
質
﹂
は
政
治
的
状
況
の
予
測
不
可
能
性
か
ら
来
る
﹁
裁
量
の
自
由
﹂
に
あ
る
﹆
と
論

じ
た
点
に
か
か
わ
る
。
ヘ
ラ
ー
は
﹆
確
か
に
﹆
政
治
的
行
為
の
結
果
を
見
通
す
こ
と
は
で
き
ず
﹆
政
治
家
が
広
範
な
自
由
裁
量
権
を
持
つ

の
は
正
し
い
﹆
と
し
つ
つ
﹆
し
か
し
﹆
政
治
的
行
為
の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
つ
い
て
人
間
は
そ
の
結
果
を
見
通
し
え
な
い
の
で
あ

り
﹆
だ
か
ら
こ
そ
﹆
刑
法
な
ど
の
法
規
に
よ
っ
て
処
理
す
る
﹆
と
応
じ
る
︵S.380

︶。
し
た
が
っ
て
﹆
規
範
が
あ
る
限
り
は
﹆
す
な
わ
ち
﹆

立
法
者
が
規
範
を
樹
立
し
て
い
る
限
り
は
﹆
も
は
や
﹆
行
為
に
予
測
可
能
性
︵B

erechenbarkeit

︶
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
な
の

で
は
な
く
﹆
む
し
ろ
﹆
そ
の
規
範
か
ら
予
測
さ
れ
る
行
為

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
生
じ
て
い
る
か
否
か

0

0

が
問
題
と
な
る
﹆
と
ヘ
ラ
ー
は
主
張
す
る
。
本
件
の
場
合

に
は
﹆
予
測
可
能
性
は
﹆
以
下
の
限
り
で
存
在
し
て
い
た
﹆
つ
ま
り
﹆﹁
要
件
﹂
と
﹁
手
段
﹂
の
一
定
の
目
的
拘
束
性
︵eine bestim

m
te 

Zw
eckgebundenheit

︶﹆﹁
手
段
﹂
の
［
目
的
］
適
合
性
︵eine A

daequatheit der M
ittel

︶
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い

う
限
り
に
お
い
て
﹆
予
測
可
能
性
は
存
在
し
た
の
で
あ
り
﹆﹁
手
段
﹂
は
﹆
目
指
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
目
的
を
踏
み
越
え
る
こ
と
は
決
し

て
許
さ
れ
な
い
︵S.380

︶﹆
と
ヘ
ラ
ー
は
結
ん
だ
。

こ
の
後
﹆
原
告
側
か
ら
は
ペ
ー
タ
ー
ス
﹆
ブ
レ
ヒ
ト
が
﹆
被
告
側
か
ら
は
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
が
﹆
ま
た
裁
判
所
か
ら
ブ
ム
ケ
が
発
言
し
﹆
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第
Ⅸ
章
﹁
国
事
裁
判
所
に
よ
る
事
後
審
査
﹂
を
め
ぐ
る
弁
論
は
終
わ
り
﹆
五
日
目
の
全
審
理
は
終
了
し
た
。

2
．
小
括

第
Ⅸ
章
﹁
裁
判
所
の
事
後
審
査
権
﹂
を
め
ぐ
る
ヘ
ラ
ー
の
一
回
だ
け
の
弁
論
の
対
決
相
手
は
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
対
決
の
構

図
は
﹆
当
時
の
﹆﹁
政
治
的
裁
量
行
為

0

0

0

0

0

0

0

に
関
す
る
裁
判
所
の
事
後
審
査
の
範
囲
﹂
を
め
ぐ
る
﹆
裁
判
所
自
体
の
中
に
存
在
し
て
い
た
大
き
な

二
つ
の
流
れ
を
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
と
ヘ
ラ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
象
徴
的
に
現
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
﹆﹁
政
治
的
裁
量
行
為
﹂
に
つ
い
て
は
﹆﹁
明
白

な
恣
意
に
よ
る
濫
用
﹂
に
つ
い
て
の
審
査
の
み
に
自
己
限
定
す
る
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
を
は
じ
め
と
す
る
ほ
と
ん
ど
の
裁
判
所
の
見
解
を
﹆

ヤ
ー
コ
ビ
は
支
持
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
﹆
ヘ
ラ
ー
は
﹆
そ
の
特
別
な
地
位
の
自
覚
に
基
づ
き
﹆
審
査
の
範
囲
を
﹆
従
来
の
﹁
明
白
な
恣
意

に
よ
る
濫
用
﹂
の
み
と
い
う
限
定
を
踏
み
越
え
て
﹆
緊
急
性
を
め
ぐ
る
﹁
要
件
﹂
の
審
査
﹆
お
よ
び
﹆﹁
手
段
﹂
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
審

査
に
ま
で
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
国
事
裁
判
所
の
立
場
を
擁
護
す
る
。
国
事
裁
判
所
は
﹆
従
来
の
裁
判
所
一
般
が
保
っ
て
き
た
﹁
政
治
的
裁
量

行
為
に
関
す
る
事
後
審
査
﹂
の
限
定
の
枠
内
に
留
ま
る
判
例
に
依
拠
す
べ
き
か
﹆
あ
る
い
は
﹆
国
事
裁
判
所
自
体
が
示
し
て
き
た
新
し
い
判

例
傾
向
に
依
拠
し
﹆﹁
政
治
的
裁
量
行
為
﹂
と
い
え
ど
も
﹆
そ
の
審
査
対
象
を
拡
大
し
て
国
事
裁
判
所
と
し
て
の
判
断
を
示
す
べ
き
か
﹆
と

い
う
﹆
国
事
裁
判
所
の
レ
ゾ
ン
・
デ
タ
に
か
か
わ
る
態
度
決
定
を
迫
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
鮮
明
に
浮
き
上
が
る
。

審
査
権
の
﹁
限
定
﹂
を
主
張
す
る
ヤ
ー
コ
ビ
の
﹆
そ
の
理
由
は
﹆
第
一
に
﹆
独
裁
権
の
行
使
が
想
定
さ
れ
る
政
治
的
状
況
に
お
け
る
予
見

0

0

不
可
能
性

0

0

0

0

に
対
応
す
る
﹆
独
裁
権
の
不
可
避
的
無
規
定
性
﹆
第
二
に
﹆
最
も
国
家
的
統
一
が
急
務
で
あ
る
そ
う
し
た
政
治
的
状
況
の
下
で
﹆

司
法
が
政
治
的
決
定
を
覆
し
か
ね
な
い
可
能
性
は
﹆
国
家
的
統
一
と
国
家
的
権
威
の
危
機
を
も
た
ら
す
﹆
つ
ま
り
﹆
国
事
裁
判
所
と
い
え
ど

も
﹆﹁
法
治
国
家
原
則

0

0

0

0

0

0

﹂
の
過
度
の
強
調
が
も
た
ら
す
危
険
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
回
避
す
る
た
め
に
﹆﹁
政
治
的
裁
量
﹂
に
関
す
る
事
後
審
査
権
を
ミ
ニ
マ
ム

に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
﹆
第
三
﹆
以
上
の
点
か
ら
﹆
仮
に
﹁
要
件
﹂﹁
手
段
﹂
の
審
査
が
さ
れ
る
場
合
に
も
﹆
必
要
性
﹆
緊
急
性
の
客
観
的
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証
明
は
不
要
で
あ
り
﹆
政
府
の

0

0

0

﹁
主
観
的
善
意

0

0

0

0

0

﹂
の
存
在
の
み
で
足
り
る
﹆
と
い
う
点
に
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
審
査
権
の
﹁
拡
大
﹂
を
求
め
る
ヘ
ラ
ー
は
﹆
第
一
に
﹆
独
裁
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
行
為
は
予
見
不
可
能
性
が
伴
う

が
﹆
立
法
権
が
規
範
を
樹
立
し
て
い
る
以
上
は
﹆
も
は
や
行
為
の
予
見
不
可
能
性
は
問
題
で
は
な
く
﹆
規
範
が
予
測
し
て
い
る
行
為
の
存
否

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
認
定

0

0

0

が
問
題
と
な
る
﹆
す
な
わ
ち
﹆﹁
政
治
的
裁
量
行
為
﹂
が
目
的
適
合
的
な
﹁
手
段
﹂
の
選
択
で
あ
っ
た
か
否
か
の
認
定
が
求
め
ら
れ

る
。
さ
ら
に
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
の
第
二
﹆
第
三
の
主
張
を
受
け
入
れ
れ
ば
﹁
法
治
国
家
﹂
そ
れ
自
体
が
崩
壊
す
る
こ
と
に
な
る
﹆
政
府
の
﹁
政
治

的
裁
量
﹂
に
つ
い
て
は
﹁
主
観
的
善
意
﹂
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
り
﹆
そ
れ
が
善
意
で
あ
る
こ
と
を
客
観
的
に
も

0

0

0

0

0

確
信
さ
せ
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。

以
上
で
見
た
よ
う
に
﹆
国
事
裁
判
所
の
審
査
権
限
の
範
囲
を
め
ぐ
る
争
点
は
﹆
よ
り
根
源
的
に
は
﹆﹁
法
治
国
家
原
則

0

0

0

0

0

0

﹂
の
抑
制
か
﹆
徹

底
的
追
求
か
﹆
そ
し
て
﹁
法
治
国
家

0

0

0

0

﹂
そ
れ
自
体
の
存
続
の
危
機

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
点
に
ま
で
及
ん
だ
。
そ
し
て
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
が
持
ち
出
し
た
﹁
法
治

国
家
原
則
の
過
度
の
強
調
の
否
定
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
は
﹆
引
き
続
き
﹆
審
理
最
終
日
の
第
Ⅹ
章
﹁
総
括
﹂﹆
第
Ⅺ
章
﹁
訴
訟
要
件
﹂
の
審
議

に
お
い
て
も
重
要
な
争
点
と
し
て
両
陣
営
か
ら
維
持
さ
れ
﹆
肯
定
﹆
否
定
の
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理
が
よ
り
深
め
ら
れ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。さ

ら
に
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
の
弁
論
に
つ
い
て
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
点
は
﹆
独
裁
者
の
﹁
政
治
的
裁
量
﹂
に
対
す

る
裁
判
所
の
﹁
審
査
権
﹂
の
拡
大
の
危
険
性
を
強
調
す
る
た
め
に
グ
ラ
ウ
論
文
を
引
用
し
た
中
で
⎠
53
⎝

﹆
グ
ラ
ウ
が
裁
判
所
に
よ
る
審
査
権
拡

大
の
危
険
性
を
指
摘
し
た
点
の
み
を
援
用
し
﹆
グ
ラ
ウ
が
同
時
に
表
明
し
て
い
た
も
う
一
つ
の
重
要
な
点
﹆
す
な
わ
ち
﹆
独
裁
者
の
﹁
政
治

的
裁
量
﹂
の
最
終
的
な
監
視
は
ラ
イ
ヒ
議
会
の
管
轄

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
と
述
べ
た
点
に
は
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
グ
ラ
ウ
自
身
の
趣
旨
は
﹆

﹁
政
治
的
領
域
に
対
す
る
﹆
ラ
イ
ヒ
議
会
と
裁
判
所
の
競
合
的
管
轄

0

0

0

0

0

︵eine konkurrierende Zuständigkeit des R
eichstags und der 

G
erichte auf politischem

 G
ebiet

︶﹂
を
問
題
と
し
た
の
で
あ
り
﹆
政
治
的
裁
量
に
対
す
る
裁
判
所

0

0

0

に
よ
る
司
法
審
査
の
否
定
は
﹆﹁
政
治

的
裁
量
﹂
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
議
会

0

0

0

0

0

に
よ
る
政
治
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
存
在
と
﹆
い
わ
ば
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
﹆
ラ
イ
ヒ
側
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が
﹆
一
方
で
は
司
法
審
査
の
限
界
を
強
調
し
﹆
同
時
に
﹆
他
方
で
﹆
事
実
と
し
て
﹆
七
月
二
〇
日
の
命
令
の
前
後
に
相
次
い
で
二
度
の
ラ
イ

ヒ
議
会
解
散
を
行
い
﹆
ラ
イ
ヒ
議
会
に
よ
る
不
信
任
投
票
の
機
会
を
奪
っ
た
と
い
う
﹆
ラ
イ
ヒ
に
よ
る
両
面
作
戦
に
こ
そ
﹆
独
裁
権
の

0

0

0

0

﹁
政0

治
的
裁
量

0

0

0

0

﹂
に
対
す
る
監
視
の
実
質
的
不
在

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
帰
結
す
る
重
大
な
問
題
が
潜
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
﹆
こ
の
点
を
プ
ロ
イ
セ
ン
側
が

法
廷
で
初
め
て
指
摘
し
た
の
は
﹆
よ
う
や
く
審
理
日
最
終
日
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
っ
た
⎠
54
⎝

の
で
あ
る
。

第
8
節　

第
Ⅹ
章
﹁
総
括
﹂︵S.393

︱414

︶
に
お
け
る
ヘ
ラ
ー

第
Ⅹ
章
﹁
総
括
﹂
が
行
わ
れ
た
の
は
﹆
週
の
明
け
た
法
廷
最
終
日
で
あ
る
第
六
日
目
﹆
一
〇
月
一
七
日
月
曜
日
の
午
前
で
あ
り
﹆
五
日
間

の
審
理
全
体
を
振
り
返
っ
て
双
方
の
主
張
す
る
論
点
を
整
理
し
総
括
的
に
述
べ
る
機
会
が
必
要
で
は
な
い
か
と
の
﹆
前
週
末
に
出
さ
れ
た
ブ

レ
ヒ
ト
の
提
案
︵S.390

︶
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
。
朝
一
〇
時
三
〇
分
の
開
廷
と
同
時
に
開
始
さ
れ
﹆
一
時
間
半
余
り
を
費
や
し
て
行
わ

れ
た
が
﹆
ま
ず
原
告
側
か
ら
ブ
レ
ヒ
ト
︵S.393

︱402
︶
が
﹆
続
い
て
被
告
側
か
ら
は
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
︵S.403

︱406

︶
が
総
括
的
な
弁

論
を
行
っ
た
。

第
Ⅹ
章
で
の
二
回
の
ヘ
ラ
ー
の
弁
論
に
か
か
わ
る
限
り
で
﹆
ブ
レ
ヒ
ト
と
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
の
弁
論
の
中
の
重
要
な
点
を
示
し
て
お
こ

う
。ブ

レ
ヒ
ト
は
﹆
冒
頭
で
﹆
前
週
に
お
け
る
原
告
側
の
主
張
を
﹆﹁
第
1
項
は
適
用
で
き
な
い
。
第
2
項
は
適
用
可
能
で
あ
る
が
﹆
し
か
し
﹆

現
に
適
用
さ
れ
た
形
で
の
適
用
は
許
さ
れ
な
い
﹂﹆
と
要
約
し
︵S.393

︶﹆
第
1
項
適
用
に
際
し
て
ラ
イ
ヒ
側
か
ら
出
さ
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
・

ラ
ン
ト
に
対
す
る
七
つ
の
非
難
に
対
す
る
反
論
を
簡
潔
に
示
し
た
︵S.393

︱394
︶。
続
い
て
﹆
本
件
へ
の
第
2
項
適
用
に
伴
う
問
題
点
を

指
摘
し
︵S.394

︱399

︶﹆
以
上
に
基
づ
く
法
的
結
論
︵das juristische E

rgebnis S.399
︱400

︶
を
述
べ
た
後
﹆
付
随
的
に
﹆
裁
判
所
に
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よ
っ
て
示
さ
れ
る
判
決
が
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
政
治
的
帰
結
︵Politische Folgen S.400

︱402

︶
に
も
言
及
し
た
。
そ
の
上
で
﹆﹁
憲
法
の

番
人
は
誰
か
﹂
と
い
う
議
論
を
提
起
し
﹆
そ
れ
は
国
事
裁
判
所
で
あ
る
と
の
見
解
を
表
明
す
る
︵S.401

︶。
以
上
の
ブ
レ
ヒ
ト
の
弁
論
の
中

で
﹆
重
要
な
点
は
﹆
第
2
項
適
用
に
伴
う
問
題
点
の
叙
述
の
中
で
前
週
に
は
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
新
し
い
要
素
を
付
け
加
え
た
点
で
あ

る
。ブ

レ
ヒ
ト
は
﹆
第
2
項
適
用
の
問
題
点
を
め
ぐ
る
総
括
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
﹆﹁
合
憲
的
な
状
態
が
存
在
し
た
か
否
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂︵Sein oder 

N
ichtsein verfassungsm

äßiger Zustände

︶
を
﹆
三
つ
の
点
に
つ
い
て
問
う
︵
傍
点
引
用
者
︶。
①
そ
の
第
一
と
し
て
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府

が
﹆
今
回
の
大
統
領
命
令
の
発
布
の
前
後
に
﹆﹁
不
信
任
投
票

0

0

0

0

0

﹂︵ein M
ißtrauensvotum

︶
を
回
避

0

0

0

す
る
た
め
に
相
次
い
で
二
度
ラ
イ

0

0

0

0

ヒ
議
会
解
散

0

0

0

0

0

を
行
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
︵
傍
点
引
用
者
︶﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
は
﹆
解
散
に
よ
っ
て
ラ
イ
ヒ
議
会
が
七
月
二
〇
日
の
緊
急
命
令

の
撤
回
を
要
求
す
る
の
を
妨
げ
る
こ
と
を
﹆
予
め
決
定
し
て
い
た
の
で
あ
り
﹆
こ
の
こ
と
を
﹆
ラ
イ
ヒ
首
相
自
ら
が
﹁
真
相
解
明
委
員

会
﹂︵U

ntersuchungsausschuß

︶
で
認
め
て
い
る
議
事
録
が
あ
る
﹆
と
述
べ
た
。
ブ
レ
ヒ
ト
に
よ
れ
ば
﹆
ラ
イ
ヒ
議
会
の
五
分
の
四

が
﹆
今
回
の
緊
急
命
令
の
廃
止
を
要
求
す
る
こ
と
は
確
か
だ
っ
た
が
﹆
議
会
の
解
散
に
よ
っ
て
そ
の
機
会
は
奪
わ
れ
た
﹆
と
い
う
。
そ
れ

ゆ
え
ラ
イ
ヒ
政
府
は
﹆
こ
う
し
た
ラ
イ
ヒ
議
会
の
解
散
に
よ
っ
て
﹆
第
48
条
の
﹁
土
台
﹂︵das Fundam

ent des A
rt. 48

︶
を
侵
害
し
た

︵eingreifen

︶﹆
と
ブ
レ
ヒ
ト
は
主
張
す
る
︵S.398

︶。
第
48
条
に
よ
れ
ば
﹆
大
統
領
の
緊
急
命
令
の
効
力
は
﹆
ラ
イ
ヒ
議
会
に
よ
る
反
対

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
表
明
さ
れ
な
い
限
り
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

有
効
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
︵
傍
点
引
用
者
︶﹆
そ
の
見
解
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
﹆

と
し
て
﹆
ブ
レ
ヒ
ト
は
﹆
わ
ざ
わ
ざ
刊
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
﹃
合
法
性
と
正
当
性
﹄
か
ら
﹆
以
下
の
引
用
⎠
55
⎝

を
読
み
上
げ
る
。

第
48
条
第
2
項
の
独
裁
者
は
﹆
合
法
的
な
や
り
方
で
は
﹆
議
会
の
立
法
者
が
﹆
独
裁
者
を
寛
容
し
て
い
る
限
り
で
活
動
で
き
る

に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
﹆
議
会
が
﹆
独
裁
者
の
措
置
の
効
力
を
失
わ
せ
る
と
い
う
自
己
の
権
利
を
行
使
し
な
い
限
り
で
﹆
ま

た
﹆
そ
の
措
置
に
署
名
す
る
ラ
イ
ヒ
政
府
が
﹆
議
会
の
不
信
任
投
票
を
受
け
な
い
と
い
う
限
り
で
﹆
独
裁
者
は
活
動
で
き
る
に
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す
ぎ
な
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
﹆
第
48
条
第
2
項
の
多
く
の
適
用
事
例
﹆
特
に
こ
こ
数
年
の
緊
急
命
令
の
事
例
は
﹆
議
会
の
暗

黙
の
授
権
に
基
づ
く
﹆
よ
り
活
動
し
や
す
い
立
法
手
続
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
…
…
憲
法
に
則
し
た
権
力
の
分
配
は
﹆
ラ
イ
ヒ

議
会
の
多
数
派
が
﹆
確
実
な
﹆
認
識
可
能
な
意
思
の
下
で
﹆
い
か
な
る
困
難
も
な
し
に
﹆
合
法
的
な
勝
利
者
と
し
て
活
動
領
域

を
維
持
し
う
る
形
で
﹆
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︵S.398

︱399

︶。

②
第
二
の
点
と
し
て
ブ
レ
ヒ
ト
は
﹆
大
統
領
の
許
可
な
し
に
行
わ
れ
た
ラ
イ
ヒ
議
会
の
捜
索
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
﹆
既
に
国
会
の
﹁
監

視
委
員
会
﹂
に
お
い
て
﹆
憲
法
に
合
致
し
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

と
﹆
ほ
ぼ
全
員
一
致
を
も
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
が
﹆
こ
の
捜
索
の
違
憲
性
を
述
べ
た
ナ

ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
論
文
を
掲
載
し
た
﹃
ベ
ル
リ
ン
国
民
新
聞
﹄
は
﹆
そ
の
ゆ
え
に
発
禁
と
な
っ
た
︵
傍
点
引
用
者
︶﹆
と
い
う
。

③
そ
し
て
［
憲
法
に
合
致
し
な
い
事
態
の
］
第
三
の
点
は
﹆
暫
定
的
な
措
置
で
は
な
く
最
終
的

0

0

0

措
置
と
し
て
な
さ
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
大
臣

た
ち
の
最
終
的

0

0

0

罷
免
だ
︵
傍
点
引
用
者
︶﹆
と
ブ
レ
ヒ
ト
は
指
摘
す
る
。

裁
判
長
ブ
ム
ケ
は
﹆
ブ
レ
ヒ
ト
の
弁
論
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
﹆
ブ
レ
ヒ
ト
に
よ
る
以
上
の
発
言
は
﹆
七
月

二
〇
日
事
件
以
降
の

0

0

0

一
連
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
り
﹆
こ
れ
ら
は
国
事
裁
判
所
が
先
週
の
議
論
に
お
い
て
取
り
扱
わ
な
か
っ
た

も
の
で
あ
り
﹆
そ
の
上
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
の

0

0

0

0

0

0

﹁
憲
法
違
反

0

0

0

0

﹂︵eine Verfassungsverletzung der R
eichsregierung

︶
を
主
張
す
る
も
の
だ

︵
傍
点
引
用
者
︶﹆
と
し
て
問
題
視
す
る
。﹁
憲
法
違
反
﹂
と
い
う
非
難
を
ラ
イ
ヒ
政
府
側
が
否
定
し
﹆
こ
れ
に
対
し
て
さ
ら
に
議
論
が
続
く

と
い
う
こ
と
は
あ
り
そ
う
な
こ
と
だ
が
﹆
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
目
的
へ
と
導
く
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
﹆
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
［
憲
法
違
反

を
指
摘
す
る
］
論
点
を
排
除
す
る
の
が
望
ま
し
い
﹆
と
ブ
ム
ケ
は
指
摘
す
る
︵S.402

︶。

ブ
ム
ケ
の
指
摘
の
後
で
﹆
即
座
に
﹆
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
が
﹆
ラ
イ
ヒ
側
の
弁
論
を
行
い
﹆
ま
ず
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
の
﹁
憲
法
違
反
﹂
と
い
う
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ブ
レ
ヒ
ト
に
よ
る
問
題
提
起
は
﹆﹁
時
期
的
に
は
﹆
七
月
二
〇
日
よ
り
遥
か
に
以
降
に
生
じ
た
﹆
本
法
廷
で
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
ほ
と

ん
ど
関
係
の
な
い
事
柄
﹂
で
あ
り
﹆
ま
た
﹆
裁
判
長
が
法
廷
の
冒
頭
で
で
き
る
限
り
排
除
す
べ
く
注
意
し
た
﹁
政
治
的
領
域
﹂
に
踏
み
込

む
も
の
だ
﹆
と
批
判
す
る
。
ま
た
﹆
そ
も
そ
も
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
政
府
の
七
月
二
〇
日
の
処
置
が
憲
法
に
違
反
す
る
意
図

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵verfassungsw
idrige 

A
bsichten

︶
に
導
か
れ
て
い
た
﹂
と
い
う
﹆
そ
う
し
た
言
い
方
︵R

edew
endung

︶
が
果
し
て
こ
こ
で
許
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
﹆
と
疑
問

を
呈
す
る
︵S.403
強
調
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
︶。
そ
し
て
﹆
あ
く
ま
で
七
月
二
〇
日
の
措
置
は
憲
法
に
即
し
た

0

0

0

0

0

0

限
界
内
で
︵
強
調
ゴ
ッ
ト
ハ

イ
ナ
ー
︶﹆
合
憲
的
な
手
段
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
﹆
法
に
違
反
す
る
動
機
が
存
在
し
た
と
い
う
解
釈
﹆
行
動
し
て
い
た
機
関
に

﹁
主
観
的
善
意
﹂
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
解
釈
は
断
乎
と
し
て
拒
否
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
﹆
と
反
論
す
る
。

こ
の
後
幾
つ
か
の
論
点
に
立
ち
入
る
が
﹆
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
の
弁
論
の
中
で
﹆
重
要
な
点
は
﹆
最
後
に
取
り
上
げ
た
﹁
最
終
的
な

0

0

0

0

措
置
﹂

︵eine endgültige M
aßnahm

e

︶
と
い
う
問
題
︵S.405

強
調
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
︶
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
が
こ
こ
で

取
り
上
げ
た
の
に
は
﹆
以
下
の
経
緯
が
あ
っ
た
。
ま
ず
﹆
前
週
の
一
〇
月
一
三
日
木
曜
日
［
第
四
日
目
］
の
審
理
の
中
で
﹆
裁
判
長
ブ
ム
ケ

か
ら
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
に
対
し
て
﹆﹁
近
い
将
来
﹆
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
が
終
了
す
る
見
込
み
は
﹆
あ
る
か
否
か
。
こ
の
命
令
の
廃
止

の
決
定
前
に
﹆［
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
］
政
府
構
成
の
問
題
に
関
し
て
﹆
特
に
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
議
会
に
お
い
て
﹆
ど
の
よ
う
な
前

提
が
そ
ろ
う
必
要
が
あ
る
か
。
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
の
立
場
か
ら
す
る
と
﹆
ど
の
よ
う
な
事
柄
が
既
に
な
さ
れ
﹆
あ
る
い
は
﹆
ど
の
よ

う
な
事
柄
が
予
定
さ
れ
て
い
る
か
﹂
と
い
う
質
問
が
出
さ
れ
た
︵S.284

︶。
こ
れ
に
答
え
る
も
の
と
し
て
﹆
翌
一
四
日
金
曜
日
午
前
中
の
弁

論
で
﹆
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
は
﹆
以
下
の
﹁
声
明
﹂︵S.357

︶
を
ラ
イ
ヒ
政
府
の
名
に
お
い
て⎠56
⎝

読
み
上
げ
た
。

ラ
イ
ヒ
政
府
は
﹆
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
﹆
活
動
可
能
な
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
政
府
が
成
立
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

そ
れ
が
成
立
し
た
暁
に
は
﹆
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
は
﹆
廃
止
可
能
と
な
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
議
会
に
お
い
て
﹆
活

動
可
能
な
政
府
を
樹
立
す
る
の
に
必
要
な
多
数
派
が
﹆
形
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
は
﹆
従
来
通
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り
﹆
こ
の
よ
う
な
政
府
を
樹
立
す
る
た
め
に
努
力
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
方
向
に
お
い
て
出
さ
れ
る
具
体
的
措
置
は
﹆
政

治
的
状
況
の
展
開
に
﹆
と
り
わ
け
﹆
ラ
イ
ヒ
議
会
選
挙
の
動
向
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
﹆
現
時
点
で
は
﹆
い
か
な
る
人
も
確
定
的
な
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︵S.357

︶。

こ
れ
を
聞
い
た
と
き
﹆
ブ
レ
ヒ
ト
は
す
ぐ
に
﹆
こ
の
﹁
声
明
﹂
は
本
訴
訟
に
と
っ
て
原
理
的
重
要
性
を
持
つ
﹆
と
指
摘
し
﹆
こ
れ
に
よ
っ

て
完
全
に
明
確
に
な
っ
た
の
は
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
の
大
臣
た
ち
は
最
終
的
に

0

0

0

0

罷
免
さ
れ
た
の
で
あ
り
﹆
二
度
と
大
臣
と
し
て
認
め
ら
れ
る
可
能

性
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
点
︵
傍
点
引
用
者
︶﹆
そ
し
て
﹆
ラ
ン
ト
議
会
が
﹆
新
た
な
政
府
を
樹
立
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う

点
だ
﹆
以
上
の
こ
と
が
﹆
た
っ
た
今
﹆
い
か
な
る
曖
昧
さ
も
な
い
形
で
明
確
に
表
明
さ
れ
た
﹆
と
述
べ
て
い
た
︵S.357

︱358

︶。

こ
う
し
た
前
週
の
や
り
取
り
が
一
方
に
背
景
と
し
て
あ
り
﹆
さ
ら
に
ブ
レ
ヒ
ト
が
最
終
日
の
﹁
総
括
﹂
の
中
で
﹆﹁
措
置
の
最
終
性

0

0

0

﹂
に

対
す
る
批
判
を
述
べ
た
こ
と
︵
前
述
の
発
言
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
る
違
憲
性
の
三
つ
目
の
事
例
と
し
て
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
大
臣
た
ち
の
最
終
的

0

0

0

罷
免
を
指
摘
す
る
発
言
︶
を
受
け
て
︵
傍
点
引
用
者
︶﹆
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
は
﹆
一
連
の
議
論
を
振
り
返
っ
て
︵S.405

︱406

︶﹆
こ
れ
に
反

論
す
る
。
ラ
イ
ヒ
政
府
の
立
場
は
﹆
と
ら
れ
て
い
る
措
置
は
﹁
暫
定
的

0

0

0

措
置
﹂︵vorläufige M

aßnahm
en

︶
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ

︵
傍
点
引
用
者
︶
と
い
う
立
場
で
あ
り
﹆
こ
れ
は
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
き
た
﹆
本
審
理
を
一
貫
す
る
立
場
だ
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
﹆
し
か

し
同
時
に
﹆
今
日
﹆
暫
定
的
な
も
の
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
措
置
を
解
除
し
う
る
の
か
﹆﹁
公
共
の
安
全
と
秩
序
は
再
建

さ
れ
た
﹆
今
や
古
い
政
府
が
再
び
活
動
を
始
め
ら
れ
る
﹂
と
い
い
う
る
の
か
﹆
私
に
は
分
か
ら
な
い
﹆
と
い
う
の
は
﹆
第
2
項
に
い
う
﹁
公

共
の
安
全
と
秩
序
﹂
と
は
﹆
狭
い
警
察
的
な
意
味
で
は
な
く
﹆
国
家
の
安
全
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
社
会
民
主
党
と
共
産
主
義
者
た
ち
と

の
統
一
戦
線

0

0

0

0

の
存
在
が
︵
強
調
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
︶﹆
社
会
民
主
党
系
の
新
聞
か
ら
認
め
ら
れ
る
今
日
の
状
況
下
で
﹆﹁
暫
定
的
行
為
﹂
と
い

う
観
点
か
ら
措
置
の
解
除
を
し
て
よ
い
も
の
か
。
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
﹆﹁
暫
定
的
措
置
﹂
は
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト

議
会
に
多
数
派
が
形
成
さ
れ
﹆
活
動
可
能
な
政
府
が
樹
立
さ
れ
な
い
限
り
﹆
さ
ら
に
﹆
社
会
民
主
党
と
共
産
主
義
者
と
の
統
一
戦
線
が
存
在
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す
る
限
り
は
﹆
解
除
さ
れ
る
見
通
し
の
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。

1
．
ヘ
ラ
ー
：

（29）  X
. S.406

︱409.

ヘ
ラ
ー
の
第
Ⅹ
章
﹁
総
括
﹂
に
お
け
る
一
回
目
の
発
言

（29）
は
﹆
以
上
の
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
の
上
記
の
弁
論
の
す
ぐ
後
に
行
わ
れ
﹆
三
つ

の
点
に
つ
い
て
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
を
批
判
す
る
。

最
初
に
ヘ
ラ
ー
は
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
の
大
臣
た
ち
の
﹁
主
観
的
善
意
﹂
と
振
る
舞
い
と
に
向
け
ら
れ
た
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
の
誹
謗
中
傷
︱︱

つ
ま
り
﹆
六
名
の
大
臣
た
ち
は
当
時
﹆
ラ
イ
ヒ
首
相
あ
る
い
は
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
と
の
共
同
作
業
の
意
思
を
持
っ
て
い
た
と
い
う

［
プ
ロ
イ
セ
ン
側
の
］
現
時
点
で
の
主
張
は
﹆
単
な
る
訴
訟
戦
術
上
の
策
に
す
ぎ
な
い
と
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
が
発
言
し
た
こ
と
︵S.404

︱

405

︶︱︱
に
反
論
す
る
が
﹆
し
か
し
﹆
こ
れ
は
ほ
ん
の
一
言
で
終
わ
っ
て
お
り
﹆
こ
こ
で
の
弁
論
の
中
心
的
主
張
は
﹆
以
下
の
第
二
﹆
第
三

の
点
に
あ
る
。

ヘ
ラ
ー
が
第
二
に
問
題
と
し
た
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
﹆
わ
れ
わ
れ
が
ラ
イ
ヒ
政
府
側
の
﹁
主
観
的
善
意
﹂
に
疑
念
を
呈
し

た
こ
と
に
対
し
て
﹆
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
は
こ
れ
を
却
下
し
た
が
﹆
し
か
し
﹆
善
意
の
存
在
が
ラ
イ
ヒ
政
府
を
免
責
す
る
こ
と
は
断
じ
て
な

い
の
だ
か
ら
そ
れ
は
問
題
で
は
な
い
﹆
わ
れ
わ
れ
の
主
張
し
て
い
る
の
は
﹆
次
の
事
実

0

0

︵die Tatsache

傍
点
引
用
者
︶
で
あ
る
﹆
す
な
わ

ち
﹆
今
回
の
ラ
イ
ヒ
政
府
の
行
動
に
と
っ
て
﹆
憲
法
に
よ
っ
て
は
是
認
さ
れ
な
い
﹁
政
治
的
動
機

0

0

﹂︵politische M
otiv

強
調
へ
ラ
ー
⎠
57
⎝

︶
が

決
定
的
だ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
︵S.406

︶。
も
し
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
の
措
置
の
﹁
憲
法
違
反
﹂︵Verfassungsw

idrigkeit

︶
に
つ
い
て

こ
の
訴
訟
に
お
い
て
語
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
﹆
と
ラ
イ
ヒ
政
府
代
理
人
［
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
］
が
主
張
す
る
な
ら
ば
﹆
わ
れ
わ
れ
は
こ

の
訴
訟
を
し
な
い
ほ
う
が
い
い
﹆
と
い
う
の
も
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
が
合
憲
的
に
行
動
し
た
か
﹆
も
し
く
は
憲
法
に
反
し
て
行
動
し
た
の
か
に

つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
こ
そ
が
﹆
こ
の
訴
訟
の
中
心
問
題
な
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
が
主
張
す
る
の
は
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
の
﹁
裁
量
の
濫
用
﹂︵ein 
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E
rm

essensm
ißbrauch

︶﹆
す
な
わ
ち
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
の
﹁
不
適
切
な
動
機
﹂︵ein unsachliches M

otiv der R
eichsregierung

︶
が
存

在
す
る
と
い
う
点
で
あ
り
﹆
そ
の
証
拠
を
わ
れ
わ
れ
は
提
出
し
た
。
そ
の
証
拠
と
は
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
と
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
と
の
間
の
﹆
プ
ロ
イ
セ

ン
政
府
の
特
定
の
人
た
ち
の
排
除
を
含
ん
だ
﹆
文
書
の
形
で
は
な
い
協
定
の
存
在
を
示
す
も
の
だ
︵S.406

︱407

︶﹆
と
い
う
。

さ
ら
に
﹆
一
致
し
た
新
聞
報
道
に
よ
る
も
の
と
し
て
﹆
ヘ
ラ
ー
は
﹆
フ
リ
ッ
ク
前
大
臣
が
数
日
前
の
ベ
ル
リ
ン
で
の
公
務
員
大
集
会
で

行
っ
た
演
説
に
言
及
す
る
。
新
聞
報
道
に
基
づ
い
て
ヘ
ラ
ー
が
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
﹆
フ
リ
ッ
ク
氏
は
﹆
パ
ー
ペ
ン
政
府
が
そ
の
職
務

を
引
き
継
ぐ
際
﹆
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
に
文
書
に
よ
る
声
明
を
要
求
し
た
が
﹆
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
は
そ
れ
を
拒
否
し
た
﹆
と
い
う
こ
と
の
目
撃
者
で
あ

り
﹆
か
つ
﹆
そ
れ
を
聞
い
て
い
た
証
人
だ
﹆
と
発
言
し
た
と
い
う
。
そ
こ
で
ヘ
ラ
ー
は
﹆
フ
リ
ッ
ク
前
大
臣
を
証
人
と
し
て
召
喚
し
﹆
ラ
イ

ヒ
政
府
［
パ
ー
ペ
ン
内
閣
］
が
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
に
期
待
し
た
の
は
ど
ん
な
行
動
だ
っ
た
の
か
﹆
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
と
そ
の
当
時
締
結
し
た
い
と
考
え

て
い
た
文
書
に
よ
る
協
定
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
﹆
と
い
う
点
を
明
確
に
す
べ
き
だ
﹆
と
新
た
な
証
人
喚
問
要
求

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
出
す
。
な

ぜ
な
ら
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
排
除
に
か
か
わ
る
パ
ー
ペ
ン
と
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
と
の
﹁
事
前
の
合
意
﹂
の
存
在
と
い
う
点
つ
い
て
は
﹆
現
在
に
至

る
ま
で
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
っ
て
す
ら
反
駁
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
︵S.407

︶
と
い
う
。

第
三
の
点
は
﹆
今
回
の
﹁
措
置
の
最
終
性

0

0

0

﹂
の
問
題
︵Frage der E

ndgültigkeit der M
aßnahm

en

強
調
ヘ
ラ
ー
︶
に
か
か
わ
る
。

ラ
イ
ヒ
政
府
は
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
に
﹁
憲
法
に
合
致
す
る
﹂
新
政
府
を
樹
立
す
る
こ
と
を
自
ら
の
課
題
だ
と
い
う
。
そ
の
場
合
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府

の
気
に
入
ら
な
い
政
党
﹆
た
と
え
ば
社
会
民
主
党
の
構
成
員
が
ラ
ン
ト
政
府
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
に
﹆
事
実
上
﹁
義
務
違
反
﹂
が
あ
る
と

主
張
し
﹆
な
ぜ
な
ら
﹆
そ
れ
に
よ
り
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
の
共
産
主
義
者
た
ち
に
対
す
る
﹁
内
面
的
独
立
性

0

0

0

﹂
に
疑
義
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う

︵
強
調
ヘ
ラ
ー
︶。
そ
う
な
れ
ば
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
は
決
し
て
政
府
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な

ぜ
な
ら
﹆
も
し
何
ら
か
の
政
党
へ
の
所
属
と
い
う
こ
と
が
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
の
閣
僚
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
﹆
ま
た
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府

の
気
に
入
ら
な
い
統
一
戦
線
を
他
の
政
党
と
組
む
か
も
し
れ
な
い
蓋
然
性
を
理
由
と
し
て
﹆
そ
れ
自
体
で
既
に
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
の

設
置
可
能
性
を
ラ
イ
ヒ
政
府
に
与
え
る
の
だ
と
し
た
ら
﹆
そ
の
場
合
は
﹆［
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
は
﹆
と
ら
れ
た
措
置
は
暫
定
的
な
も
の
だ
と
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言
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
］﹁
措
置
の
最
終
性
﹂
が
確
か
に
論
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︵S.407

︶﹆
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
﹆
ラ

イ
ヒ
政
府
の
言
う
﹁
憲
法
に
合
致
す
る
﹂
新
政
府
な
ど
誰
に
も
形
成
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
﹆
新
政
府
成
立
ま
で
の
﹁
暫
定
的

0

0

0

措
置
﹂

と
ラ
イ
ヒ
側
が
言
う
も
の
は
﹆
結
局
﹆
実
体
と
し
て
は
﹁
最
終
的

0

0

0

措
置
﹂
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
﹆
と
ヘ
ラ
ー
は
主
張
す
る
。

さ
ら
に
ま
た
﹆［
ラ
ン
ト
］
政
府
の
閣
僚
が
社
会
民
主
党
に
所
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
﹆
ラ
ン
ト
に
対
す
る
﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
の
根

拠
を
与
え
る
﹆
な
ぜ
な
ら
﹆
共
産
主
義
者
に
対
す
る
内
面
的
独
立
を
も
は
や
保
証
し
え
な
い
か
ら
﹆
と
い
う
ラ
イ
ヒ
側
の
主
張
が
も
し
認
め

ら
れ
れ
ば
﹆﹁
法
治
国
家
﹂
は
ま
さ
に
危
機
に
瀕
す
る
こ
と
に
な
り
﹆﹁
法
治
国
家
﹂
の
形
成
・
存
続
の
た
め
に
努
力
し
て
き
た
一
四
年
間
の

社
会
民
主
党
に
よ
る
政
治
教
育
活
動
は
ま
っ
た
く
無
駄
に
な
る
︵S.407

︶。
さ
ら
に
も
し
将
来
﹆
共
産
主
義
者
と
社
会
民
主
党
と
の
間
で
統

一
戦
線
が
形
成
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
れ
ば
﹆
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
﹆
当
該
ラ
ン
ト
に
対
し
て
﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
を
行
う
十
分
な
理
由
あ
り
﹆

と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
っ
て
﹆﹁
法
治
国
家
﹂
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
﹆
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
全
て
が
片
づ
け
ら
れ
て
し

ま
う
だ
ろ
う
︵S.408

︶
と
ヘ
ラ
ー
は
い
う
。

以
上
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
﹆
左
翼
に
は
﹆
い
か
な
る
状
況
に
お
い
て
も
﹆
政
治
的
紛
争
に
お
け
る
平
等
の
機
会

0

0

0

0

0

︵die gleiche 

C
hance

強
調
ヘ
ラ
ー
︶
が
与
え
ら
れ
る
可
能
性
は
な
い
﹆
と
い
う
こ
と
で
あ
り
﹆
左
翼
は
﹆
力
づ
く
で
憲
法
上
の
官
職
か
ら
排
除
さ
れ
る

こ
と
を
常
に
覚
悟
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
︵S.408

︶。

し
か
し
﹆
ラ
イ
ヒ
側
は
﹆［
社
共
の
］
統
一
戦
線

0

0

0

0

が
差
し
迫
っ
て
い
る
こ
と
︵der drohenden E

inheitsfront

強
調
ヘ
ラ
ー
︶
は
﹆
社

会
民
主
党
の
新
聞
を
開
い
た
だ
け
で
明
ら
か
だ
と
主
張
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹆
実
際
に
は
﹆
証
拠
と
し
て
新
聞
の
引
用
は
一
つ
も
出
さ
れ

な
か
っ
た
︵S.408

︶。
統
一
戦
線
は
﹆
そ
れ
が
あ
る
な
ら
﹆
わ
れ
わ
れ
は
共
に
行
進
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
当
の
も
の
だ
。
し
か
し
現
に
そ

ん
な
も
の
は
存
在
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
﹆﹁
差
し
迫
っ
て
い
る
統
一
戦
線
﹂
な
ど
と
い
う
も
の
は
﹆
あ
ら
ゆ
る
左
翼
の
言
葉
を
﹆
左

翼
に
対
立
す
る
形
で
語
り
﹆
そ
れ
が
政
治
的
に
持
っ
て
い
る
意
味
と
は
異
な
る
形
で
解
釈
す
る
と
い
う
﹆
明
ら
か
に
反
対
側
陣
営
の
訴
訟
戦

術
に
す
ぎ
な
い
﹆
と
主
張
す
る
。



182

最
後
に
ヘ
ラ
ー
は
﹆
国
事
裁
判
所
の
裁
判
官
た
ち
へ
の
呼
び
か
け
の
言
葉
と
し
て
﹆
わ
ざ
わ
ざ
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
の
著
作
か
ら
の
﹁
法
治
国

家
﹂
に
つ
い
て
の
引
用
⎠
58
⎝

を
示
し
て
締
め
く
く
る
。
ヘ
ラ
ー
が
読
み
上
げ
た
の
は
﹆
以
下
の
一
節
で
あ
る
。

認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
﹆
法
が
国
内
に
お
い
て
崩
壊
し
て
い
る
た
め
に
﹆
法
治
国
家
と
い
う
意
味
で
の
秩
序
の
再
建
を

課
題
と
す
る
国
家
が
﹆
法
治
国
家
と
い
う
看
板
の
裏
で
﹆
個
々
の
機
関
の
発
す
る
無
限
定
の
命
令
で
も
っ
て
働
く
と
い
う
﹆
あ

の
古
い
過
ち
を
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
…
…
︵
中
略
︶
国
家
生
活
や
法
生
活
に
お
い
て
決
定
的
な
こ
と

は
﹆
ど
の
よ
う
な
や
り
方
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆
あ
る
事
柄
が
実
現
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
法
秩
序
を
樹
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
ま
さ

に
そ
の
人
が
﹆
ま
ず
最
初
に
﹆
自
ら
﹆
誠
実
に
﹆
そ
の
法
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
﹆
大
切
で
あ
る
︵S.409

強
調
ヘ

ラ
ー
︶。

ヘ
ラ
ー
は
﹆
以
上
の
ヤ
ー
コ
ビ
の
言
葉
を
﹆
ド
イ
ツ
人
と
し
て
﹆
法
律
家
と
し
て
﹆
本
訴
訟
に
関
し
て
国
事
裁
判
所
に
対
し
て
最
後
の
言

葉
と
し
て
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
言
葉
だ
﹆
と
結
ん
だ
。

2
．
ヘ
ラ
ー
：

（30）  X
. S.410.

第
Ⅹ
章
﹁
総
括
﹂
で
の
二
回
目
の
発
言

（30）
で
﹆
ヘ
ラ
ー
は
﹆
憲
法
違
反
︵Verfassungsw

idrigkeit

︶
と
い
う
表
現
自
体
が
問
題
化
し
て

い
る
状
況
⎠
59
⎝

に
対
す
る
根
本
点
的
な
疑
念
を
呈
し
﹆
次
の
よ
う
に
発
言
す
る
。

私
は
お
尋
ね
し
た
い
。
そ
も
そ
も
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
の
処
置
に
つ
い
て
審
理
し
て
い
る
の
か
﹆
そ
う
で
は
な
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い
の
か
。［
ラ
イ
ヒ
政
府
の
］
違
憲
の
処
置
︵das verfassungsw

idrige Vorgehen

︶
こ
そ
が
﹆
ま
さ
し
く
訴
訟
の
対
象
な

の
で
あ
り
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
議
会
の
私
の
会
派
と
中
央
党
会
派
に
よ
る
訴
え
が
主
張
し
て
い
る
の
は
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
の

処
置
は
ラ
イ
ヒ
憲
法
第
48
条
第
1
項
に
よ
っ
て
も
第
2
項
に
よ
っ
て
も
許
さ
れ
な
い
﹆
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
﹆

憲
法
違
反
︵verfassungsw

idrig

︶
と
称
さ
れ
る
の
だ
︵S.410

︶。

し
か
し
こ
れ
に
続
い
て
発
言
し
た
裁
判
長
ブ
ム
ケ
は
﹆﹁
あ
な
た
は
残
念
な
が
ら
﹆
刑
法
学
者
で
は
な
い
。［
憲
法
違
反
は
］
意
図

︵A
bsicht

︶
次
第
な
の
だ
﹆
だ
か
ら
﹆
誰
か
が
憲
法
を
侵
し
て
い
る
と
［
主
張
］
す
る
こ
と
は
﹆
憲
法
違
反
の
意
図
︵verfassungsw

idrige 

A
bsicht

︶
が
存
在
し
て
い
る
﹆と
い
う
こ
と
［
主
張
す
る
こ
と
］
に
な
る
［
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
は
そ
ん
な
主
張
は
認
め
ら
れ
な
い
］﹂︵S.411

傍
点
引
用
者
︶
と
述
べ
﹆
以
上
で
本
件
の
審
議
を
打
ち
切
る
。

そ
の
後
﹆
原
告
側
か
ら
バ
ト
が
数
回
発
言
す
る
が
﹆
こ
れ
も
裁
判
長
か
ら
本
件
に
つ
い
て
の
本
質
的
な
議
論
と
は
み
な
さ
れ
ず
﹆
二
〇
分

程
で
﹁
総
括
﹂
の
審
議
は
打
ち
切
ら
れ
﹆
い
よ
い
よ
最
後
の
議
題
﹆﹁
訴
訟
要
件
﹂
の
問
題
へ
と
移
る
。

3
．
小
括

第
Ⅹ
章
﹁
総
括
﹂
で
の
ヘ
ラ
ー
の
弁
論
に
お
い
て
特
に
目
を
引
く
の
は
﹆
法
廷
で
の
審
理
最
終
日
に
及
ん
で
﹆
な
お
﹆
新
た
な
証
人
喚
問

要
求
を
突
き
つ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
ヘ
ラ
ー
に
し
て
み
て
も
﹆
も
は
や
こ
の
要
求
が
裁
判
所
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
﹆
ヘ
ラ
ー
が
こ
の
裁
判
に
お
い
て
こ
だ
わ
り
続
け
﹆
追
求
し
続
け
た
の
が
﹆
パ
ー
ペ
ン
＝
ヒ
ッ
ト

ラ
ー
間
の
﹁
密
約

0

0

﹂
の
存
在

0

0

0

と
そ
の
内
容
の
解
明

0

0

0

0

0

で
あ
り
﹆
こ
の
点
の
追
及
へ
と
ヘ
ラ
ー
を
促
し
続
け
た
も
の
が
﹆
そ
の
こ
と
の
解
明
な
く

し
て
﹆
七
月
二
〇
日
の
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
へ
の
﹁
介
入
﹂
の
真
の
動
機

0

0

0

0

は
明
ら
か
に
し
え
な
い
﹆
し
た
が
っ
て
﹆
裁
判
所
の
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公
正
な
判
断
も
獲
得
し
え
な
い
﹆
と
い
う
政
治
的
認
識
﹆
政
治
的
判
断
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
﹆
第
二
に
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
が
﹁
暫
定
的

0

0

0

措
置
﹂
と
公
式
に
は
言
明
し
つ
つ
も
﹆
そ
の
過
渡
的
暫
定
性
の
﹆
終
点
と
さ
れ
た
目
的
設

0

0

0

定0

が
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
の
現
状
に
鑑
み
て
実
現
不
可
能
で
あ
り
﹆
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
﹆
社
会
民
主
党
の
構
成
員
に
よ
っ
て
は
全
く
担
わ
れ

え
な
い
目
的
設
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
政
治
的
含
意
は
﹆
結
局
は
﹁
措
置
の
最
終
性

0

0

0

﹂
な
の
だ
と
い
う
点
を
﹆
ヘ
ラ
ー
も
ブ
レ
ヒ
ト
も
重

要
視
し
﹆
再
度
取
上
げ
批
判
し
た
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
﹆﹁
措
置
の
暫
定
性

0

0

0

﹂
が
実
質
的
に
は
最
終
性

0

0

0

を
意
味
す

る
と
い
う
こ
う
し
た
政
治
的
か
ら
く
り
の
中
に
﹆
本
来
﹆
例
外
的
過
渡
的
状
態
で
あ
る
は
ず
の
非
常
事
態
の
恒
常
化

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆
日
常
化

0

0

0

と
い
う
事
態

の
根
源
が
﹆
法
的
偽
装
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
﹆
ヘ
ラ
ー
と
ブ
レ
ヒ
ト
は
洞
察
し
﹆
そ
の
欺
瞞
性
を
批
判
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

第
三
に
注
目
す
べ
き
点
は
﹆﹁
憲
法
違
反
﹂︵Verfassungsw

idrigkeit

︶
と
い
う
表
現
を
回
避
し
よ
う
と
し
続
け
て
き
た
裁
判
長
ブ
ム
ケ

の
態
度
が
﹆
裁
判
の
最
終
局
面
に
及
ん
で
﹆
露
呈
し
た
こ
と
で
あ
る
。
他
方
﹆
原
告
側
を
代
表
す
る
中
心
人
物
の
一
人
﹆
ブ
レ
ヒ
ト
そ
の
人

が
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
の
一
連
の
政
治
的
行
動
に
お
い
て
問
題
な
の
は
﹆﹁
憲
法
に
合
致
し
て
い
な
い
﹂
状
態
を
生
じ
さ
せ
て
き
た
こ
と
﹆
つ
ま

り
﹁
憲
法
違
反
﹂
と
い
う
点
だ
﹆
と
い
う
問
題
の
深
層
を
端
的
に
指
摘
す
る
に
至
っ
た
の
も
ま
た
﹆
審
理
日
最
終
日
と
い
う
最
終
局
面
に
お

い
て
で
し
か
な
か
っ
た
﹆
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
こ
そ
が
﹆
ヘ
ラ
ー
が
法
廷
の
冒
頭
か
ら
﹆
そ
し
て
﹆
最
後
に
至
る
ま
で
一
貫

し
て
問
題
化
し
﹆
追
及
し
て
き
た
点
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
﹆
審
理
過
程
の
最
終
局
面
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
は
い
え
﹆
ラ
イ
ヒ
議
会
解
散
に
よ
っ
て
第
48
条
の
﹁
土
台
﹂
が
侵
害
さ
れ
た
﹆
そ

れ
ゆ
え
第0

48
条
と
議
会
解
散
権
を
組
み
合
わ
せ
て
行
使
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆
そ
れ
自
体
に
﹁
憲
法
違
反

0

0

0

0

﹂
が
存
す
る
﹆
と
明
確
に
指
摘
し
た
こ
と
は

極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
九
二
〇
年
代
以
来
の
第
48
条
の
実
際
的
運
用
に
伴
う
問
題
は
﹆
議
会
を
バ
イ
パ
ス
す
る

議
会
外0

立
法
様
式
と
い
う
大
き
な
流
れ
の
中
で
の
﹆
授
権
法
も
し
く
は
授
権
法
＋
第
48
条
と
い
う
運
用
か
ら
﹆
第
48
条
＋
大
統
領
の
議
会
解

散
権
︵
第
25
条
︶
の
行
使
へ
と
い
う
一
見
合
法
的
な
変
化
に
見
え
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆
し
か
し
実
は
﹆︽
合
法
性
︾
の
存
在
根
拠
た
る
根
で
あ
る
﹁
議
会
﹂

0

0



185 「プロイセン対ライヒ」裁判における
カール・シュミットとヘルマン・ヘラー

を
完
全
に
離
れ
た
根
無
し
草
の
︽
合
法
性
︾
の
出
現
と
い
う
質
的
転
換

0

0

0

0

の
中
に
あ
っ
た
⎠
60
⎝

。
二
〇
年
代
か
ら
の
議
会
外0

立
法
様
式
の
蓄
積
と
第

48
条
適
用
の
経
済
的
財
政
的
領
域
へ
の
拡
張
と
が
相
携
え
て
進
行
し
て
ゆ
く
過
程
の
中
で
﹆
決
定
的
な
一
線
の
︽
越
境
︾
を
意
味
す
る
点
﹆

そ
れ
こ
そ
が
﹆
第
48
条
と
議
会
解
散
権
と
を
組
み
合
わ
せ
た
運
用
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
手
法
が
七
月
二
〇
日
事
件
に
用
い
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
﹆﹁
憲
法
違
反
﹂
の
根
源
的
な
争
点
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
﹆
と
い
う
意
味
で
﹆
こ
の
点
が
弁
論
の
中

で
最
後
に
指
摘
さ
れ
た
意
義
は
認
め
ら
れ
る
が
﹆
し
か
し
遅
す
ぎ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

最
終
日
に
お
い
て
初
め
て
﹁
憲
法
違
反
﹂
を
問
題
と
し
た
﹆
そ
の
意
味
で
初
め
て
事
柄
の
本
質
を
認
識
し
﹆
そ
の
本
質
的
な
点
で
ヘ
ラ
ー

と
同
位
置
に
立
っ
た
ブ
レ
ヒ
ト
﹆
他
方
﹆﹁
憲
法
違
反
﹂
は
﹁
憲
法
に
合
致
し
な
い
意
図

0

0

︵A
bsicht

︶﹂
の
問
題
な
の
だ
か
ら
﹆
そ
の
よ
う

な
こ
と
は
本
法
廷
の
土
俵
に
乗
ら
な
い
と
軽
々
し
く
振
り
払
う
ブ
ム
ケ
﹆
ま
さ
に
問
題
の
焦
点
が
明
る
み
に
出
た
そ
の
瞬
間
﹆
ブ
レ
ヒ
ト
と

裁
判
長
ブ
ム
ケ
の
間
の
隔
た
り
も
ま
た
極
大
化
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
第
四
に
﹆
ヘ
ラ
ー
の
こ
こ
で
の
弁
論
に
お
い
て
指
摘
す
べ
き
点
は
﹆
以
上
の
第
一
﹆
第
二
の
点
が
解
決
さ
れ
え
ず
に
放
置
さ
れ
﹆

さ
ら
に
第
三
の
点
﹆
国
事
裁
判
所
そ
れ
自
体
が
﹁
憲
法
違
反
﹂
と
い
う
本
題
を
回
避
す
る
な
ら
ば
﹆
そ
こ
に
立
ち
現
れ
る
真
の
問
題
は
﹆

﹁
法
治
国
家

0

0

0

0

﹂
そ
れ
自
体
の
存
続
の
危
機

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
﹆
と
い
う
点
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
の
法
的
偽
装
に
隠
さ
れ
た
形
で
進
行
し
て
い
る
政
治
的
企
図

が
国
事
裁
判
所
の
審
査
の
対
象
と
さ
れ
﹆
そ
の
判
断
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
な
け
れ
ば
﹆
そ
れ
は
﹆
結
果
と
し
て
﹁
法
治
国
家

0

0

0

0

﹂
そ
れ
自
体
の

0

0

0

0

0

排
除

0

0

を
意
味
す
る
と
い
う
﹆
第
Ⅸ
章
で
示
し
た
悲
壮
な
認
識
を
﹆
ヘ
ラ
ー
は
こ
こ
で
繰
り
返
し
表
明
す
る
の
で
あ
る
。

第
9
節　

第
Ⅺ
章
﹁
訴
訟
要
件
﹂︵S.415

︱477

︶
に
お
け
る
ヘ
ラ
ー
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト

最
終
章
で
あ
る
第
Ⅺ
章
﹁
訴
訟
要
件
﹂
の
審
理
は
﹆
最
終
日
︵
一
〇
月
一
七
日
月
曜
日
︶
の
正
午
過
ぎ
か
ら
始
ま
り
﹆
休
憩
︵
午
後
一
時
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四
五
分
か
ら
四
時
一
五
分
﹆S.434

︶
を
挟
ん
で
﹆
同
日
の
閉
廷
︵
午
後
八
時
頃
﹆S.477

︶
と
共
に
終
了
し
た
。
第
Ⅺ
章
で
は
﹆
シ
ュ
ミ
ッ

ト
の
発
言
は
本
法
廷
に
お
け
る
﹁
最
終
弁
論
﹂
で
あ
る
一
回
﹆
対
す
る
ヘ
ラ
ー
は
七
回
の
発
言
を
行
っ
て
い
る
。

1
．
ヘ
ラ
ー
：

（31）  X
I. S.416,  

（32）  X
I. S.417,  

（33）  X
I. S.417

︱418,  

（34）  X
I. S.419.

休
憩
前
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
な
さ
れ
た
ヘ
ラ
ー
の
五
回
の
発
言︵

（31） 

（32） 

（33） 

（34） 

（35）
︶の
内
﹆
最
初
の
四
回
は
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
議
会

の
二
つ
の
会
派
の
訴
え
の
﹁
相
手
方

0

0

0

﹂
は
誰
か

0

0

0

と
い
う
問
題
を
め
ぐ
る
も
の
で
﹆
す
な
わ
ち
﹆
訴
え
が
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
だ
け
で
は
な
く
﹁
ラ

イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
と
し
て
の
ラ
イ
ヒ
首
相
﹂
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
る
﹆
と
い
う
点
を
め
ぐ
っ
て
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
と
の
間
で
交
わ
さ

れ
た
論
戦
で
あ
る
。

ま
ず
ヘ
ラ
ー
が
﹆
裁
判
長
か
ら
の
問
い
に
答
え
る
形
で
主
張
す
る︵
発
言

（31）
︶の
は
﹆
社
会
民
主
党
会
派
に
よ
る
訴
え
は
﹆﹁
ラ
ン
ト
と

ラ
イ
ヒ
と
の
間
の
争
い
﹂
だ
け
で
は
な
く
﹆﹁
ラ
ン
ト
内
部
に
お
け
る
憲
法
争
議
﹂
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
立
場
に
立
ち
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府

だ
け
で
な
く
﹁
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
の
機
関
と
し
て
の
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
﹂﹆﹁
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
と
い
う
資
格
で
の
ラ
イ

ヒ
首
相
﹂
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
﹆
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
の
後
﹆
ペ
ー
タ
ー
ス
が
中
央
党
会
派
の
訴
え
の
対
象
に
つ
い
て
﹆
ヘ
ラ
ー
が
述
べ
た
社
会
民
主
党
の
立
場
と
同
じ
く
﹆
ラ
イ
ヒ
に
対
し

て
の
み
な
ら
ず
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
と
し
て
の
ラ
イ
ヒ
首
相
﹂
に
対
し
て
も
訴
え
を
提
起
す
る
﹆
そ
の
際
﹆
事
前
の
文
書
で
は
明

示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
と
し
て
の
ラ
イ
ヒ
首
相
﹂
へ
の
訴
え
も
含
む
よ
う
訴
え
を
拡
大
す
る
﹆
と
述
べ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ヤ
ー
コ
ビ
は
﹆
国
事
裁
判
所
に
対
す
る
訴
え
は
文
書
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
﹆
口
頭
審
理
の
中
で
新
た
な
訴
訟
対
象
を
付
け
加

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹆
と
批
判
す
る
。

こ
の
ヤ
ー
コ
ビ
の
批
判
に
対
す
る
反
論
と
し
て
﹆
ヘ
ラ
ー
は︵
発
言

（32）
︶﹆
ラ
イ
ヒ
首
相
と
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
と
で
は
﹆
同
一
人
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物
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
﹆［
ペ
ー
タ
ー
ス
が
述
べ
た
﹁
訴
え
の
拡
大
﹂
と
は
］
最
悪
の
場
合
で
も
﹆
せ
い
ぜ
い
﹁
表
示
の
錯
誤
﹂

を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
﹆
そ
れ
ゆ
え
﹆
二
つ
の
会
派
の
主
張
は
共
に
正
当
と
み
な
さ
れ
う
る
﹆
と
主
張
す
る
。

再
び
ヤ
ー
コ
ビ
︵X

I. S.417

︶
が
﹆
ヘ
ラ
ー
と
ペ
ー
タ
ー
ス
の
弁
論
に
対
し
て
﹆
二
つ
の
点
に
つ
い
て
の
批
判
を
述
べ
る
。
第
一
の
点
は

﹁
訴
え
の
合
法
性
﹂
に
か
か
わ
る
も
の
で
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
に
対
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
の
憲
法
争
議
﹂
が
対
象
な
の
か
﹆﹁
プ
ロ
イ
セ
ン
内
部
の
憲
法

争
議
﹂
が
対
象
な
の
か
は
﹆
全
く
性
質
の
異
な
る
問
題
で
あ
り
﹆
も
し
後
者
な
ら
ば
﹆
一
九
三
二
年
七
月
二
〇
日
命
令
の
合
法
性
を
訴
訟
の

主
要
な
対
象
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹆
と
い
う
点
で
あ
り
﹆
第
二
の
点
は
﹆
た
と
え
同
一
人
物
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
も
﹆
政
府

の
任
務
は
管
轄
権
に
縛
ら
れ
て
い
る
︵R

essortgebundenheit

︶﹆
つ
ま
り
﹆
あ
る
事
務
が
﹆
ラ
イ
ヒ
省
庁
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
も

の
か
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
の
省
庁
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
か
﹆
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
て
異
な
っ
た
取
り
扱
い
が
必
要
と
さ
れ

る
﹆
そ
れ
ゆ
え
﹁
表
示
の
錯
誤
﹂
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
﹆
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
ヤ
ー
コ
ビ
の
発
言
に
対
し
て
﹆
ヘ
ラ
ー
は
再
び
反
論
す
る︵
発
言

（33）
︶。
ヘ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
の
提
起
は
﹆﹁
管
轄
権
の

共
同
﹂︵R

essort-M
itarbeit

︶
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
ラ
イ
ヒ
首
相
は
﹆
自
分
の
立
場
を
で
き
る
だ
け
広
い
範
囲
に
お
い
て
根
拠
づ

け
る
た
め
に
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
内
務
省
内
部
の
調
査
資
料
も
使
っ
た
。
つ
ま
り
﹆
ラ
イ
ヒ
首
相
は
二
つ
の
足
を
持
っ
て
お
り
﹆
時
と
し
て
ラ
イ

ヒ
首
相
と
し
て
の
足
の
上
に
立
ち
﹆
そ
の
す
ぐ
後
に
は
﹁
プ
ロ
イ
セ
ン
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
﹂
と
い
う
足
の
上
に
立
つ
。
い

ず
れ
か
に
つ
い
て
主
張
す
る
と
﹆
そ
ち
ら
の
方
に
は
権
限
が
な
い
﹆
と
答
え
る
。
し
か
し
現
実
に
は
﹆
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
は
シ
ュ
ッ

ツ
ェ
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
て
い
る
か
ら
﹆
す
で
に
訴
訟
の
相
手
方
は
［
本
法
廷
に
］
存
在
し
て
い
る
。
社
会
民
主
党
会
派
の
訴
え
は
﹆﹁
プ

ロ
イ
セ
ン
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
と
い
う
資
格
で
の
ラ
イ
ヒ
首
相
﹂
に
対
し
て
も
﹆
は
っ
き
り
と
向
け
ら
れ
て
い
る
﹆
と
主
張

す
る
。
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以
上
の
ヘ
ラ
ー
の
弁
論
に
対
し
て
﹆
今
度
は
﹆
シ
ュ
ッ
ツ
ェ
︵S.417f.

︶
が
応
じ
る
。
シ
ュ
ッ
ツ
ェ
の
発
言
内
容
は
﹆
自
分
は
﹆
①
八
名

の
ラ
ン
ト
閣
僚
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
﹆﹁
プ
ロ
イ
セ
ン
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
と
い
う
資
格
で
の
ラ
イ
ヒ
首
相
﹂
へ
の
訴
え

に
つ
い
て
の
み
代
理
権
を
持
つ
﹆
し
か
し
﹆
②
二
つ
の
会
派
︵
社
会
民
主
党
会
派
﹆
中
央
党
会
派
︶
に
よ
り
提
起
さ
れ
た
﹆
ラ
イ
ヒ
・
コ

ミ
ッ
サ
ー
ル
と
い
う
名
前
で
の
訴
え
に
つ
い
て
は
権
限
を
持
た
な
い
﹆
と
い
う
二
点
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
﹆
ヘ
ラ
ー
は︵

（34）
︶﹆﹁
プ
ロ
イ
セ
ン
内
部
に
お
け
る
憲
法
争
議
﹂
を
も
問
題
と
す
る
た
め
に
﹆
ラ
イ
ヒ
首
相
が
﹆﹁
プ
ロ

イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
と
い
う
資
格
﹂
に
お
い
て
﹆
私
た
ち
に
よ
り
訴
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
﹆
ラ
イ
ヒ
に

対
し
て
﹆
会
派
は
原
告
と
し
て
訴
訟
に
参
加
す
る
適
格
を
持
つ
﹆
と
の
主
張
を
繰
り
返
す
。

2
．
ヘ
ラ
ー
：

（35）  X
I. S.419

︱420.

休
憩
前
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
お
け
る
五
回
の
発
言
の
内
﹆
最
後
の
発
言

（35）
は
﹆
そ
も
そ
も
な
ぜ
﹆
ラ
ン
ト
議
会
会
派
の
名
前
で
﹆
ラ
イ
ヒ

に
対
す
る
訴
訟
に
お
け
る
原
告
適
格
︵A

itiv-Legitim
ation

︶
が
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
点
の
﹆
そ
の
根
拠
を
述
べ
る
も
の

で
あ
る
。
ヘ
ラ
ー
の
見
解
に
よ
れ
ば
﹆
そ
の
根
拠
は
﹆
会
派
が
ラ
ン
ト
議
会
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
か
ら
﹆
で
あ
り
﹆
仮
に
﹆
議
会
会
派

に
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
﹆
次
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
る
か
ら
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
が
﹆
ラ
ン
ト
議
会
の
多
数

派
の
助
け
を
得
て
﹆
あ
る
い
は
﹆
ラ
ン
ト
議
会
議
長
の
助
け
を
得
て
﹆
ク
ー
デ
タ
ー
を
敢
行
し
た
よ
う
な
場
合
﹆
い
か
な
る
人
も
国
事
裁
判

所
に
訴
え
を
提
起
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
︵S.419

︶。

さ
ら
に
ヘ
ラ
ー
は
﹆﹁
プ
ロ
イ
セ
ン
権
限
管
轄
法
﹂︵das Preußische Zuständigkeitsgesetz

︶
第
19
条
﹆
第
21
条
を
援
用
す
る
こ
と
も

で
き
る
﹆
と
述
べ
る
。
そ
こ
で
は
﹆
市
町
村
長
が
訴
え
を
提
起
し
な
い
場
合
﹆
市
町
村
議
会
に
提
訴
権
が
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
﹆
こ
こ
で
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は
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
や
ラ
イ
ヒ
憲
法
に
広
く
導
入
さ
れ
て
い
る
﹁
議
会
内
少
数
者
の
保
護

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂︵parlam
entarische M

inderheitsschutz

︶

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
﹆
そ
れ
に
よ
っ
て
﹆﹁
議
会
内
少
数
者
﹂
に
﹆
多
数
派
に
よ
る
権
利
侵
害
に
対
し
て
自
ら
を
守
る
権
利
が

与
え
ら
れ
て
い
る
︵
傍
点
引
用
者
︶。
同
時
に
そ
の
規
定
は
﹆
ラ
イ
ヒ
に
対
し
て
も
自
ら
［
ラ
ン
ト
議
会
内
少
数
者
］
を
守
る
た
め
に
ラ
イ

ヒ
の
行
う
憲
法
違
反
の
干
渉
を
も
問
題
と
し
て
い
る
︵S.419

︶。

以
上
の
点
か
ら
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
と
ラ
イ
ヒ
の
紛
争
に
お
い
て
﹆
会
派
は
﹁
補
助
的
参
加
者
﹂︵N

ebeninterventienten

︶
と
認
め
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
﹆
補
助
的
参
加
は
無
制
限
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
﹆
憲
法
に
従
っ
て
構
成
さ
れ
た
政
府
が
﹆

ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
罷
免
さ
れ
た
［
と
い
う
本
件
の
よ
う
な
］
場
合
に
は
﹆
会
派
に
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
憲
法
に
合
致
し
て
構
成
さ
れ
た
政
府
が
﹆
こ
こ
で
﹆
も
し
か
す
る
と
原
告
適
格
を
認
め
ら
れ
な
い
可
能
性
す
ら
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ

う
し
た
可
能
性
が
現
実
の
も
の
と
な
る
な
ら
ば
﹆
そ
の
場
合
﹆
会
派
こ
そ
が
﹆
ラ
ン
ト
の
利
益
を
維
持
す
る
た
め
に
こ
の
訴
訟
に
参
加
で
き

る
唯
一
の
主
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
︵S.419
︶
と
主
張
す
る
。

最
後
に
ヘ
ラ
ー
は
﹆
ラ
ン
ト
議
会
の
構
成
部
分
と
し
て
議
会
会
派
が
原
告
適
格
を
持
つ
こ
と
を
国
事
裁
判
所
が
認
め
た
多
く
の
判
例
を
援

用
す
る
︵S.419

︱420

︶﹆
と
結
ん
だ
。

午
後
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
開
始
︵S.434

︶
と
同
時
に
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
は
﹆﹁
憲
法
裁
判
﹂
に
お
け
る
﹁
訴
訟
要
件
﹂
審
査
の
意
義
と
そ
の
内
容

に
つ
い
て
﹆
極
め
て
体
系
的
に
一
時
間
以
上
の
弁
論
を
行
う
︵S.434
︱447

︶。
そ
の
後
﹆
シ
ュ
ッ
ツ
ェ
の
再
度
の
発
言
︵S.447f.

︶
に
続
い

て
﹆
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
が
約
一
時
間
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
を
批
判
し
な
が
ら
論
ず
る
︵S.448

︱458

︶。
ヘ
ラ
ー
も
ま
た
﹆
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
に
続

い
て
行
っ
た
﹆
第
Ⅺ
章
で
の
六
回
目
の
発
言

（36）
で
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
の
上
記
の
弁
論
を
批
判
す
る
。
ヘ
ラ
ー
の
発
言

（36）
と
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
の

弁
論
に
と
っ
て
は
ヤ
ー
コ
ビ
の
弁
論
が
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
最
終
弁
論

（7）
に
と
っ
て
は
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
の
弁
論
が
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
﹆
ヘ
ラ
ー
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
残
さ
れ
た
弁
論
の
考
察
に
入
る
前
に
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
と
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
の
弁
論
の
要
点
を
述
べ
て
お
こ
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う
。ヤ

ー
コ
ビ
は
﹆
こ
こ
で
﹆
各
原
告
が
原
告
適
格
を
持
つ
か
否
か
に
つ
い
て
の
厳
密
な
検
討
を
行
う
が
﹆
そ
れ
に
先
立
っ
て
﹆
前
週
末
に
も

述
べ
た
﹆﹁
法
治
国
家
思
想

0

0

0

0

0

0

﹂
の
過
度
の
強
調
が
も
た
ら
す
危
険
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
﹆
再
度
﹆
主
張
し
﹆
古
い
ラ
イ
ヒ
は
﹆﹁
法
治
国
家
﹂
と
し
て
の
ラ

イ
ヒ
を
た
た
え
る
賛
歌
を
シ
ュ
ロ
ッ
ツ
ァ
ー
が
歌
い
上
げ
た
数
年
後
に
﹆
司
法
国
家
的
に
︵justizstaatlich

︶
崩
壊
し
た
と
訴
え
る
。
し
た

が
っ
て
﹆﹁
法
治
国
家
思
想

0

0

0

0

0

0

﹂
の
過
度
の
強
調
︵eine Ü

berspannung des R
echtsstaat-G

edankens

強
調
ヤ
ー
コ
ビ
︶
は
国
家
に
害
を

及
ぼ
し
う
る
の
で
あ
り
﹆﹁
支
配
の
理
念

0

0

0

0

0

﹂︵H
errschaftsidee

︶
と
﹁
法
の
理
念

0

0

0

0

﹂︵R
echtsidee

︶
と
は
﹆
相
互
に
依
存
し
合
い
な
が
ら

も
永
遠
の
対
立
を
示
し
て
い
る
︵S.434

傍
点
引
用
者
︶
と
い
う
。

こ
の
基
本
的
観
点
か
ら
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
を
見
る
と
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
に
よ
れ
ば
﹆﹁
法
治
国
家
性
﹂︵R

echtsstaatlichkeit

︶
が
非
常
に
強

調
さ
れ
て
い
る
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
お
い
て
﹆
こ
れ
に
対
抗
し
て
﹆
緊
急
事
態
に
つ
い
て
は
﹁
支
配
の
思
想
﹂︵H

errschaftsgedanken

︶

を
貫
徹
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
第
48
条
と
い
う
規
定
を
持
っ
て
い
る
の
は
幸
い
だ
︵S.435

︶
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
﹆
第
48
条
の
本

来
の
意
味
に
対
し
て
狭
す
ぎ
る
解
釈
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹆
緊
急
事
態
に
対
し
て
第
48
条
が
持
つ
効
力
を
削
い
で
は
な
ら
な
い
と
い
う

見
解
を
﹆
一
九
二
四
年
に
表
明
し
た
の
だ
と
い
う
。
ビ
ス
マ
ル
ク
憲
法
が
﹆
司
法
形
式
に
よ
る
﹁
憲
法
裁
判
﹂
の
方
向
を
完
全
に
捨
て
去
っ

た
後
に
﹆
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
は
﹆
再
び
﹆
ド
イ
ツ
に
お
い
て
国
家
権
力
に
対
す
る
司
法
形
式
の
監
督
と
裁
判
と
い
う
﹁
法
治
国
家
思
想
﹂
を

非
常
に
強
く
実
現
し
﹆
個
々
の
ラ
ン
ト
に
対
し
て
ば
か
り
で
は
な
く
﹆
全
体
国
家
権
力
﹆
つ
ま
り
﹆
ラ
イ
ヒ
権
力
自
体
に
対
し
て
も
司
法
形

式
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
︵justizförm

liche K
ontrolle

︶
を
導
入
し
た
︵S.435
︶。
最
高
の
政
治
的
指
導
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
司
法
形
式
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
が
持
ち
う
る
明
白
な
危
険
性
に
対
し
て
﹆
つ
ま
り
﹆﹁
法
治
国
家
思
想
﹂
の
過
度
の
強
調
か
ら
出
て
く
る
危
険
性
に
対
し
て
﹆

﹁
支
配
の
思
想
﹂
と
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
に
﹆﹁
憲
法
裁
判
﹂
と
い
う
制
度
そ
の
も
の
の
内
部
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

二
つ
の
有
効
な
手
段
が
あ
り
う
る

︵S.435

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
ヤ
ー
コ
ビ
は
い
う
。
そ
の
第
一
が
﹆
既
に
本
法
廷
で
述
べ
た
﹁
政
治
的
裁
量
の
事
後
審
査
﹂
の
制
限
と
い
う
点⎠61
⎝
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で
あ
り
﹆
第
二
が
﹆
訴
訟
の
﹆
い
わ
ゆ
る
形
式

0

0

︵Form
alien

︶
に
つ
い
て
の
厳
格
な
審
査
﹆
と
り
わ
け
﹁
訴
訟
要
件
﹂
の
厳
格
な
審
査
で

あ
る
﹆
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
形
式
と
は
﹆
通
常
の
意
味
で
の
形
式
で
は
な
く
﹆
高
度
に
国
家
政
治
的
意
味
を
持
つ
︵S.436

強
調
ヤ
ー
コ

ビ
︶
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
ヤ
ー
コ
ビ
は
﹆﹁
憲
法
裁
判
﹂
制
度
に
お
け
る
﹁
訴
訟
要
件
﹂
の
審
査
を
﹆﹁
法
治
国
家
思
想
﹂
が
強
調
さ
れ
す

ぎ
る
こ
と
の
持
つ
危
険
性
に
対
抗
し
﹆﹁
支
配
の
思
想
﹂
と
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
の
一
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
る
。

そ
の
上
で
﹆
厳
格
に
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹁
訴
訟
要
件
﹂
と
し
て
﹆
①
当
事
者
適
格
の
問
題
﹆
お
よ
び
﹆
②
権
利
保
護
の
必
要

性
の
問
題
の
二
つ
を
あ
げ
る
︵S.436

︶。

①
当
事
者
適
格

0

0

0

0

0

と
は
﹆
第
19
条
の
意
味
で
の
当
該
手
続
き
に
お
い
て
﹆
国
事
裁
判
所
に
対
し
て
訴
え
を
提
起
で
き
る
権
限
で
あ
る
︵S.436

強
調
ヤ
ー
コ
ビ
︶﹆
と
す
る
。
つ
ま
り
﹆
実
質
的
権
限
＝
訴
訟
権
限
＝
訴
訟
適
格
＝
原
告
あ
る
い
は
被
告
適
格
で
あ
り
﹆
問
題
は
﹆
自
身
が
﹆

こ
う
し
た
当
事
者
と
し
て
法
的
関
係
に
参
加
す
る
こ
と
が
法
的
に
で
き
る
の
か
﹆
で
あ
る
。
②
権
利
保
護
の
必
要
性

0

0

0

0

0

0

0

0

と
は
﹆
自
身
が
﹆
当
事

者
適
格
を
持
つ
当
事
者
と
し
て
﹆
訴
訟
に
お
い
て
法
的
関
係
を
主
張
す
る
法
的
利
益
を
持
つ
﹆
つ
ま
り
﹆
法
的
関
係
を
裁
判
所
に
申
し
立
て

る
こ
と
に
つ
い
て
﹆
単
な
る
事
実
上
の
利
益
で
は
な
く
法
的
利
益
を
持
つ
﹆
と
い
う
こ
と
︵S.437

強
調
ヤ
ー
コ
ビ
︶
で
あ
る
。

以
上
を
前
置
き
と
し
て
﹆
本
件
の
原
告
に
つ
い
て
具
体
的
な
検
討
を
行
う
が
﹆
第
一
に
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
は
﹆
ラ
イ
ヒ
に
対
す
る
プ
ロ
イ
セ

ン
・
ラ
ン
ト
の
訴
え
に
お
い
て
﹆
既
に
罷
免
さ
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
政
府
が
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
の
法
的
代
表
権
を
持
ち
う
る
の

か
﹆
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
詳
細
な
考
察
を
行
う
。
第
二
は
﹆
ラ
ン
ト
議
会
会
派
の
訴
訟
遂
行
能
力
に
つ
い
て
﹆
第
三
は
﹆
個
人
と
し
て

の
大
臣
の
原
告
適
格
で
あ
り
﹆
そ
し
て
第
四
に
﹆
バ
イ
エ
ル
ン
と
バ
ー
デ
ン
の
原
告
適
格
に
つ
い
て
の
検
討
が
な
さ
れ
る
。
以
下
の
ヘ
ラ
ー

の
弁
論
と
の
関
係
で
重
要
な
発
言
と
し
て
こ
こ
で
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
の
は
﹆
第
一
﹆
第
二
の
点
で
あ
り
﹆
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
の
ヤ
ー
コ

ビ
批
判
と
の
関
連
で
は
﹆
第
四
の
点
が
重
要
で
あ
る
。

第
一
に
﹆
本
件
で
は
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
が
﹁
ラ
イ
ヒ
に
対
す
る

0

0

0

0

0

0

0

訴
訟
﹂
を
﹆
官
職
を
剥
奪
さ
れ
た
大
臣
た
ち
に
よ
る
事
務
管
理
政

府
が
ラ
ン
ト
を
代
表
し
て
提
起
し
て
い
る
が
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
に
よ
れ
ば
﹆
そ
れ
は
﹁
訴
訟
上
の
擬
制

0

0

0

0

0

0

﹂︵Prozeßfiktion

︶
の
助
け
を
借
り
て
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の
み
提
起
し
う
る
も
の
だ
︵S.437

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
い
う
。
そ
の
﹁
擬
制
﹂
と
は
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
の
大
臣
が
ラ
ン
ト
権
力
行

使
の
権
限
を
全
面
的
に
剥
奪
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹆
訴
訟
に
お
い
て
は
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
の
名
に
お
い
て
行
動
す
る
こ
と
が
で

き
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
を
代
表
で
き
る
と
い
う
﹁
擬
制
﹂
で
あ
り
﹆
法
的
に
は
根
拠
づ
け
し
え
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
だ
と
い
う
︵
傍
点
引
用
者
︶。

で
は
な
ぜ
﹆﹁
訴
訟
上
の
擬
制
﹂
を
置
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
ヤ
ー
コ
ビ
は
﹆
そ
れ
は
﹆
憲
法
訴
訟
を
た
だ
ち
に
開
始
し
た
い

と
考
え
﹆
後
に
な
っ
て
形
成
さ
れ
る
だ
ろ
う
正
規
の
政
府
が
﹆
ラ
イ
ヒ
に
対
し
て
訴
え
を
提
起
す
る
の
を
待
と
う
と
し
な
か
っ
た
か
ら
だ

︵S.437

︶﹆
と
い
う
。
し
か
し
ヤ
ー
コ
ビ
に
よ
れ
ば
﹆
こ
こ
で
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
訴
え
を
提
起
し
て
い
る
事

務
管
理
内
閣
は
﹆﹁
現
在
と
は
全
く
異
な
る
構
成
を
持
っ
て
い
た
以
前
の
ラ
ン
ト
議
会
に
根
拠
を
持
つ
も
の
で
あ
り
﹆
ラ
ン
ト
議
会
の
最
近

の
選
挙
の
後
で
辞
任
し
た
も
の
で
あ
り
﹆
新
し
く
構
成
さ
れ
た
ラ
ン
ト
議
会
に
よ
っ
て
明
瞭
に
不
信
任
投
票
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
﹆
最
終
的

に
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
に
よ
っ
て
政
府
と
し
て
の
事
務
管
理
権
限
を
剥
奪
さ
れ
た
も
の
﹂
で
あ
る
が
ゆ
え
に
﹆
ラ
イ
ヒ
に
対
す
る
訴
訟
を
提
起

す
る
資
格
を
持
た
な
い
︵S.438

︶﹆
と
い
う
。

で
は
﹆﹁
プ
ロ
イ
セ
ン
内
部
の
憲
法
争
議
﹂
と
し
て
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
の
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
・
ラ
ン
ト
政
府
に
対
し
て
訴
訟
を
提
起
す
る
と
い

う
場
合
の
﹆
法
的
代
表
権
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
ヤ
ー
コ
ビ
は
﹆
こ
の
点
に
つ
い
て
は
肯
定
し
﹆
本
件
に
お
い
て
は
﹆
現
在
の
プ
ロ
イ
セ

ン
・
ラ
ン
ト
の
事
務
管
理
を
行
っ
て
い
る
政
府
に
対
し
て
﹆
以
前
の
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
の
事
務
管
理
を
行
っ
て
い
た
政
府
が
提
起
し
た

訴
え
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
﹆
つ
ま
り
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
の
ラ
ン
ト
権
力
を
行
使
す
る
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
政
府
の
権
限
を
争
う
﹁
プ
ロ
イ
セ

ン
内
部
の
憲
法
紛
争
﹂
が
あ
る
。
そ
の
場
合
﹆
ラ
イ
ヒ
は
埒
外
に
留
ま
る
の
で
あ
り
﹆
そ
の
際
﹆
七
月
二
〇
日
の
ラ
イ
ヒ
の
行
為
が
合
憲
的

で
あ
る
か
ど
う
か
は
﹆
一
つ
の
先
決
問
題
に
す
ぎ
ず
﹆
訴
え
の
対
象
と
は
さ
れ
え
な
い
。
そ
こ
で
﹆
ラ
イ
ヒ
を
被
告
と
す
る
訴
訟
に
お
け

る
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
の
た
め
の
法
的
代
表
権
を
﹆
官
職
を
剥
奪
さ
れ
た
大
臣
が
持
つ
か
否
か
を
﹆
国
事
裁
判
所
は
審
査
し
て
頂
き
た

い
﹆
と
求
め
る
。
ヤ
ー
コ
ビ
の
見
解
と
し
て
は
﹆
本
件
で
は
﹆
官
職
を
剥
奪
さ
れ
た
大
臣
は
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
国
家
権
力
の
行
使
を

め
ぐ
っ
て
﹆
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
・
ラ
ン
ト
政
府
と
争
う
べ
き
で
あ
り
﹆
干
渉
を
行
う
ラ
イ
ヒ
の
権
限
を
め
ぐ
っ
て
ラ
イ
ヒ
に
対
し
て
ラ
ン
ト
の
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訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹆
ラ
イ
ヒ
に
対
す
る
訴
訟
を
提
起
す
る
と
い
う
こ
と
は
﹆
官
職
を
剥
奪
さ
れ
た
大
臣
た
ち
に
委
ね
ら
れ

る
べ
き
で
は
な
く
﹆
後
に
形
成
さ
れ
る
正
規
の
ラ
ン
ト
政
府
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
﹆
と
述
べ
る
。

第
二
に
﹆［
ラ
ン
ト
議
会
］
諸
会
派

0

0

0

の
原
告
適
格
に
つ
い
て
︵
強
調
ヤ
ー
コ
ビ
︶。
ヤ
ー
コ
ビ
は
﹆﹁
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
の
対
ラ
イ
ヒ

0

0

0

0

訴
訟
﹂
と
い
う
観
点
﹆
お
よ
び
﹆﹁
プ
ロ
イ
セ
ン
内
部

0

0

0

0

0

0

0

に
お
け
る
憲
法
争
議
﹂
と
い
う
観
点
﹆
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
考
察
し
﹆
結
論
と

し
て
﹆
会
派
は
﹆
あ
ら
ゆ
る
点
か
ら
見
て
本
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
能
力
を
持
た
ず
﹆
法
的
代
表
権
を
持
た
な
い
︵S.440

傍
点
引
用
者
︶﹆

と
論
ず
る
。

ま
ず
﹆﹁
ラ
ン
ト
対
ラ
イ
ヒ
訴
訟
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
﹆
四
つ
の
点
で
﹆
会
派
の
原
告
適
格
を
否
定
す
る
。
①
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
第
49
条

で
﹁
ラ
ン
ト
政
府
は
﹆
ラ
ン
ト
を
対
外
的
に
代
表
す
る
﹂
と
あ
り
﹆
現
に
ラ
ン
ト
政
府
が
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
﹆
ラ
ン
ト
政
府
の

不
存
在
ゆ
え
に
ラ
ン
ト
議
会
が
代
理
と
し
て
呼
び
出
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
﹆
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
②
ラ
イ
ヒ
に
対
し
て
ラ
ン
ト
を
代
表
す

る
も
の
と
し
て
﹆
ラ
イ
ヒ
と
ラ
ン
ト
議
会
議
長
と
の
交
渉
も
問
題
に
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
交
渉
は
﹆
も
と
も
と
存
在
し
な
い
ラ
ン
ト
議
会

の
代
表
権
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
し
﹆
万
一
﹆
ラ
ン
ト
議
会
の
代
表
権
が
存
在
し
た
と
し
て
も
﹆
会
派
を
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
の

法
定
代
理
人
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
③
第
三
の
可
能
性
と
し
て
の
﹆
こ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
﹆
民
事
訴
訟
法
第
66
条
に
基
づ
く
﹁
補
助

的
参
加
﹂︵N

ebenintervenient

︶
に
つ
い
て
は
﹆
四
つ
の
点
か
ら
否
定
す
る
。︵
i
︶
補
助
的
参
加
の
た
め
の
実
定
法
上
の
根
拠
が
な
い
。

本
件
は
﹆
民
事
訴
訟
法
や
行
政
訴
訟
法
の
場
合
と
全
く
異
な
る
。︵
ii
︶
民
事
訴
訟
法
上
﹆
行
政
訴
訟
法
上
で
認
め
ら
れ
て
い
る
﹁
補
助
的

参
加
﹂
の
権
限
を
持
つ
の
は
﹆
そ
れ
自
身
と
し
て
も
当
事
者
能
力
を
持
つ
も
の
に
限
ら
れ
る
。
本
件
で
﹁
補
助
的
参
加
﹂
を
主
張
し
て
い
る

の
は
全
く
当
事
者
能
力
を
持
た
な
い
機
関
で
あ
る
。︵
iii
︶
プ
ロ
イ
セ
ン
の
勝
利
を
想
定
し
た
場
合
で
す
ら
﹆
会
派
は
﹆
自
身
の
法
的
利
益

を
持
た
な
い
。
事
実
上
の
利
害
を
持
つ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
﹆
法
的
利
益
は
認
め
ら
れ
な
い
。︵
iv
︶
会
派
を
参
加
さ
せ
る
実
際
上
の

必
要
性
︵praktisches B

edürfnis

︶
も
認
め
ら
れ
な
い
。
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
は
こ
の
訴
訟
遂
行
に
会
派
の
支
援
な
ど
必
要
と
し
な
い
。
以

上
の
観
点
か
ら
﹆
会
派
は
﹁
ラ
ン
ト
が
ラ
イ
ヒ
に
対
し
て
提
起
す
る
訴
訟
﹂
の
法
的
代
表
権
を
否
定
さ
れ
る
。



194

で
は
﹆﹁
プ
ロ
イ
セ
ン
内
部
の
憲
法
訴
訟

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
ど
う
か
︵S.441

強
調
ヤ
ー
コ
ビ
︶。
ヤ
ー
コ
ビ
は
﹆
本
来
は
﹆﹁
プ

ロ
イ
セ
ン
内
部
の
憲
法
訴
訟
﹂
と
し
て
﹆
事
実
上
の
ラ
ン
ト
権
力
を
行
使
し
て
い
る
プ
ロ
イ
セ
ン
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
に
対

し
て
﹆
そ
の
ラ
ン
ト
権
力
の
行
使
を
め
ぐ
っ
て
提
起
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
だ
﹆
と
い
う
見
解
を
こ
こ
で
繰
り
返
す
が
﹆
し
か
し
﹆
現
に
提

起
さ
れ
て
い
る
の
は
﹆
そ
う
で
は
な
く
﹆
訴
訟
の
対
象
は
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
を
設
置
し
た
ラ
イ
ヒ
の
行
為

0

0

0

0

0

0

に
対
す
る
異
議
で
あ
り
﹆

し
た
が
っ
て
﹆
本
件
は
﹁
プ
ロ
イ
セ
ン
内
部
の
憲
法
争
議
﹂
と
は
言
い
え
な
い
が
ゆ
え
に
﹆
会
派
の
法
的
代
表
権
は
存
在
し
な
い
﹆
と
述
べ

る
に
留
ま
り
﹆
仮
に
﹁
プ
ロ
イ
セ
ン
内
部
の
憲
法
訴
訟
﹂
で
あ
っ
た
場
合
に
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
を
相
手
と

し
た
訴
訟
の
原
告
適
格
を
ラ
ン
ト
議
会
会
派
が
持
ち
う
る
か
否
か
﹆
と
い
う
問
題
に
は
言
及
し
な
い
︵
傍
点
引
用
者
︶。

最
後
に
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
は
﹆
本
件
で
は
﹆
ラ
イ
ヒ
の
第
48
条
に
基
づ
く
行
為
を
理
由
と
し
て
ラ
イ
ヒ
に
対
す
る

0

0

0

0

0

0

0

訴
訟
を
﹆
ラ
ン
ト
議
会
会
派

と
し
て
提
起
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
た
︵
傍
点
引
用
者
︶。
ラ
イ
ヒ
議
会
会
派
で
す
ら
拒
否
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
﹆
せ
い
ぜ
い
加
重
さ

れ
た
条
件
の
下
で
第
59
条
に
拠
っ
て
の
み
ラ
イ
ヒ
議
会
に
な
し
う
る
と
さ
れ
て
い
る
⎠
62
⎝

こ
と
を
﹆
本
法
廷
で
ラ
ン
ト
議
会
会
派
が
や
っ
て
し

ま
っ
た
［
な
ん
た
る
こ
と
か
］﹆︵S.441

︶
と
批
判
す
る
。

第
四
の
﹆
バ
イ
エ
ル
ン
と
バ
ー
デ
ン
の
原
告
適
格
の
検
討
︵S.442ff.

︶
に
お
い
て
も
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
は
緻
密
な
議
論
を
展
開
す
る
。
ヤ
ー

コ
ビ
の
結
論
は
﹆
本
件
に
お
い
て
バ
イ
エ
ル
ン
と
バ
ー
デ
ン
に
は
原
告
適
格
は
な
い
﹆
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
﹆
そ
の
根
拠
を
二
つ
の
観

点
か
ら
論
ず
る
。
第
一
の
観
点
は
﹆
ラ
イ
ヒ
憲
法
第
19
条
と
第
13
条
第
2
項
の
相
違
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
導
か
れ
る
﹁
国
事
裁
判
所
の
管
轄

0

0

0

0

0

0

0

0

権0

﹂
の
対
象
に
﹆
バ
ー
デ
ン
と
バ
イ
エ
ル
ン
の
訴
え
は
当
て
は
ま
ら
な
い
﹆
と
い
う
議
論
で
あ
り
﹆
第
二
の
観
点
は
﹆
バ
ー
デ
ン
と
バ
イ
エ

ル
ン
の
訴
え
に
よ
る
確
認
の
利
益
︵Feststellungsinteresse

︶
の
存
否
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。

第
一
の
点
に
つ
い
て
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
と
バ
ー
デ
ン
に
よ
る
訴
え
は
﹆
最
高
に
一
般
的

0

0

0

意
味
を
持

つ
第
48
条
の
一
般
的

0

0

0

意
味
内
容
の
確
定

0

0

を
求
め
る
も
の
で
あ
る
︵S.442

傍
点
引
用
者
︶。﹁
し
か
し
国
事
裁
判
所
は
﹆
…
…
現
に
存
在
す
る

0

0

0

0

0

0

具
体
的
な
法
的
関
係
を
め
ぐ
る
紛
争

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
場
合
に
管
轄
権
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
﹂︵S.442
傍
点
引
用
者
︶。
ヤ
ー
コ
ビ
の
理
解
す
る
﹁
現
に
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存
在
す
る
具
体
的
な
法
的
関
係
﹂
と
は
﹆﹁
特
定
の
具
体
的
な
構
成
要
件

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
基
づ
い
た
法
秩
序
か
ら
出
て
く
る
法
的
な
帰
結
﹂
に
限
ら
れ
る

︵S.442

傍
点
引
用
者
︶。
そ
れ
ゆ
え
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
に
よ
れ
ば
﹆
国
事
裁
判
所
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
べ
き
﹁
判
決
﹂
の
対
象
は
﹆［
バ
ー
デ

ン
や
バ
イ
エ
ル
ン
が
求
め
る
よ
う
な
］
法
規
範
に
つ
い
て

0

0

0

0

0

0

0

の
見
解
で
は
な
く
﹆
構
成
要
件
に
関
し
て
導
き
出
さ
れ
た
具
体
的
な
法
的
帰
結

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ

け
で
あ
り
﹆
あ
る
い
は
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
﹆
法
規
範
の
一
般
的
限
界

0

0

0

0

0

の
確
定
で
は
な
く
﹆
常
に
具
体
的

0

0

0

事
例
に
の
み
か
か
わ
る
︵S.443

傍
点
引
用
者
︶。

以
上
の
点
は
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
に
よ
れ
ば
﹆
換
言
す
れ
ば
﹆﹁
有
権
解
釈
﹂︵authentische Interpretatio

⎠
63
⎝n

︶
と
﹆﹁
一
般
的
な
既
判
力
を
も
っ

て
法
的
紛
争
に
判
断
を
下
す
こ
と
﹂
と
の
間
の
対
比
の
問
題
で
も
あ
る
。﹁
有
権
解
釈
﹂
と
は
﹆
判
断
の
対
象
が
抽
象
的
な
法
の
問
題

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆
法0

規0

範0

︵die abstrakte R
echtsfrage, die R

echtsnorm

︶
で
あ
る
第
13
条
第
2
項
の
よ
う
に
﹆
判
断
の
対
象
が
法
規
定
︵der R

echtssatz

︶

で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
︵S.443
傍
点
引
用
者
︶。

こ
れ
に
対
し
て
﹆﹁
一
般
的
な
既
判
力
を
も
っ
て
法
的
紛
争
に
判
断
を
下
す
こ
と
﹂
と
は
﹆
具
体
的
な
法
的
関
係

0

0

0

0

0

0

0

0

を
﹆
将
来
起
こ
る
で

あ
ろ
う
あ
ら
ゆ
る
訴
訟
に
つ
い
て
確
定
す
る
こ
と
で
あ
り
﹆
決
し
て
﹆
そ
こ
で
適
用
さ
れ
る
法
規
範
が
確
定
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い

︵S.443

傍
点
引
用
者
︶。
し
た
が
っ
て
ヤ
ー
コ
ビ
は
言
う
。

第
19
条
は
﹆
具
体
的
な
法
的
紛
争
︵eine konkrete R

echtsstreitigkeit

︶﹆
具
体
的
な
法
的
関
係
︵ein konkretes R

echts-

verhältnis

︶
を
判
断
す
る
の
に
対
し
て
﹆
第
13
条
第
2
項
は
﹆
抽
象
的
な
法
的
問
題
に
つ
い
て
︵über eine abstrakte 

R
echtsfrage

︶
判
断
を
下
す
﹆
と
い
う
二
つ
の
条
項
の
間
の
対
比
ほ
ど
に
鋭
い
対
比
は
他
に
は
な
い
の
で
あ
る
︵S.443

︶。

第
二
に
﹆
確
認
の
利
益

0

0

0

0

0

﹆
す
な
わ
ち
﹆
権
利
保
護
の
必
要
性
︵R

echtsschutzbedürfnis

︶
に
つ
い
て
︵S.446

強
調
ヤ
ー
コ
ビ
︶。
バ
ー

デ
ン
も
バ
イ
エ
ル
ン
も
﹆
確
認
の
利
益
は
存
在
す
る
と
主
張
す
る
が
﹆
具
体
的
な
法
的
関
係
の
確
認
を
求
め
る
訴
え
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
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は
な
い
。
フ
ォ
ン
・
ヤ
ー
ン
自
身
が
一
度
述
べ
た
よ
う
に
﹆
特
定
の
事
態

0

0

0

0

0

に
根
拠
を
置
い
た
確
認
訴
訟
で
は
な
い
﹆
つ
ま
り
﹆
特
定
の
事
態

が
欠
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
﹆
紛
争
に
相
当
す
る
い
か
な
る
具
体
的
な
法
的
関
係
も
存
在
し
な
い
﹆
そ
れ
ゆ
え
﹆
法
的
争
訟
は
存
在
し
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い0

︵S.445
傍
点
引
用
者
︶。

ま
た
﹆
条
件
付
き
の
具
体
的
法
的
関
係
が
存
在
す
る
﹆
あ
る
い
は
﹆
訴
え
の
対
象
は
特
定
の
具
体
的
な
国
家
行
為
だ
﹆
と
の
主
張
も

［
バ
ー
デ
ン
と
バ
イ
エ
ル
ン
か
ら
］
な
さ
れ
た
が
﹆
そ
れ
ら
は
法
学
的
な
意
味
に
お
け
る
国
家
行
為
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆
な
ぜ
な
ら
﹆
そ
れ
は
い
か

な
る
法
的
効
果
も
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
は
確
実
だ
か
ら
だ
︵S.446

傍
点
引
用
者
︶。

単
な
る
紛
争
は
﹆
法
的
争
訟
の
存
在
を
肯
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
法
的
争
訟
が
あ
る
と
前
提
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
﹆
自

分
は
﹆
法
的
争
訟
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
争
う
。
法
を
め
ぐ
る
争
い
︵der Streit um

s R
echt

︶
で
充
分
な
の
で
は
な
く
﹆
具
体
的
な
法

的
関
係
を
め
ぐ
る
争
い
︵ein Streit um

 ein konkretes R
echtsverhältnis

︶
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
︵S.446

︶。

結
論
と
し
て
﹆

確
認
の
利
益
は
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
﹆
し
か
し
そ
れ
は
﹆
具
体
的
な
法
的
関
係
の
確
認
を
求
め
る
も
の
で
は
な

く
﹆
一
般
的
な
法
的
状
況
の
確
認
︵Feststellung einer allgem

einen R
echtslage

︶
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

恐
ら
く
法
解
釈
と
法
解
釈
の
対
立
は
存
在
す
る
が
﹆
…
…
具
体
的
な
法
的
関
係
と
具
体
的
法
的
関
係
の
対
立
は
存
在
し
て
い
な

い
︵S.446

︶。

特
に
﹆
ラ
イ
ヒ
参
事
院
︵R

eichsrat

︶
に
お
け
る
関
係
に
つ
い
て
の
確
認
の
利
益
を
め
ぐ
っ
て
一
般
的
な
法
的
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
﹆﹁
私
は
一
般
的
法
的
問
題
を
バ
ー
デ
ン
も
し
く
は
バ
イ
エ
ル
ン
に
適
用
す
る
﹂
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹆
具
体
的
に
な
る

の
で
は
な
く
﹆
具
体
的
な
構
成
要
件
と
の
関
連
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵S.446

︶
と
ヤ
ー
コ
ビ
は
指
摘
す
る
。
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以
上
の
二
つ
の
観
点
か
ら
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
は
バ
ー
デ
ン
と
バ
イ
エ
ル
ン
の
訴
え
が
第
19
条
の
意
味
に
お
け
る
訴
え
に
は
該
当
し
な
い
が
ゆ
え

に
﹆
両
ラ
ン
ト
の
原
告
適
格
は
否
定
さ
れ
る
﹆
と
主
張
し
た
。

そ
の
後
﹆
シ
ュ
ッ
ツ
ェ
が
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
の
触
れ
な
か
っ
た
点
﹆
つ
ま
り
﹆
官
職
を
剥
奪
さ
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
大
臣
た
ち
が
﹆
個
人
と
し

て
﹆﹁
プ
ロ
イ
セ
ン
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
と
し
て
の
ラ
イ
ヒ
首
相
﹂
を
相
手
と
し
て
提
起
し
た
訴
え
に
お
い
て
﹆
大
臣
た
ち

の
個
人
と
し
て
の
原
告
適
格
に
つ
い
て
述
べ
﹆
こ
れ
を
不
適
法
と
し
て
却
下
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
。

以
上
の
ラ
イ
ヒ
側
の
弁
論
に
続
い
て
﹆
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
は
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
を
批
判
し
な
が
ら
﹆
第
三
者
で
あ
る
ラ
ン
ト

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆
バ
ー
デ
ン
と
バ

0

0

0

0

0

0

イ
エ
ル
ン
は
本
件
に
お
い
て
原
告
適
格
を
持
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆
と
反
論
す
る
。
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
の
議
論
の
主
題
は
﹆
も
ち
ろ
ん
両
ラ
ン
ト
の
原
告
適

格
の
弁
証
で
あ
り
﹆
そ
の
た
め
に
多
く
が
費
や
さ
れ
る
が
﹆
し
か
し
同
時
に
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
が
﹁
訴
訟
要
件
﹂
論
の
前
提
と
し
た
点
﹆
す
な
わ

ち
﹆﹁
法
治
国
家
﹂
の
過
度
の
強
調
の
否
定
の
た
め
の
一
手
段
と
し
て
﹁
訴
訟
要
件
﹂
の
厳
格
な
審
査
を
位
置
づ
け
た
点
を
も
問
題
と
し
﹆

﹁
法
の
理
念
﹂
対
﹁
支
配
の
理
念
﹂
と
い
う
ヤ
ー
コ
ビ
の
立
て
た
構
図
に
お
け
る
﹁
支
配
の
理
念
﹂
の
強
調
に
対
す
る
﹆
連
邦
主
義
的
観
点

に
立
っ
た
批
判
か
ら
﹆
こ
こ
で
の
議
論
を
始
め
る
。

ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
は
冒
頭
で
ま
ず
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
は
﹆
司
法
形
式
［
に
よ
る
権
力
へ
の
監
視
］︵Justizförm

lichkeit

︶
に
反
し
て
支
配
の
理

念
︵H

errschaftsidee

︶
に
有
利
な
展
開
が
さ
れ
て
き
た
︵
法
治
国
家
か
ら
権
力
国
家
へ
の
展
開
︶﹂
と
い
う
ヤ
ー
コ
ビ
の
主
張
に
お
け
る
﹆

﹁
支
配
の
理
念
﹂﹆﹁
支
配
国
家
﹂
が
意
味
す
る
の
は
﹆
本
訴
訟
と
の
関
係
で
い
え
ば
﹆
諸
ラ
ン
ト
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
の
支
配
権
を
意
味
す
る

に
す
ぎ
な
い
﹆
つ
ま
り
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
の
示
し
た
見
解
で
は
﹆
ラ
ン
ト
は
﹆
あ
た
か
も
支
配
主
体
に
対
す
る
支
配
客
体

0

0

0

0

︵H
errschaftsobjekte

︶

の
よ
う
に
﹆
あ
る
い
は
﹆
命
令
を
下
す
権
力
に
対
す
る
臣
民

0

0

の
よ
う
に
ラ
イ
ヒ
に
対
立
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
﹆
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の

見
解
で
は
﹆
第
48
条
に
お
け
る
ラ
ン
ト
と
ラ
イ
ヒ
の
関
係
は
﹆
第
1
項
で
はcontra
［
対
立
］
が
問
題
と
な
る
が
﹆
第
2
項
で
は
﹆
決
し
て

contra

で
は
な
く
﹆
せ
い
ぜ
いm

it

［
協
働
］
が
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
︵S.448

︶﹆
と
主
張
す
る
。
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以
下
で
は
﹆
バ
ー
デ
ン
と
バ
イ
エ
ル
ン
の
原
告
適
格
の
弁
証
が
﹆
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
。
第
一
の
点
は
﹆

両
ラ
ン
ト
が
提
起
し
た
訴
え
に
は
﹆
確
認
の
利
益

0

0

0

0

0

︵Feststellungsinteresse

︶﹆
お
よ
び
﹆
具
体
的
な
法
的
関
係

0

0

0

0

0

0

0

0

︵ein konkretes 

R
echtsverhältnis

︶﹆
具
体
的
構
成
要
件

0

0

0

0

0

0

0

︵ein konkreter T
atbestand

︶
が
存
在
す
る
﹆
と
い
う
点
﹆
第
二
の
点
は
﹆﹁
国
事
裁
判
所
の

管
轄
権
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
﹆
そ
し
て
第
三
の
点
は
﹆﹁
裁
判
の
本
質
﹂
と
し
て
の
法
規
範
の
発
見

0

0

0

0

0

0

と
い
う
点
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。

第
一
の
﹆
確
認
の
利
益
［
法
的
利
益
］﹆
お
よ
び
﹆
具
体
的
な
法
的
関
係
の
存
在
に
つ
い
て
。
ま
ず
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
は
﹆
確
認
の
利

益
が
認
め
ら
れ
る
の
は
﹆
以
下
の
ご
と
き
諸
ラ
ン
ト
に
対
す
る
脅
迫
的
事
態
が
存
在
す
る
か
ら
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
﹆
大
き
な
ラ
ン
ト

が
緊
張
し
た
状
況
の
下
で
ラ
イ
ヒ
と
異
な
る
政
治
的
見
解
を
持
つ
こ
と
か
ら
生
じ
る
危
険
が
﹆
そ
れ
自
体
﹆
ラ
イ
ヒ
に
よ
る
そ
の
ラ
ン
ト

へ
の
﹁
介
入
﹂
を
可
能
と
す
る
根
拠
と
な
る
と
い
う
ラ
イ
ヒ
側
の
主
張
は
﹆
諸
ラ
ン
ト
か
ら
政
治
的
意
見
を
持
つ
権
利
が
剥
奪
さ
れ
か
ね

な
い
こ
と
を
意
味
す
る
﹆
つ
ま
り
﹆
諸
ラ
ン
ト
は
﹆
国
家
に
対
し
て
自
己
独
自
の
政
策
を
持
つ
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
地
方
自
治
体
︵Selbst-

verw
altungskörper

︶
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
も
同
然
だ
。
こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
﹆
法
原
則
に
反
し
た
支
配
原
則
へ
の
発
展

︵die E
ntw

icklung zum
 H

errschaftsprinzip gegen R
echtsprinzip

︶
が
﹆
諸
ラ
ン
ト
に
背
を
向
け
つ
つ
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ

と
︵S.449

︶。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
﹆
南
ド
イ
ツ
の
諸
ラ
ン
ト
は
﹆
自
分
た
ち
の
法
的
地
位
が
脅
か
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
感
じ
て
い
る
︵
傍
点
引
用

者
︶。
そ
こ
で
﹆
第
48
条
と
の
関
連
に
お
い
て
も
﹆
諸
ラ
ン
ト
は
国
家
と
し
て
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
﹆
ラ
イ
ヒ
の
連
邦
国
家
的
性
格
は

疑
い
の
余
地
無
く
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
﹆
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
﹁
判
決
﹂［
を
得
る
こ
と
］
に
﹆
諸
ラ
ン
ト
は
﹆
特
に
南
ド
イ

ツ
の
諸
ラ
ン
ト
は
法
的
利
益
を
持
つ

0

0

0

0

0

0

0

︵S.449

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
は
主
張
す
る
。

ま
た
ヤ
ー
コ
ビ
は
﹆
誰
も
バ
イ
エ
ル
ン
を
脅
か
そ
う
と
し
て
い
な
い
と
い
う
が
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
七
月
二
〇
日
の
行
為
の
二
日
前

に
﹆
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
は
設
置
さ
れ
な
い
と
い
わ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
不
意
打
ち
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
身
を
守
れ
ば
い
い
の

か
︵S.450

︶。
し
た
が
っ
て
﹆
確
認
の
利
益
が
存
在
す
る
の
は
疑
い
が
な
い
︵S.451
︶。
確
認
の
訴
え
は
予
防
的
働
き
︵prophylaktische 

W
irkung

︶
を
持
つ
﹆
そ
れ
こ
そ
が
こ
の
制
度
の
核
心
で
あ
る
︵S.451

︶
と
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
は
指
摘
す
る
。
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次
に
﹆
具
体
的
構
成
要
件
に
つ
い
て
。
ヤ
ー
コ
ビ
は
﹆
両
ラ
ン
ト
の
訴
え
に
は
具
体
的
な
構
成
要
件
が
存
在
し
な
い
と
い
う
が
﹆
し
か

し
﹆
対
立
し
合
っ
て
い
る
全
く
具
体
的
な
法
主
体
が
存
在
し
﹆
一
方
が
﹆
他
方
の
権
利
や
義
務
に
干
渉
す
る
﹆
あ
る
い
は
﹆
一
方
が
他
方
の

法
的
地
位
を
争
う
と
い
う
全
く
特
定
の
権
利
と
義
務
が
存
在
し
て
い
る
︵S.450

︶
と
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
は
い
う
。

さ
ら
に
﹆﹁
よ
り
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
と
し
て
ラ
イ
ヒ
参
事
院

0

0

0

0

0

0

に
お
け
る
事
態
に
つ
い
て
﹂
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
は
論
及
す
る
︵S.450

傍
点
引
用
者
︶。
プ
ロ
イ
セ
ン
が
﹆
そ
の
憲
法
に
合
致
す
る
政
府
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
異
議
を
﹆
バ
イ
エ
ル
ン

は
正
式
な
代
理
人
を
通
じ
て
申
し
立
て
た
。
ラ
イ
ヒ
は
﹆
自
ら
﹆
こ
の
件
に
は
争
い
が
存
在
す
る
た
め
﹆
国
事
裁
判
所
の
判
断
を
待
ち
た
い

と
述
べ
﹆
そ
れ
ゆ
え
に
﹆
ラ
イ
ヒ
参
事
院
の
会
合
は
当
分
開
催
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
﹆
ラ
イ
ヒ
自
身
が
﹆
こ
の
問
題
に
関
す

る
決
定
を
国
事
裁
判
所
に
期
待
し
て
い
る
︵S.450

︶。

と
こ
ろ
が
ヤ
ー
コ
ビ
は
﹆
第
三
の
ラ
ン
ト
に
は
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
が
議
会
主
義
的
政
府
に
よ
っ
て
の
み
運
営
さ
れ
る
べ
き
だ
と
請
求
す
る

権
利
な
ど
存
在
し
な
い
︵S.447

︶
と
述
べ
﹆
ま
た
﹆
ラ
イ
ヒ
参
事
院
が
特
定
の
方
式
で
招
集
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
権
限
を
持
た
な
い
と

主
張
し
た
︵S.451

︶。
こ
れ
に
対
す
る
﹆
私
［
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
］
の
見
解
﹆
お
よ
び
学
界
で
広
く
支
持
さ
れ
て
い
る
見
解
は
﹆
ラ
ン
ト

は
［
ラ
イ
ヒ
参
事
院
に
お
け
る
］
ラ
イ
ヒ
と
の

0

0

0

0

0

﹁
共
同
決
定
権

0

0

0

0

0

﹂︵ein M
itbestim

m
ungsrecht am

 R
eich

︶
を
持
つ
﹆
そ
れ
は
抽
象
的
な

﹁
共
同
決
定
権
﹂
で
は
な
く
﹆
ラ
イ
ヒ
憲
法
に
即
し
て
明
確
に
規
定
さ
れ
た
﹁
共
同
決
定
権
﹂
で
あ
る
﹆
つ
ま
り
諸
ラ
ン
ト
は
﹆
ラ
イ
ヒ
参

事
院
を
全
く
特
定
の
や
り
方
で
構
成
す
る
権
利
を
持
つ
︵S.451
傍
点
引
用
者
︶
と
い
う
も
の
だ
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
﹆
も
し
﹆
ラ
イ
ヒ
参

事
院
が
［
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
と
は
］
異
な
る
や
り
方
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
﹆
と
り
わ
け
﹆
実
質
的
に
は
ラ
イ
ヒ
の
投
票
で

あ
る
よ
う
な
投
票
が
ラ
イ
ヒ
参
事
院
に
お
い
て
有
効
に
な
る
な
ら
ば
﹆
わ
れ
わ
れ
［
諸
ラ
ン
ト
］
の
﹁
影
響
を
行
使
す
る
権
利
﹂
が
本
質
的

に
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
ラ
イ
ヒ
参
事
院
で
ラ
イ
ヒ
政
府
が
一
三
票
を
自
由
に
で
き
る
こ
と
に
な
れ
ば
﹆
そ

れ
に
よ
っ
て
﹆
ラ
イ
ヒ
参
事
院
に
よ
る
ラ
イ
ヒ
政
府
へ
の
制
約
は
緩
和
さ
れ
て
し
ま
う
。

留
意
す
べ
き
な
の
は
﹆
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
﹆
実
質
的
な
問
題
で
あ
っ
て
形
式
的
な
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
諸
ラ
ン
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ト
は
影
響
を
行
使
す
る
と
い
う
実
質
的
な
権
利

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
持
つ
︵S.451

傍
点
引
用
者
︶。
そ
う
で
な
け
れ
ば
﹆
諸
ラ
ン
ト
は
﹆
ラ
イ
ヒ
参
事
院
に

代
表
を
派
遣
す
る
と
い
う
純
粋
に
理
論
上
の
権
利
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
れ
ば
﹆
そ
れ
［
影
響
を
行
使
す
る

権
利
］
は
統
合
主
義
的
な
︵unitarischen

︶
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
下
で
﹆
諸
ラ
ン
ト
が
ラ
イ
ヒ
に
お
い
て
持
つ
唯
一
の
連
邦
主
義
的
な
権

利
︵das einzige föderative R

echt

︶
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
す
る
と
﹆
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
お
け
る
諸
ラ
ン
ト
の
地
位
は
﹆

全
く
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
も
同
然
だ
ろ
う
︵S.451

︶。

さ
ら
に
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
は
﹆﹁
い
か
な
る
国
家
行
為
も
存
在
し
な
い
﹂
と
ヤ
ー
コ
ビ
は
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
指
摘
す
る
。
ラ
イ

ヒ
参
事
院
に
お
け
る
バ
イ
エ
ル
ン
の
要
求
﹆
た
と
え
ば
﹆
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
投
票
権
の
行
使
が
停
止
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う

要
求
な
ど
は
﹆
ま
さ
に
そ
れ
自
体
一
つ
の
国
家
行
為
で
あ
る
︵S.450

︶。

し
た
が
っ
て
﹆
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
の
見
解
に
よ
れ
ば
﹆
以
下
の
点
が
確
認
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
﹆
本
件
に
お
け
る
バ
イ
エ

ル
ン
と
バ
ー
デ
ン
の
訴
え
に
は
﹆

具
体
的
な
法
的
関
係

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆
つ
ま
り
﹆
現
に
争
わ
れ
て
い
る
現
実
的
﹆
個
別
的
な
法
的
関
係
が
存
在
し
﹆
さ
ら
に
﹆
国
事
裁
判
所
の

判
断
を
引
き
出
す
バ
イ
エ
ル
ン
・
ラ
ン
ト
﹆
お
よ
び
﹆
バ
ー
デ
ン
・
ラ
ン
ト
に
と
っ
て
の
法
的
利
益

0

0

0

0

が
存
在
す
る
︵S.450

傍

点
引
用
者
︶。

第
二
の
問
題
﹆﹁
国
事
裁
判
所
の
管
轄
権
﹂
に
つ
い
て
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
は
﹆
第
一
に
﹆
第
19
条
と
第
13
条
第
2
項
と
の
比
較
と
い
う
点

か
ら
︵S.451ff.

︶﹆
第
二
に
﹆
国
事
裁
判
所
の
成
立
史
と
い
う
観
点
か
ら
﹆
つ
ま
り
﹆
第
19
条
と
旧
ラ
イ
ヒ
憲
法
第
76
条
第
1
項
と
の
比
較

か
ら
︵S.454f.

︶
論
究
し
﹆﹁
国
事
裁
判
所
の
任
務

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂
の
特
殊
性

0

0

0

0

に
つ
い
て
の
掘
り
下
げ
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
議
論
は
﹁
国
事

裁
判
所
は
憲
法
の
番
人
で
あ
る
﹂
と
い
う
﹁
憲
法
の
番
人
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
に
か
か
わ
る⎠64
⎝

点
か
ら
も
重
要
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
﹆
国
事
裁
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判
所
は
﹆
具
体
的
な
法
的
関
係

0

0

0

0

0

0

0

0

の
紛
争
の
み
を
扱
う
と
い
う
ヤ
ー
コ
ビ
に
反
し
て
﹆
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
は
﹆
一
般
的
な
法
規
範

0

0

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
の

判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
﹆
と
主
張
し
た
。

第
一
に
﹆［
国
事
裁
判
所
の
管
轄
権
を
め
ぐ
る
］
第
19
条
と
第
13
条
第
2
項
と
の
有
名
な
関
係
に
つ
い
て
︵S.451ff.

︶。
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー

は
ま
ず
﹆
国
事
裁
判
所
は
ラ
イ
ヒ
憲
法
第
19
条
に
根
拠
を
持
つ
が
﹆
そ
こ
で
は
﹁
私
法
的
性
格
を
も
た
な
い
紛
争
﹂
と
い
わ
れ
て
い
る
だ

け
で
﹆
対
象
に
つ
い
て
の
規
定
は
な
い
﹆
つ
ま
り
﹆
一
般
的
な
法
的
問
題
︵allgem

eine R
echtsfrage

︶
が
扱
わ
れ
る
の
か
﹆
あ
る
い
は
﹆

法
規
範
の
下
に
包
摂
さ
れ
る
べ
き
具
体
的
な
事
態
︵konkrete Sachverhalte

︶
の
み
が
扱
わ
れ
る
の
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
︵S.451

︶

と
指
摘
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
﹆
第
13
条
第
2
項
に
お
け
る
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
の
管
轄
権
は
﹆
成
文
法
の
規
定

0

0

0

0

0

0

を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
り
﹆
法
規
範

0

0

0

を
め

ぐ
る
争
い
で
は
全
く
な
い
。
つ
ま
り
﹆
法
規
範
を
め
ぐ
る
争
い
に
つ
い
て
は
﹆
第
13
条
は
か
か
わ
り
を
持
た
な
い
。
法
規
範
を
め
ぐ
る
争
い

は
﹆
そ
う
し
た
紛
争
が
審
理
の
対
象
で
さ
え
あ
り
う
る
な
ら
ば
常
に
﹆
第
19
条
第
1
項
に
基
づ
い
て
の
み
提
起
し
う
る
の
で
あ
る
︵S.452

︶。

第
19
条
は
﹆
ラ
ン
ト
法
の
規
定
が
ラ
イ
ヒ
法
と
一
致
す
る
か
で
は
な
く
﹆
ラ
イ
ヒ
法
の
規
定
が
ラ
イ
ヒ
憲
法
と
一
致
す
る
か
疑
わ
れ
て
い

る
よ
う
な
事
例
の
訴
訟
を
根
拠
づ
け
る
。
つ
ま
り
﹆
ラ
イ
ヒ
法
律
が
ラ
イ
ヒ
憲
法
違
反
で
あ
る
と
訴
え
る
権
利
﹆
お
よ
び
﹆
国
事
裁
判
所
に

こ
れ
［
憲
法
違
反
性
］
を
宣
言
し
て
も
ら
う
た
め
に
訴
え
る
権
利
を
ラ
ン
ト
が
持
っ
て
い
る
﹆
と
い
う
こ
と
は
﹆
学
界
に
お
い
て
一
般
に
承

認
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
﹆
国
事
裁
判
所
に
一
般
的
な
規
範
︵eine allgem

eine N
orm

︶
に
つ
い
て
の
判
断
を
求
め
て
訴
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
全
く
で
き
な
い
︵S.452

︶。

そ
れ
ゆ
え
﹆
国
事
裁
判
所
の
権
限
を
制
限
す
る
こ
と
は
﹆
国
事
裁
判
所
の
持
つ
意
味
と
任
務
か
ら
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
︵S.452

︶。
つ

ま
り
﹆
第
19
条
を
狭
め
る
解
釈
を
と
る
べ
き
で
は
な
く
﹆
広
く
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
48
条
に
つ
い
て
﹆
ラ
イ
ヒ
側
は
﹆
こ
れ
を
狭

め
る
解
釈
︵eine einengende A

uslegung

︶
を
拒
否
し
た
︵S.451

︶
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹆
第
19
条
に
つ
い
て
は
狭
め
る
解
釈
を
と
ろ
う

と
し
て
い
る
。
し
か
し
﹆
第
48
条
に
つ
い
て
正
し
い
こ
と
は
第
19
条
に
お
い
て
も
正
当
と
さ
れ
る
べ
き
だ
。
さ
ら
に
﹆
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
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る
［
国
事
裁
判
所
の
権
限
の
］
制
限
と
は
﹆
特
定
の
国
家
行
為
の
有
効
も
し
く
は
無
効
を
め
ぐ
る
争
い
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
﹆
具
体
的

な
法
事
例
へ
の
制
限
で
あ
る
が
﹆
そ
う
す
る
と
﹆
国
事
裁
判
所
は
個
々
の
国
家
行
為
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
べ
き
一
つ
の
特
別
行
政
裁
判
所

以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
な
る
か
﹆
あ
る
い
は
﹆
せ
い
ぜ
い
行
政
裁
判
所
で
し
か
な
い
の
で
あ
り
﹆
一
方
で
は
統
治
行
為
が
﹆
他
方
で
は
行

政
行
為
が
扱
わ
れ
る
と
い
う
違
い
し
か
な
く
な
る
。

こ
こ
で
の
誤
り
と
非
常
に
似
通
っ
た
間
違
い
が
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
の
﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
を
﹁
行
政
強
制
﹂
と
等
置
し
た
議
論
に
も
見
ら
れ

る
﹆
と
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
は
指
摘
す
る
︵S.452

︶。﹁
行
政
強
制
﹂
の
場
合
は
﹆
一
方
に
は
高
権
の
担
い
手
︵H

oheitsträger

︶﹆
他
方
に

は
私
法
主
体
︵private R

echtssubjekte

︶
が
い
る
。
し
か
し
﹆
二
つ
の
高
権
の
担
い
手

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
対
立
す
る
場
合
﹆
ラ
イ
ヒ
と
ラ
ン
ト
と
い
う

い
ず
れ
の
側
に
も
国
家
が
存
在
す
る
場
合
﹆
状
況
は
全
く
異
な
る
︵
傍
点
引
用
者
︶。
そ
う
し
た
紛
争
の
場
合
﹆
初
め
か
ら
﹆
そ
れ
ぞ
れ
の

法
的
領
域
の
制
限
︵die A

bgrenzung ihrer R
echtssphären

︶﹆
つ
ま
り
﹆
そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄
権
の
明
確
化
︵die B

estim
m

ung ihrer 

K
om

petenz

︶﹆
ど
こ
ま
で
が
一
方
の
国
家
権
力
に
﹆
ど
こ
ま
で
が
他
方
の
国
家
権
力
に
か
か
わ
る
か
を
確
定
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

そ
の
場
合
に
は
﹆
し
た
が
っ
て
﹆
一
般
的
に
の
み
確
定
さ
れ
う
る
﹁
管
轄
権
問
題
﹂
が
正
面
に
出
て
く
る
の
で
あ
る
︵S.453

︶。

結
論
と
し
て
﹆
国
事
裁
判
所
は
法
規
範

0

0

0

に
つ
い
て
判
断
を
下
す
任
務
を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
国
事
裁
判
所
の
任
務
は
﹆
で
き
る
だ
け
広
い

意
味
に
お
い
て
解
せ
ら
れ
る
べ
き
︵S.453

︶
で
あ
り
﹆
反
対
側
代
理
人
の
主
張
す
る
よ
う
に
﹆
行
政
裁
判
所
と
同
じ
も
の
と
把
握
さ
れ
る

こ
と
は
で
き
な
い
︵S.454

︶。

第
二
に
﹆
国
事
裁
判
所
の
成
立
史
︵S.454f.

︶
か
ら
も
同
様
の
結
論
が
導
か
れ
る
。
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
は
﹆
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
19
条
と
﹆

前
史
と
し
て
の
旧
ラ
イ
ヒ
憲
法
︵
ビ
ス
マ
ル
ク
憲
法
︶
第
76
条
第
1
項
と
の
比
較
を
試
み
る
。

旧
ラ
イ
ヒ
憲
法
で
は
﹆
連
邦
を
構
成
す
る
国
家
間
の
紛
争
は
連
邦
参
事
院
︵B

undesrat

︶
に
お
い
て
処
理
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
第

19
条
と
の
重
要
な
違
い
は
﹆
旧
ラ
イ
ヒ
憲
法
で
は
﹆
第
一
に
﹆［
紛
争
］
処
理
が
政
府
機
関

0

0

0

0

に
よ
っ
て
行
わ
れ
﹆
第
二
に
﹆
ラ
ン
ト
間

0

0

0

0

に
お

け
る
法
的
争
訟
事
例
の
み
が
規
定
さ
れ
て
い
た
﹆
と
い
う
点
に
あ
る
︵S.454

傍
点
引
用
者
︶。
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こ
れ
に
対
し
て
﹆
第
19
条
で
は
﹆
第
一
に
﹆
政
府
機
関
の
代
わ
り
に
裁
判
所

0

0

0

と
い
う
機
関
が
登
場
し
﹆
第
二
に
﹆
管
轄
権
は
ラ
イ
ヒ
と
ラ

0

0

0

0

0

ン
ト
と
の
間

0

0

0

0

0

の
紛
争
に
ま
で
拡
大
さ
れ
﹆
そ
れ
に
よ
っ
て
﹆
ラ
イ
ヒ
の
連
邦
国
家
と
し
て
の
性
格
が
強
化
さ
れ
﹆
連
邦
主
義
と
い
う
観
点
か

ら
見
て
ラ
ン
ト
の
地
位
が
改
善
さ
れ
た
︵S.454

傍
点
引
用
者
︶。
ま
た
﹆
以
前
の
連
邦
参
事
院
で
は
﹆
諸
ラ
ン
ト
は
﹆
常
に
全
員
一
致
し

て
権
利
を
行
使
し
え
た
が
﹆
現
在
で
は
﹆
ラ
ン
ト
が
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
自
己
の
権
利
を
遂
行
し
う
る
。
ラ
イ
ヒ
と
ラ
ン
ト
と
を
同
一
の
地
位

に
あ
る
と
す
る
こ
と
は
﹆
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
お
け
る
ラ
ン
ト
の
か
な
り
小
さ
な
獲
得
物
か
も
し
れ
な
い
が
﹆
ラ
ン
ト
が
﹆
こ
れ
ら
の
問
題

に
つ
い
て
﹆
独
立
の
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
で
き
る
権
利
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
﹆
以
前
よ
り
強
い
法
的
保
障
を
受
け
て
い
る
の
は
重
要
な

こ
と
だ
と
い
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
﹆
憲
法
制
定
時
に
﹆
バ
イ
エ
ル
レ
顧
問
官
は
﹆
ラ
イ
ヒ
が
諸
ラ
ン
ト
の
国
家
権
力
に
﹁
干
渉
﹂
す
る
場

合
﹆
そ
の
﹁
干
渉
﹂
が
﹆
法
的
紛
争
の
対
象
と
さ
れ
う
る
こ
と
に
は
多
く
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
ろ
う
と
語
っ
て
い
た
﹆
と
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
は

指
摘
す
る
︵S.454

︶。

旧
憲
法
下
に
お
け
る
連
邦
参
事
院
の
管
轄
権
と
し
て
は
﹆
二
つ
の
事
例
が
あ
り
︵S.454

︶﹆
第
一
に
﹆
具
体
的
な
法
的
紛
争
﹆
第
二
に
﹆

一
般
的
な
法
的
紛
争
を
含
ん
で
い
た
︵S.455
︶。
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
﹆
連
邦
国
家
の
展
開
に
は
﹆
国
際
法
の
大
き
な
国
家
共
同
体

の
展
開
に
見
ら
れ
る
の
と
全
く
同
様
の
展
開
が
存
在
す
る
﹆
つ
ま
り
﹆
国
家
行
為
を
で
き
る
限
り
司
法
形
式
に
委
ね
よ
う
と
す
る
傾
向
へ
の

漸
進
的
発
展
が
ま
す
ま
す
明
確
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
。
ド
イ
ツ
連
邦
国
家
と
い
う
よ
り
狭
い
国
家
共
同
体
に
お
い
て
﹆
連
邦
参
事
院
の
代

わ
り
に
国
事
裁
判
所
が
登
場
す
る
こ
と
に
よ
り
﹆
国
家
行
為
を
で
き
る
だ
け
司
法
形
式
に
委
ね
よ
う
と
す
る
傾
向
は
﹆
今
や
ま
す
ま
す
明
確

に
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
た
［
司
法
化
の
］
展
開
方
向
⎠
65
⎝

の
本
当
の
意
味
を
解
す
る
な
ら
ば
﹆
国
事
裁
判
所
は
﹆
こ
の
種
の
紛
争
解
決
の
た

め
に
連
邦
参
事
院
の
管
轄
権
の
全
面
的
な
法
的
後
継
者
に
就
い
た
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
﹆
し
た
が
っ
て
﹆
狭
い
解
釈
は
否
定
さ
れ
る
べ

き
だ
︵S.455

︶
と
い
う
。

さ
ら
に
﹆
憲
法
制
定
者
た
ち
は
﹆
紛
争
概
念
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
か
﹆
手
続
き
の
全
体
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
か
と
い
う
﹆

こ
れ
ら
の
問
題
を
﹆
あ
え
て
未
解
決
の
ま
ま
に
し
た
﹆
と
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
は
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
﹆
一
般
的
な
枠
だ
け
︵nur einen 
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allgem
einen R

ahm
en

︶
を
規
定
し
よ
う
と
考
え
﹆
国
家
間
の
公
法
上
の
性
格
を
持
つ
紛
争
に
つ
い
て
決
定
を
下
す
権
限
を
国
事
裁
判
所

に
与
え
て
い
る
第
19
条
の
持
つ
﹆
こ
う
し
た
枠
を
う
め
る
こ
と
は
﹆
国
家
生
活
や
法
生
活
の
内
で
現
実
に
働
い
て
い
る
諸
勢
力
に
委
ね
よ
う

と
し
た
︵S.455

︶。
そ
こ
に
は
第
48
条
と
の
注
目
す
べ
き
並
行
関
係
が
見
ら
れ
る
。
第
48
条
の
場
合
も
﹆
ま
ず
枠
だ
け
が
規
定
さ
れ
﹆
そ
の

枠
を
う
め
る
こ
と
は
﹆
国
家
生
活
や
法
生
活
の
内
で
現
実
に
働
い
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
の
勢
力
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
は
﹆
国
家
の
政

府
の
実
践
で
あ
り
﹆
第
二
に
﹆
第
19
条
の
場
合
に
は
﹆
公
法
上
の
性
格
を
持
つ
紛
争
と
は
何
か
を
確
定
す
る
こ
と
を
﹆
国
事
裁
判
所
の
実
践

に
委
ね
よ
う
と
考
え
た
︵S.455

︶
と
い
う
。

第
三
の
点
と
し
て
﹆
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
は
﹆
そ
も
そ
も
裁
判
官
の
任
務
と
は
﹆
具
体
的
な
事
態
を
法
律
規
定

0

0

0

0

の
下
に︵unter G

esetzes-

vorschriften

︶
包
摂
す
る
︵subsum

ieren

︶
こ
と
な
の
で
は
断
じ
て
な
く
﹆
具
体
的
な
事
態
を
法
規
範

0

0

0

の
下
に
︵unter eine R

echts-

norm

︶
包
摂
す
る
こ
と
に
あ
る
﹆
し
た
が
っ
て
﹆
裁
判
官
が
自
ら
具
体
的
事
件
に
適
用
す
べ
き
法
規
範
を
見
出
す
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
裁
判
官
の
創
造
性

︵das Schöpferische des R
eichteram

tes
︶
が
存
す
る
﹆
と
述
べ
﹆
裁
判
の
本
質

0

0

0

0

0

を
め
ぐ
る
見
解
を
提
起
す
る
︵S.456

傍
点
引
用
者
︶。

こ
の
訴
訟
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
﹆
第
48
条
の
複
雑
な
絡
み
合
い
の
中
か
ら
﹆
ラ
イ
ヒ
と
ラ
ン
ト
と
の
間
の
根
源
的
な
関
係
を
決
定
す
べ

き
法
規
範

0

0

0

︵die R
echtsnorm

en

︶
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
壮
大
な
る
試
み

0

0

0

0

0

0

︵der grandioseVersuch

︶
を
経
験
し
つ
つ
あ
る
﹆
と
ナ

ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
は
い
う
︵S.456

傍
点
引
用
者
︶。
当
事
者
全
員
と
裁
判
所
全
体
の
こ
こ
で
の
労
力
は
﹆
法
規
範
を
確
定
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
向
け

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
訴
訟
の
目
的
は
何
か
。
そ
れ
は
﹆
こ
の
事
件
か
ら
生
じ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
の
機
能
の
混
乱
状
態
を
除
去
す
る
こ
と
だ

が
﹆
そ
れ
は
﹆
規
範
を
定
立
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵die A
ufstellung von N

orm
en

︶
以
外
で
は
な
し
え
ず
﹆
個
々
の
点
に
つ
い
て
具
体
的
に
決
定

す
る
と
い
う
だ
け
で
は
本
件
は
不
十
分
だ
と
い
う
︵
傍
点
引
用
者
︶。
な
ぜ
な
ら
﹆
こ
う
し
た
機
能
の
混
乱
状
態
は
﹆
将
来
に
わ
た
っ
て
除

去
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
﹆
そ
う
し
た
こ
と
は
規
範
の
定
立

0

0

0

0

0

︵die A
ufstellung

︶
に
よ
っ
て
の
み
初
め
て
な
し
う
る
か
ら
だ
︵S.456

傍
点
引

用
者
︶。

ラ
イ
ヒ
に
は
重
大
な
危
険
が
存
在
す
る
﹆
病
に
冒
さ
れ
て
い
る
﹆
と
い
わ
れ
て
い
る
。
確
か
に
﹆
法
規
範
は
﹆
そ
れ
を
守
り
た
く
な
い
人
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に
と
っ
て
は
﹁
危
険
﹂︵eine G

efahr

︶
で
あ
り
﹆
そ
れ
を
支
持
し
た
い
と
考
え
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
﹁
保
障
﹂︵ein Schutz

︶
を
意
味

す
る
︵S.457

︶。
ラ
イ
ヒ
の
た
め
に
ヤ
ー
コ
ビ
が
主
張
す
る
﹁
権
力
国
家
﹂
と
い
う
特
別
な
例
外
的
な
地
位
は
﹆﹁
法
治
国
家
﹂
と
は
い
か

な
る
関
係
も
な
い
し
﹆
国
事
裁
判
所
と
い
う
制
度
と
は
一
致
し
な
い
﹆
と
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
は
解
す
る
と
い
う
。
国
事
裁
判
所
が
判
断
を
下

す
と
﹆
そ
れ
は
ま
さ
に
ラ
イ
ヒ
を
も
拘
束
す
る
︵S.457

︶。

そ
も
そ
も
国
家
間
の
争
い
と
は
﹆
支
配
者
﹆
つ
ま
り
﹆
王
国
﹆
国
家
高
権
の
担
い
手
の
間
の
紛
争
で
あ
り
﹆
そ
う
し
た
紛
争
は
﹆
王
権

と
同
様
な
性
質
を
持
つ
裁
判
所
に
お
い
て
の
み
処
理
さ
れ
る
。
つ
ま
り
﹆
裁
判
所
が
﹆
王
と
同
様
﹆
法
規
範
を
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
に
の
み
﹆
そ
の
裁
判
所
は
王
国
間
の
紛
争
を
処
理
し
う
る
。﹁
法0

﹆
す
な
わ
ち
﹆
法
規
範
を
見
出
す

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
彼
［
王
の
裁
判
官
︵ein 

königlicher R
ichter

︶﹆
あ
る
い
は
﹆
裁
判
官
た
る
王
︵ein R

ichterkönig

︶］
の
使
命

0

0

︵vor seinem
 B

eruf, das R
echt, das heißt die 

R
echtsnorm

, zu finden

︶
の
前
に
﹆
王
国
の
代
理
人
﹆
国
家
の
代
理
人
は
﹆
畏
敬
の
念
を
持
っ
て
膝
を
屈
す
る
の
で
あ
る
︵S.458

傍
点

引
用
者
︶﹂。
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
は
こ
う
結
ん
だ
。

3
．
ヘ
ラ
ー
：

（36）  X
I. S.458

︱460.

ヘ
ラ
ー
は
﹆
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
に
引
き
続
い
て
﹆
五
つ
の
点
か
ら
ヤ
ー
コ
ビ
を
批
判
す
る
。
第
一
の
点
は
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
の
代
表

権
限
を
め
ぐ
る
ヤ
ー
コ
ビ
へ
の
批
判
で
あ
る
。
ヘ
ラ
ー
は
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
の
弁
論
を
要
約
す
れ
ば
﹆
も
は
や
全
く
誰
も
原
告
に
な
る
権
限
も

被
告
に
な
る
権
限
も
持
た
ず
﹆
さ
ら
に
訴
訟
対
象
は
全
く
存
在
し
な
い
﹆
し
か
し
多
く
の
欠
陥
を
負
わ
さ
れ
遂
に
は
訴
訟
上
の
擬
制

0

0

0

0

0

0

︵eine 

Prozeßfiktion

︶
だ
け
と
な
っ
た
ラ
ン
ト
政
府
が
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︵S.458

強
調
へ
ラ
ー
︶﹆
と
切
り
出

す
。
さ
ら
に
ヘ
ラ
ー
は
﹆
ラ
ン
ト
政
府
が
不
信
任
投
票
を
蒙
っ
た
か
ら
訴
訟
上
の
擬
制
に
な
っ
て
い
る
﹆
と
い
う
の
が
ヤ
ー
コ
ビ
の
主
張
だ

と
述
べ
つ
つ
﹆
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
の
弁
護
す
る
ラ
イ
ヒ
政
府
に
も
そ
れ
は
当
て
は
ま
る
﹆
つ
ま
り
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
は
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ず
っ
と
多
く
の
不
信
任
投
票
を
獲
得
し
た
︵S.459

︶﹆
と
や
り
返
す
。

第
二
の
点
は
﹆
諸
会
派

0

0

0

の
﹁
補
助
的
参
加
者
﹂︵N

ebenintervenienten

︶
と
し
て
の
原
告
適
格
に
つ
い
て
で
あ
る
︵S.459

強
調
ヘ

ラ
ー
︶。
ヘ
ラ
ー
は
﹆
実
は
個
人
的
に
は
﹆
諸
会
派
が
補
助
的
参
加
者
と
み
な
さ
れ
う
る
の
か
疑
わ
し
く
思
っ
て
い
た
﹆
と
述
べ
﹆
し
か
し

ヤ
ー
コ
ビ
に
よ
る
弁
論
は
﹆
そ
う
し
た
疑
念
を
完
全
に
払
拭
し
た
﹆
と
述
べ
る
。
な
ぜ
な
ら
﹆
他
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
［
原
告
主
体
］
が
な
い

も
の
と
議
論
さ
れ
る
な
ら
ば
﹆
そ
の
場
合
は
た
だ
会
派
だ
け
が
﹁
補
助
的
参
加
者
﹂
と
し
て
登
場
で
き
る
［
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
］
だ
け

だ
か
ら
だ
︵S.459
︶﹆
と
い
う
。

第
三
の
点
は
﹆
誰
が
被
告
で
あ
り
う
る
か
﹆
と
い
う
点
に
関
す
る
ヤ
ー
コ
ビ
の
議
論
﹆
す
な
わ
ち
﹆
本
訴
訟
で
被
告
と
さ
れ
る
べ
き
は
﹆

ラ
イ
ヒ
で
も
ラ
イ
ヒ
首
相
で
も
な
く
﹆﹁
プ
ロ
イ
セ
ン
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
﹂
の
み
だ
﹆
と
い
う
ヤ
ー
コ
ビ
の
主
張
に
対
す

る
反
論
で
あ
る
。
ヘ
ラ
ー
は
﹆
国
家
秘
書
官
ク
リ
ュ
ー
ガ
ー
に
対
し
て
七
月
二
〇
日
に
出
さ
れ
た
休
職
命
令
の
文
書
を
一
例
と
し
て
示
し
﹆

こ
の
文
書
の
写
し
を
提
出
す
る
。
そ
の
文
書
に
明
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
﹆
ク
リ
ュ
ー
ガ
ー
へ
の
休
職
命
令
は
﹆
ラ
イ
ヒ
・
コ

ミ
ッ
サ
ー
ル
と
い
う
機
関
の
下
で
は
な
く
﹆
ラ
イ
ヒ
首
相
と
い
う
機
関
の
下
で
行
わ
れ
た
﹆
し
た
が
っ
て
﹆
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の

は
﹆
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
で
は
な
く
﹆
ラ
イ
ヒ
首
相
な
の
だ
︵S.459

︶﹆
と
述
べ
る
。

第
四
の
問
題
は
﹆﹁
裁
量
の
濫
用

0

0

0

0

0

﹂
の
存
否
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
︵S.459

強
調
ヘ
ラ
ー
︶。
第
48
条
に
基
づ
く
措
置
に
﹁
裁
量
の
濫
用
﹂

が
あ
る
か
否
か
を
決
す
る
の
は
﹆﹁
不
適
切
な
動
機
﹂
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
か
否
か
﹆
で
あ
る
﹆
と
い
う
の
が
原
告
被
告
を
問
わ
ず
共
通
の

土
台
で
あ
り
﹆
し
た
が
っ
て
﹆
問
題
は
﹆
七
月
二
〇
日
の
措
置
の
﹁
真
の
原
因
﹂﹆﹁
動
機
﹂
が
何
で
あ
っ
た
の
か
﹆
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
﹆
ヘ
ラ
ー
は
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
政
府
と
ラ
ン
ト
政
府
と
の
間
の
政
治
的
に
緊
迫
し
た
対
立
が
七
月
二
〇
日
の
行
為
を
導
い
た
の
な
ら
ば
﹆
何

ら
裁
量
の
濫
用

0

0

0

0

0

で
は
な
い
﹂﹆
と
い
う
ヤ
ー
コ
ビ
の
発
言
を
問
題
と
す
る
︵S.459
強
調
ヘ
ラ
ー
︶。
ヤ
ー
コ
ビ
に
よ
る
言
明
﹆
つ
ま
り
﹆
今

回
の
措
置
の
背
後
に
あ
っ
た
の
は
﹁
ラ
イ
ヒ
政
府
と
ラ
ン
ト
政
府
と
の
間
の
政
治
的
に
緊
迫
し
た
対
立
﹂
だ
っ
た
﹆
と
い
う
見
解
は
﹆
ヘ

ラ
ー
が
前
週
の
審
理
で
再
確
認
し
た
﹆
七
月
二
〇
日
の
措
置
が
そ
も
そ
も
な
ぜ
行
わ
れ
た
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
め
ぐ
る
ラ
イ
ヒ
政
府
側
の
立
場
表
明
﹆
す
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な
わ
ち
﹆﹁
あ
る
ラ
ン
ト
政
府
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
執
行
の
布
告
に
は
﹆
社
会
民
主
党
に
た
だ
所
属
し
て
い
る
と
い
う
そ
の
こ
と
だ
け
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

充
分

だ
﹂﹆
と
い
う
立
場
⎠
66
⎝

か
ら
逸
脱
す
る
も
の
だ
︵S.459

︱460

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
の
﹁
真
の
動
機
﹂

は
何
か
﹆
そ
こ
に
﹁
明
白
な
裁
量
の
濫
用
﹂
は
な
い
の
か
と
い
う
点
が
問
題
で
あ
る
﹆
と
い
う
。
ヘ
ラ
ー
が
強
調
す
る
の
は
﹆
政
治
的
に

0

0

0

0

は0

﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
と
ラ
ン
ト
政
府
の
間
の
緊
張
し
た
対
立
は
﹆
行
為
へ
の
全
く
正
当
な
動
機
で
は
あ
る
に
し
て
も
﹆
し
か
し
な
が
ら
﹆
第0

48

条
に
基
づ
く
合
法
的
行
為
を
導
く
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
は
﹆
そ
の
﹁
動
機
﹂
は
充
分
で
は
な
い
︵S.460

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
い
う
点
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
﹆
そ
れ
は
﹁
不
適
切
な
動
機
﹂
で
あ
り
﹆
そ
れ
ゆ
え
﹆﹁
裁
量
の
濫
用
﹂
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
﹆
と
い
う
。

そ
し
て
最
後
に
﹆
第
五
の
点
と
し
て
﹆﹁
法
治
国
家
思
想
﹂
の
過
度
の
強
調
は
国
家
的
危
機
を
も
た
ら
す
と
い
う
ヤ
ー
コ
ビ
の
発
言
に
つ

い
て
﹆
で
あ
る
。
ヘ
ラ
ー
は
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
の
弁
論
全
体
を
通
じ
て
﹁
法
治
国
家
思
想
﹂
へ
の
驚
く
べ
き
軽
視
が
表
明
さ
れ
た
﹆
と
指
摘
し

つ
つ
﹆
し
か
し
﹆
ヘ
ラ
ー
が
既
に
第
Ⅹ
章
で
引
用
し
た
ヤ
ー
コ
ビ
に
よ
る
言
葉
⎠
67
⎝

を
﹆
わ
れ
わ
れ
の
共
通
の
熟
考
の
基
礎
に
す
る
よ
う
望
む

︵S.460

︶﹆
と
結
ん
だ
。

4
．
シ
ュ
ミ
ッ
ト
：

（7）  X
I. S.466

︱469

⎠
68
⎝.　

こ
れ
は
本
法
廷
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
最
後
の
発
言
で
あ
る
。
こ
こ
で
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
四
つ
の
点
に
言
及
す
る
。
第
一
の
問
題
は
﹆

プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
の
﹁
代
表
権
限
﹂
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
ま
ず
﹆
国
事
裁
判
所
の
訴
訟
に
お
け
る
﹁
手
続
き

0

0

0

﹂︵Form
alien

︶
と

は
﹆
単
な
る
﹁
手
続
き
﹂
な
の
で
は
な
く
﹆
極
め
て
現
実
的
﹆
政
治
的
な
問
題
で
あ
り
﹆
そ
し
て
訴
訟
の
核
心
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
っ

て
﹆
い
わ
ゆ
る
﹁
手
続
き
﹂
の
問
題
に
お
い
て
突
如
と
し
て
再
び
﹆
対
立
の
あ
る
種
の
強
度
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
﹆
事
柄
の
本
質
に

適
っ
て
い
る
﹆
な
か
で
も
﹆﹁
誰
が
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
か
﹆
誰
が
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
を
代
表
す
る
か
﹂
が
最
大
の
問
題
だ
︵S.466

強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶﹆
と
述
べ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
﹆﹁
ラ
ン
ト
政
府
が
憲
法
に
則
し
て
任
命
さ
れ
た
ラ
ン
ト
政
府
で
あ
れ
ば
﹆
そ 0

0
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の
こ
と
を
も
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
の
代
表
権
限

0

0

0

0

の
問
題
は
答
え
ら
れ
る
﹂︵S.467

強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶
の
だ
か
ら
﹆
し
た
が
っ
て
﹆

﹁
問
題
は
﹆
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
・
ラ
ン
ト
政
府
が
﹆
憲
法
に
則
し
て

0

0

0

0

0

0

﹆
ラ
イ
ヒ
憲
法
第
48
条
に
基
づ
い
て
ラ
イ
ヒ
大
統
領
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ

た
の
か
﹂︵S.467

傍
点
引
用
者
︶
だ
け
で
あ
り
﹆
あ
る
ラ
ン
ト
に
ラ
イ
ヒ
の
名
に
お
い
て
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
・
ラ
ン
ト
政
府
を
与
え
る
と
い

う
や
り
方
で
﹆
ラ
イ
ヒ
の
側
か
ら
ラ
ン
ト
に
対
し
て
権
力
執
行
が
な
さ
れ
う
る
の
か
﹆
と
い
う
点
に
尽
き
る
。
そ
し
て
﹆
官
職
を
剥
奪
さ
れ

た
大
臣
た
ち
は
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
が
正
当
に
も
論
じ
た
よ
う
に
﹆
訴
訟
技
術
的
な
理
由
か
ら
考
え
出
さ
れ
﹆
許
容
さ
れ
て
い
る
﹁
擬
制
﹂
に
基
づ

い
て
の
み
こ
こ
に
登
場
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︵S.467

︶﹆
と
い
う
。

す
る
と
問
題
は
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
の
事
務
管
理
内
閣
の
主
要
閣
僚
を
罷
免
し
﹆
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
・
ラ
ン
ト
政
府
を
任
命
す
る
と
い
う
﹆
第
48

条
に
基
づ
く
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
行
為
が
﹆
で
は
﹆
憲
法
に
則
し
た
も
の
か
﹆
と
い
う
点
に
絞
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
側

が
﹆
憲
法
に
則
し
た
行
為
と
は
い
え
な
い
と
主
張
す
る
際
に
﹆
そ
の
根
拠
と
し
た
の
は
﹆
ラ
イ
ヒ
憲
法
第
17
条
に
基
づ
く
﹁
ラ
ン
ト
の
独
立

性
﹂
と
い
う
主
張
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
﹆
第
17
条
に
基
づ
く
第
48
条
に
対
す
る
抗
争
と
い
う
構
図
で
あ
る
。

そ
こ
で
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
第
二
の
論
点
は
﹆﹁
こ
の
［
官
職
を
剥
奪
さ
れ
た
］
ラ
ン
ト
政
府
は
﹆
ラ
イ
ヒ
の
憲
法
上
の
権
力
行
使
可
能
性

に
対
抗
し
て
﹆
ラ
ン
ト
の
独
立
性
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
﹂︵S.467

︶
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆
官

職
を
剥
奪
さ
れ
た
事
務
管
理
内
閣
は
﹆﹁
そ
の
存
在
を
そ
も
そ
も
四
月
一
二
日
の
議
院
規
則
の
改
定
と
い
う
ト
リ
ッ
ク
に
負
っ
て
い
る
﹆
極

め
て
特
殊
な
形
態
﹂
に
す
ぎ
な
い
﹆
と
い
う
点
を
指
摘
し
﹆
次
に
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
が
ラ
イ
ヒ
憲
法
に
基
づ
い
て
保
持
す
る
一
定
の
権
力
行

使
可
能
性
は
﹆﹁
執
行
権
の
移
行
﹂
の
場
合
に
は
﹆﹁
独
立
の
管
轄
規
範
﹂︵selbständige Zuständigkeitsnorm

︶
で
あ
る
第
17
条
と
は
矛

盾
し
な
い
︵S.467

︶
と
述
べ
る
。
し
た
が
っ
て
﹆
第
48
条
に
基
づ
く
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
・
ラ
ン
ト
政
府
の
任
命
の
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の

と
し
て
﹆﹁
ラ
ン
ト
の
独
立
性
﹂
を
妥
当
さ
せ
る
こ
と
に
は
何
の
論
拠
も
な
い
﹆
と
退
け
る
。

そ
し
て
反
対
に
﹆﹁
ラ
ン
ト
の
独
立
性

0

0

0

﹂
と
い
う
観
点
か
ら
も
﹆
必
要
な
場
合
に
は
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
は
第
48
条
の
諸
権
限
を
行
使
し
う

る
し
﹆
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵S.468

強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶﹆
と
い
う
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
場
合
か
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆﹁
諸
ラ
ン
ト
を
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超
越
し
﹆
厳
格
に
組
織
化
さ
れ
中
央
集
権
化
さ
れ
た
政
治
的
党
派
が
﹆
ラ
ン
ト
を
わ
が
物
と
し
﹆
そ
の
党
派
の
ス
パ
イ
や
従
僕
を
ラ
ン
ト
政

府
の
中
へ
と
送
り
込
み
﹆
そ
う
し
て
ラ
ン
ト
の
独
立
性
を
危
機
に
陥
れ
る
と
い
う
﹆
党
派
の
側
か
ら
の
﹆
不
断
の
機
能
障
害
﹆
公
共
の
安
全

と
秩
序
の
絶
え
間
な
い
危
機
﹂
が
存
在
す
る
場
合
﹆
こ
う
し
た
事
態
に
対
す
る
措
置
を
大
統
領
が
と
る
な
ら
ば
﹆
そ
れ
は
決
し
て
﹁
ラ
ン
ト

の
独
立
性
﹂
と
は
矛
盾
し
な
い
と
い
う
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆﹁
現
に
起
こ
っ
て
い
る
や
り
方
で
の
﹆
ラ
イ
ヒ
の
側
か
ら
ラ
ン
ト
に
対
す
る
権
力
執
行
﹂
に
抗
し
て
﹆﹁
ラ
ン
ト
の
独
立

性
﹂
そ
れ
自
体
を
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹆
と
い
う
主
旨
を
﹆﹁
分
か
り
や
す
く
表
現
す
る
﹂
と
し
て
﹆
以
下
の
比
喩
を
持
ち
出
す
。

も
し
実
際
に
﹆
ヤ
ギ
が
庭
の
番
人
を
さ
せ
ら
れ
て
お
り
⎠
69
⎝

﹆
そ
こ
で
﹆
庭
番
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
な
る
な
ら
ば
﹆
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
な
し
う
る
が
﹆
し
か
し
﹆
た
だ
一
つ
の
こ
と
は
な
し
え
な
い
。
す
な
わ
ち
﹆
庭
の
独
立
性
と
自
立
性
を

主
張
す
る
と
い
う
た
だ
一
つ
の
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
！　

そ
れ
が
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
に
よ
っ
て
罷
免
さ
れ
た
ラ
ン
ト
政
府
の

事
例
な
の
で
あ
る
。
ラ
ン
ト
政
府
は
﹆
ラ
ン
ト
の
独
立
性
そ
れ
自
体
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
︵S.468

︶。

第
三
の
点
は
﹆﹁
憲
法
の
番
人
﹂
と
は
誰
か
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
の
主
張
す
る
よ
う
に
﹆
確
か

に
﹁
国
事
裁
判
所
は
憲
法
の
番
人
で
あ
る
﹂
と
い
う
。
し
か
し
そ
れ
は
一
裁
判
所
に
留
ま
る
の
で
あ
り
﹆
国
事
裁
判
所
は
﹆
司
法
形
式

0

0

0

0

お
よ

び
裁
判
形
式

0

0

0

0

の
持
つ
特
殊
性
︵B

esonderheiten dieser Justizförm
lichkeit und G

erichtsförm
lichkeit

︶
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ず
﹆
裁
判

を
通
し
て
﹆
司
法
形
式
で
憲
法
を
擁
護
す
る
も
の
で
し
か
な
い
︵S.469
傍
点
引
用
者
︶。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆﹁
法
治
国
家
﹂
に
お
け
る
国
事

裁
判
所
の
任
務
の
特
殊
性
に
か
か
わ
る
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
の
詳
細
な
﹁
管
轄
権
﹂
の
議
論
に
立
ち
入
る
こ
と
な
く
﹆﹁
司
法
形
式

0

0

0

0

の
憲
法
保

障
の
限
界
﹂
を
指
摘
す
る
の
み
で
﹆
即
座
に
自
ら
の
見
解
の
表
明
に
移
る
。

憲
法
は
政
治
的
な
建
造
物

0

0

0

0

0

0

0

な
の
で
﹆
そ
の
他
に
﹆
よ
り
本
質
的
な
政
治
的
決
断

0

0

0

0

0

を
必
要
と
す
る
︵
傍
点
引
用
者
︶。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
﹆
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ラ
イ
ヒ
大
統
領
こ
そ
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹁
憲
法
の
番
人

0

0

0

0

0

﹂
で
あ
る

0

0

0

﹆
と
り
わ
け
第0

48
条
に
よ
る
彼
の
諸
権
限
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆
他
の
構
成
要
素
に
対
し
て
と
同
様
﹆
連
邦

主
義
的
な
構
成
要
素
に
対
し
て
も
﹆﹁
憲
法
の
真
の
政
治
的
番
人

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂
を
構
成
す
る

0

0

0

0

0

と
い
う
意
味
を
持
つ
﹆
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
﹆
ラ
イ

0

0

ヒ
大
統
領
の
政
治
的
決
断

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
︵S.469

傍
点
引
用
者
︶﹆
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
が
政
治
的
決
断
を
下

し
た
な
ら
ば
﹆
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
﹆
ラ
イ
ヒ
憲
法
19
条
の
重
要
問
題
﹆
す
な
わ
ち
﹆
そ
う
し
た
場
合
﹆
誰
が
ラ
ン
ト
を
代
表
す
る
の
か

と
い
う
問
題
も
答
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
こ
う
し
た
行
為
に
基
づ
い
て
﹆
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
政
府
が
ラ
ン
ト
・
プ
ロ
イ
セ
ン

を
代
表
す
る
こ
と
に
は
﹆
ラ
イ
ヒ
憲
法
中
も
﹆
ラ
ン
ト
憲
法
中
も
﹆
充
分
で
確
か
な
法
的
根
拠
が
あ
る
﹆
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
主
張
す
る
。

第
四
の
点
は
﹆
国
家
性
か
ら
帰
結
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
の
栄
誉

0

0

と
尊
厳
で
あ
る
︵S.469

強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
﹆

﹁
ラ
イ
ヒ
執
行
﹂
は
﹆
今
は
﹆
ラ
ン
ト
を
否
定
し
そ
の
存
在
を
破
壊
す
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
お
ら
ず
﹆
反
対
に
﹆
国
家
と
ラ
ン
ト
と
を

脅
か
し
て
い
る
危
険
か
ら
国
家
と
ラ
ン
ト
を
守
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
﹆
と
い
う
。
プ
ロ
イ
セ
ン
の
国
家
性
﹆
威
厳
と
栄
誉
が
﹆
よ
り
大
切

に
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
﹆
ど
こ
で
か
。
そ
れ
は
﹆
単
に
四
月
一
二
日
の
ト
リ
ッ
ク
の
お
陰
で
事
務
管
理
内
閣
の
閣
僚
に
な
り
﹆
七
月
二
〇
日

に
そ
の
官
職
を
剥
奪
さ
れ
た
大
臣
た
ち
の
下
で
﹆
で
は
な
く
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
下
で
﹆
あ
る
い
は
﹆
ラ
イ
ヒ
の
下
で
﹆
で
あ
る
︵S.469

︶

と
結
ん
だ
。

5
．
ヘ
ラ
ー
：

（37）  X
I. S.470.

こ
れ
が
﹆
三
七
回
に
及
ん
だ
﹆
ヘ
ラ
ー
の
法
廷
で
の
最
後
の
発
言
で
あ
る
。

私
は
﹆
私
の
側
か
ら
は
﹆
街
頭
演
説
︵Straßenrede

⎠
70
⎝n

︶
を
話
題
に
の
ぼ
ら
せ
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
ま
た
﹆
現
行
の
ラ
イ
ヒ

憲
法
に
対
す
る
あ
る
国
法
学
者
の
関
係
は
﹆
そ
の
よ
う
な
も
の
［
庭
の
番
人
を
す
る
ヤ
ギ
］
で
あ
る
の
が
明
ら
か
で
あ
る
に

0

0
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も
か
か
わ
ら
ず
﹆
庭
番
を
す
る
ヤ
ギ
に
つ
い
て
︵vom

 B
ock als G

ärtner

︶
語
り
た
い
と
も
思
わ
な
い
⎠
71
⎝

。
私
は
﹆
諸
党
派
が

［
ラ
ン
ト
］
政
府
の
中
へ
ス
パ
イ
と
従
僕
と
を
派
遣
し
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
た
⎠
72
⎝

こ
と
の
中
に
許
し
が
た
い
侮
辱
が

あ
り
そ
う
だ
﹆
と
主
張
し
よ
う
と
も
思
わ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
﹆
ブ
ラ
ウ
ン
大
臣
と
ゼ
ー
ベ
リ
ン
グ
大
臣
は
﹆
そ
う
し
た
類
い
の

ひ
ど
い
悪
口
雑
言
に
少
し
も
気
を
煩
わ
さ
れ
ず
に
﹆
高
く
そ
び
え
立
っ
て
い
る
か
ら
だ
︵S.470

︶。

ヘ
ラ
ー
の
ほ
ん
の
数
行
に
す
ぎ
な
い
捨
て
台
詞
の
よ
う
な
短
い
発
言
の
後
﹆
引
き
続
き
三
〇
分
余
り
の
審
理
が
行
わ
れ
て
﹆
夜
八
時
頃
に

閉
廷
と
な
っ
た
⎠
73
⎝

。
こ
こ
に
六
日
間
に
及
ん
だ
全
審
理
の
幕
が
下
り
た
の
で
あ
る
。

6
．
小
括

最
後
の
議
題
で
あ
る
第
Ⅺ
章
﹁
訴
訟
要
件
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
は
﹆
本
裁
判
の
決
し
て
﹁
付
け
足
し
﹂
と
い
っ
た
副
次
的
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
﹁
国
事
裁
判
所
の
訴
訟
に
お
け
る
﹃
形
式

0

0

﹄︵Form
alien

︶
と
は
﹆
極
め
て
現
実
的
﹆
政
治
的
な
問
題
﹆
そ
し
て

訴
訟
の
核
心
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
っ
て
﹆
ま
さ
に
い
わ
ゆ
る
形
式
の
問
題
に
お
い
て
﹆
突
如
と
し
て
再
び
﹆
対
立
の
あ
る
種
の
強
度
が
明

ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
事
柄
の
本
質
に
適
っ
て
い
る
﹂︵
強
調
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶
と
述
べ
た
通
り
﹆
原
告
被
告
双
方
の
当
事
者
適
格
を
め
ぐ
る

論
戦
は
﹆
文
字
通
り
火
花
が
散
る
よ
う
な
緊
張
感
に
満
ち
た
争
点
を
鮮
明
に
浮
き
上
が
ら
せ
た
。

法
廷
で
は
﹆
ま
ず
﹆
原
告
適
格
を
主
張
す
る
個
々
の
原
告
に
よ
る
弁
論
が
先
行
し
た
が
﹆﹁
訴
訟
要
件
﹂
の
問
題
を
理
論
的
に
位
置
づ
け

た
う
え
で
﹆
根
源
的
か
つ
整
然
と
論
じ
上
げ
た
の
は
﹆
既
に
見
た
通
り
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
で
あ
る
。
そ
し
て
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
の
体
系
だ
っ
た
議
論
を

反
駁
し
よ
う
と
し
て
﹆
や
は
り
根
源
的
な
見
地
に
立
ち
﹆﹁
国
事
裁
判
所
の
管
轄
権
﹂
の
議
論
に
基
づ
き
つ
つ
反
論
し
た
の
は
﹆
ナ
ヴ
ィ
ア

ス
キ
ー
で
あ
っ
た
。
ヤ
ー
コ
ビ
対
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
と
い
う
座
標
軸
を
考
察
す
る
前
に
﹆
ま
ず
﹆
ヘ
ラ
ー
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
本
章
で
の
弁
論
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の
重
要
な
点
を
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。

ヘ
ラ
ー
の
﹁
訴
訟
要
件
﹂
論
は
﹆
ラ
ン
ト
議
会
会
派
の
原
告
適
格
に
か
か
わ
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
し
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
の
﹁
訴
訟
要
件
﹂

論
に
対
す
る
反
論
も
﹆
根
源
的
な
理
論
的
反
駁
と
い
う
類
い
の
も
の
で
は
な
く
﹆
限
定
的
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ま
た
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
﹁
最

終
弁
論
﹂
に
対
し
て
吐
き
捨
て
る
よ
う
に
述
べ
た
最
後
の
言
葉
は
﹆
や
は
り
﹆
理
論
的
な
争
点
を
め
ぐ
る
発
言
と
い
う
べ
き
も
の
で
は
な

い
。し

か
し
﹆
ヘ
ラ
ー
の
﹁
訴
訟
要
件
﹂
論
を
め
ぐ
る
弁
論
が
﹆
限
定
的
﹆
断
片
的
な
論
点
に
限
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
は
﹆
ヘ
ラ
ー

の
指
摘
し
た
点
の
重
要
性
を
減
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
ヘ
ラ
ー
の
こ
こ
で
の
議
論
の
中
で
﹆
特
に
重
要
な
の
は
﹆
本
訴
訟
に
お
け
る
社
会
民

主
党
の
ラ
ン
ト
議
会
会
派
の
当
事
者
適
格
の
主
張
を
﹆
ラ
ン
ト
議
会

0

0

0

0

0

の
一
構
成
要
素
で
あ
る
点
﹆
そ
し
て
﹆﹁
議
会
内
少
数
者
の
多
数
者
に

よ
る
権
利
侵
害
か
ら
の
保
護
﹂
と
し
て
位
置
づ
け
た
点
で
あ
る
。
ヘ
ラ
ー
は
﹆﹁
ラ
ン
ト
議
会
会
派
の
原
告
適
格
を
国
事
裁
判
所
が
認
め
た

判
決
を
援
用
す
る
﹂
と
述
べ
て
は
い
る
が
﹆
厳
密
に
い
う
と
﹆
実
際
に
は
﹆
憲
法
第
19
条
が
定
め
る
憲
法
訴
訟
の
う
ち
﹆﹁
ラ
ン
ト
内
部

0

0

0

0

0

の

憲
法
訴
訟
﹂
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
﹆
既
に
一
九
二
〇
年
代
か
ら
ラ
ン
ト
議
会
会
派
の
訴
訟
参
加
に
道
が
開
か
れ
て
い
た
⎠
74
⎝

が
﹆﹁
ラ
ン
ト
対
ラ

0

0

0

0

0

イ
ヒ

0

0

の
憲
法
訴
訟
﹂
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
﹆
ラ
イ
ヒ
を
相
手
と
す
る
訴
訟
の
原
告
適
格
が
﹆
ラ
ン
ト
議
会
﹆
も
し
く
は
﹆
ラ
ン
ト
議
会

会
派
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
判
決
は
﹆
実
は
前
代
未
聞
で
あ
っ
た
⎠
75
⎝

。
そ
の
点
で
﹆
ヘ
ラ
ー
の
主
張
は
決
し
て
従
来
の
判
例
を
そ
の
ま
ま
援
用

し
う
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
﹆
理
論
的
弱
さ
を
秘
め
て
い
た
。
し
か
し
別
の
見
地
か
ら
見
れ
ば
﹆﹁
ラ
ン
ト
対
ラ
イ
ヒ

0

0

0

0

0

0

0

の
憲
法
訴
訟
﹂
の

﹁
訴
訟
要
件
﹂
論
の
新
境
地
を
提
起
す
る
も
の
だ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

他
方
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆﹁
訴
訟
要
件
﹂
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
﹆
基
本
的
に
ヤ
ー
コ
ビ
の
議
論
の
線
上
に
立
ち
つ
つ
﹆
プ
ロ
イ
セ
ン
・

ラ
ン
ト
の
当
事
者
適
格
に
つ
い
て
の
み
﹆
以
前
の
第
17
条
と
第
48
条
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
見
解
⎠
76
⎝

を
再
び
援
用
し
な
が
ら
論
じ
る
に
留
ま
っ
て

い
る
。

む
し
ろ
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
発
言
で
注
目
す
べ
き
点
は
﹆﹁
憲
法
の
番
人
﹂
論
に
関
し
て
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
の
見
解
に
ほ
ん
の
一
言
批
判
的
に
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言
及
し
た
際
﹆
つ
ま
り
﹆
司
法
形
式
︵Justizförm

lichkeit

︶﹆
裁
判
形
式
︵G

erichtsförm
lichkeit

︶
で
の
憲
法
擁
護
と
い
う
国
事
裁
判

所
の
役
割
に
欠
け
る
﹆
憲
法
の

0

0

0

﹁
政
治
的
保
障

0

0

0

0

0

﹂
の
必
要
性
か
ら
﹆
た
だ
ち
に
﹆
第
48
条
に
規
定
さ
れ
た
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
権
限
こ
そ
が

﹁
憲
法
の
真
の
政
治
的
番
人

0

0

0

0

0

﹂
を
構
成
す
る
と
の
立
場
を
引
き
出
し
た
点
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
﹆
こ
こ
で
重
要
な
点
は
﹆
第
Ⅸ
章
に
お
け
る

ヤ
ー
コ
ビ
発
言
の
問
題
点
と
し
て
筆
者
が
指
摘
し
た
点
⎠
77
⎝

と
同
様
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
っ
て
﹆
言
明
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
バ
イ
パ
ス
さ
れ

た
の
が
﹆
国
家
権
力
に
対
す
る
司
法
形
式

0

0

0

0

の
監
視
に
対
比
さ
れ
る
べ
き
﹆
憲
法
の
﹁
政
治
的

0

0

0

保
障
﹂
の
も
う
一
つ
の
方
法
﹆
国
家
権
力
に
対

す
る
﹁
議
会
形
式

0

0

0

0

の
監
視
﹂
に
よ
る
憲
法
の
﹁
政
治
的
保
障
﹂
で
あ
る
⎠
78
⎝

。

こ
の
点
に
鑑
み
﹆
ヘ
ラ
ー
が
﹆﹁
ラ
ン
ト
対
ラ
イ
ヒ

0

0

0

0

の
憲
法
訴
訟
﹂
に
お
い
て
﹆﹁
議
会
内
少
数
者
の
保
護
﹂
の
要
請
に
基
づ
き
な
が
ら
﹆

ラ
ン
ト
議
会
会
派

0

0

0

0

0

0

0

の
原
告
適
格
を
要
求
し
た
こ
と
に
立
ち
返
っ
て
﹆
そ
の
意
味
を
再
考
す
る
な
ら
ば
﹆
ヘ
ラ
ー
の
主
張
は
﹆
ラ
イ
ヒ
議
会
に

0

0

0

0

0

0

よ
る
不
信
任
投
票

0

0

0

0

0

0

0

の
機
会
が
奪
わ
れ
﹆
事
実
と
し
て
﹁
ラ
イ
ヒ
議
会

0

0

0

0

0

に
よ
る
政
治
的
監
視

0

0

0

0

0

﹂
が
不
在
で
あ
る
と
い
う
現
実
的
な
前
提
の
上

で
﹆
最
後
に
残
さ
れ
た
司
法
形
式
の
監
視
の
中
に
﹆
議
会
に
よ
る
監
視
の
要
素

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵
も
っ
と
も
﹆
ラ
イ
ヒ
議
会
で
は
な
く
ラ
ン
ト
議
会
で
し
か

な
か
っ
た
の
だ
が
︶
を
位
置
づ
け
る
試
み
と
し
て
も
解
し
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

﹁
訴
訟
要
件
﹂
論
の
議
論
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
点
は
﹆
前
述
し
た
よ
う
に
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
対
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
と
い
う
座
標
軸
で

あ
り
﹆
な
か
で
も
重
要
な
争
点
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
そ
の
第
一
は
﹆﹁
国
事
裁
判
所
の
管
轄
権
︵
の
制
限
︶﹂
を
め
ぐ
る
﹆
第
19
条
と
第

13
条
第
2
項
の
関
係
・
相
違
に
つ
い
て
の
法
解
釈
上
の
論
戦
﹆
そ
の
第
二
は
﹆﹁
訴
訟
要
件
﹂
論
の
前
提
を
な
す
も
の
と
し
て
横
た
わ
っ
て

い
た
﹆﹁
法
治
国
家
﹂
を
め
ぐ
る
争
点
で
あ
り
﹆﹁
法
の
理
念
﹂︵R

echtsidee

︶
対
﹁
支
配
の
理
念
﹂︵H

errschaftsidee

︶﹆﹁
法
治
国
家
﹂

︵R
echtsstaat

︶
対
﹁
権
力
国
家
﹂︵M

achtsstaat

︶﹆あ
る
い
は
﹆﹁
法
原
則
﹂︵R

echtsprinzip

︶
対
﹁
支
配
原
則
﹂︵H

errschaftsprinzip

︶

と
い
う
構
図
で
あ
る
。

第
一
の
﹆﹁
国
事
裁
判
所
の
管
轄
権
︵
の
制
限
︶﹂
を
め
ぐ
る
﹆
第
19
条
と
第
13
条
第
2
項
の
法
解
釈
問
題
で
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
が
主
張
し
た

の
は
﹁
法
規
範
を
め
ぐ
る
争
い
﹂
は
第
13
条
に
よ
る
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
の
管
轄
で
あ
り
﹆﹁
具
体
的
な
法
的
関
係
﹆
具
体
的
構
成
要
件
に
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根
拠
を
持
つ
具
体
的
な
争
い
﹂
の
み
が
﹆
第
19
条
に
基
づ
い
て
国
事
裁
判
所
の
管
轄
と
さ
れ
る
﹆
し
た
が
っ
て
﹆
国
事
裁
判
所
は
﹁
法
規
範

を
め
ぐ
る
一
般
的
・
抽
象
的
な
争
い
﹂
の
審
査
を
自
己
抑
制
す
べ
き
だ
﹆
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
﹆
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
は
﹆

﹁
法
規
範
を
め
ぐ
る
争
い
﹂
も
﹆﹁
具
体
的
な
法
的
関
係
﹆
具
体
的
構
成
要
件
に
基
づ
く
具
体
的
争
い
﹂
も
﹆
と
も
に
﹆
国
事
裁
判
所
の
管
轄

で
あ
る
﹆
と
い
う
。
以
上
の
相
違
は
﹆
つ
ま
り
﹆﹁
法
規
範
を
め
ぐ
る
一
般
的
・
抽
象
的
な
争
い
﹂
を
﹆
国
事
裁
判
所
が
扱
い
う
る
か
否
か

に
収
斂
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
﹆
そ
の
点
だ
け
で
は
こ
の
問
題
の
核
心
に
光
を
当
て
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

実
は
﹆
こ
こ
で
の
対
立
の
焦
点
は
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
法
律
と
ラ
イ
ヒ
憲
法
の
間

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂
の
適
合
性
審
査
の
訴
え
を
﹆
国
事
裁
判
所
が
管
轄
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
否
か
に
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
﹆﹁
ラ
ン
ト
法
と
ラ
イ
ヒ
法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
間
﹂
の
不
一
致
を
め
ぐ
る
争
い
は
ラ
イ
ヒ
憲
法
第
13
条
第
2
項

の
定
め
に
よ
り
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
の
管
轄
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
ま
た
﹆﹁
ラ
ン
ト
法
と
ラ
ン
ト
憲
法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
間
﹂
の
不
一
致

の
問
題
は
﹆﹁
ラ
ン
ト
内
の
憲
法
争
議
﹂
と
し
て
第
19
条
に
明
記
さ
れ
た
国
事
裁
判
所
の
管
轄
と
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
﹆﹁
法
規
範

を
め
ぐ
る
一
般
的
・
抽
象
的
な
争
い
﹂
の
内
で
﹆
問
題
と
し
て
残
さ
れ
た
の
は
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
法
律
と
ラ
イ
ヒ
憲
法
と
の
適
合
性
問
題
﹂
の
み

だ
っ
た
の
で
あ
る
⎠
79
⎝

。

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
が
設
立
さ
れ
た
と
き
﹆
そ
の
設
立
が
予
定
さ
れ
た
﹁
国
事
裁
判
所
﹂
の
管
轄
は
﹆
そ
の
先
行
機
関
だ
っ
た
ビ
ス
マ
ル
ク

憲
法
第
76
条
の
定
め
に
よ
る
連
邦
参
事
院
︵B

undesrat
︶
の
管
轄
が
ラ
ン
ト
間

0

0

0

0

の
紛
争
の
み
に
限
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
﹆
ワ
イ
マ
ー

ル
憲
法
第
19
条
に
よ
っ
て
﹆﹁︵
i
︶
ラ
ン
ト
内
の
憲
法
争
議
﹆︵
ii
︶
ラ
ン
ト
間
﹆
そ
し
て
﹆︵
iii
︶
ラ
ン
ト
と
ラ
イ
ヒ
の
間
の
私
法
的
で
な

い
争
い
﹂
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
。
一
方
で
﹆
国
事
裁
判
所
の
管
轄
権
の
拡
大
と
い
う
政
治
的
決
断
が
憲
法
制
定
会
議
に
お
い
て
な
さ
れ
た
わ

け
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
﹆
問
題
の
﹁
ラ
イ
ヒ
法
律
と
ラ
イ
ヒ
憲
法
の
間
﹂
の
不
一
致
を
め
ぐ
る
争
い
に
つ
い
て
は
﹆
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和

国
設
立
時
以
来
﹆
二
度
の
立
法

0

0

0

0

0

・
明
文
化
の
機
会

0

0

0

0

0

0

が
あ
り
﹆
審
議
が
な
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹆
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
も
﹁
国
事
裁
判
所

法
﹂
に
も
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
﹆
実
定
法
上
は
﹆
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
の
管
轄
と
も
国
事
裁
判
所
の
管
轄
と
も
さ
れ
ず
﹆
い
わ

ば
﹆
宙
づ
り
状
態
の
ま
ま
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
法
律
と
ラ
イ
ヒ
憲
法
の
間

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂
の
不
一
致
に
つ
い
て
の
司
法
審
査
を
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ど
う
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
﹆
立
法
権

0

0

0

が
政
治
的
決
定
を
回
避

0

0

0

0

0

0

0

0

し
た
こ
と
の
当
然
の
結
果
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
﹆
立
法
過
程
で
の
結

論
が
棚
上
げ
さ
れ
た
途
端
﹆
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
が
﹁
ラ
イ
ヒ
法
と
ラ
イ
ヒ
憲
法
の
間
﹂
の
違
憲
立
法
審
査
権
限
を
﹆
実
定
法
上
の
明
文
規

定
を
欠
い
た
ま
ま
に
発
動
し
た
の
で
あ
る
⎠
80
⎝

。

し
た
が
っ
て
﹆
一
九
三
二
年
の
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
最
末
期
に
お
い
て
な
お
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
法
律
と
ラ
イ
ヒ
憲
法
の
間
﹂
の
不
一
致
を
め

ぐ
る
争
い
が
国
事
裁
判
所
の
管
轄
と
認
め
ら
れ
る
か
否
か
﹆
と
い
う
問
題
が
未
決
着
だ
っ
た
こ
と
の
﹁
根0

﹂
は
﹆
一
九
二
〇
年
代
初
期
の
立

法
過
程
に
お
け
る
﹆
司
法
審
査
権
に
か
か
わ
る
決
定
的
な
点
に
つ
い
て
の
立
法
化
・
明
文
化
の
回
避
に
﹆
す
な
わ
ち
﹆
政
治
的
決
断
の
欠
如

0

0

0

0

0

0

0

0

に
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
﹆
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
に
よ
る
既
成
事
実
化
が
進
む
一
方
﹆
学
説
上
の
見
解
が
錯

綜
し
続
け
る
結
果
⎠
81
⎝

を
も
た
ら
し
た
ば
か
り
で
な
く
﹆
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
に
と
っ
て
の
決
定
的
な
時
点
に
お
い
て
﹆
形
而
上
学
的
と
も
言
う

べ
き
﹁
管
轄
権
﹂
論
争
が
本
法
廷
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
立
法
権
の
怠
慢
は
﹆
こ
の
点
に
限
ら
れ
な
い
。
本
訴
訟
と
か
か
わ
る
限
り
に
お
い
て
も
﹆
第
一
に
﹆
第
48
条
第
5
項
に
規
定
さ
れ

た
﹁
細
則
﹂
の
立
法
は
遂
に
行
わ
れ
ず
﹆
第
二
に
﹆
ラ
イ
ヒ
憲
法
第
1
0
7
条
に
お
い
て
そ
の
設
立
が
予
定
さ
れ
た
﹁
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判

所
﹂
の
設
置
法
の
立
法
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
﹁
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
﹂
は
設
立
さ
れ
ず
﹆
そ
の
結
果
﹆﹁
国
事
裁
判
所
法
﹂
第
16

条
以
下
に
定
め
ら
れ
た
事
項
を
管
轄
す
る
裁
判
官
団
の
構
成
は
﹆
過
渡
的
構
成
の
ま
ま
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
経
緯
は
﹆﹁
法
治
国
家
﹂
に
お
け
る
︽
法
治
︾
の
意
味
を
根
底
か
ら
考
え
さ
せ
る
。︽
法
治
︾
を
保
障
す
る
上
で
の
制
度
的
機
能

の
ほ
と
ん
ど
を
裁
判
所
が
担
っ
て
い
る
と
は
い
え
﹆
そ
の
場
合
の
︽
法
︾
そ
れ
自
体
は
﹆
政
治
的
意
思
﹆
そ
れ
も
﹆
国
民
の
政
治
的
意
思

0

0

0

0

0

0

0

0

の
現
れ
な
の
で
あ
り
﹆
換
言
す
れ
ば
﹆
国
民
の

0

0

0

︽
政
治
的
決
断

0

0

0

0

0

︾
の
上
に
︽
法
治
︾
は
初
め
て
そ
の
意
味
を
持
つ
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
述
べ

た
﹆﹁
憲
法
は
政
治
的
建
造
物
な
の
で
﹆
よ
り
本
質
的
な
政
治
的
決
断
を
必
要
と
す
る
﹂
と
い
う
指
摘
は
﹆
ま
さ
に
こ
の
点
を
衝
い
た
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
﹆﹁
国
事
裁
判
所
の
管
轄
権
﹂
問
題
に
関
し
て
﹆
そ
の
政
治
的
決
断
を
第
一
に
求
め
ら
れ
た
の
は
﹆
憲
法
制
定
会
議
で

あ
り
﹆
そ
し
て
第
二
に
﹆
ラ
イ
ヒ
議
会
と
そ
の
法
務
委
員
会
で
あ
り
﹆
決
し
て
ラ
イ
ヒ
大
統
領
で
は
な
か
っ
た
。︽
法
治
︾
の
基
盤
で
あ
り
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根
拠
で
も
あ
る
﹆
ラ
イ
ヒ
議
会
に
お
い
て
確
定
さ
れ
る
べ
き
国
民
の
政
治
的
意
思
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︽
法0

︾
が
明
確
化
さ
れ
ず
不
在
の
ま
ま
で
あ
っ

た
こ
と
に
﹆
何
よ
り
も
問
題
の
根
源
は
存
し
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
ま
た
﹆
既
に
述
べ
た
よ
う
に
﹆﹁
国
事
裁
判
所
法
﹂
が
一
九
二
一
年
に
制
定
さ
れ
た
と
き
﹆
ラ
イ
ヒ
憲
法
第
19
条
に
定
め
る
憲
法

争
議
の
審
理
を
担
当
す
る
国
事
裁
判
所
の
七
名
か
ら
な
る
裁
判
官
団
の
構
成

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
関
す
る
諸
規
定
は
﹆﹁
国
事
裁
判
所
法
﹂
制
定
前
の
過
渡
的

構
成
を
定
め
た
ラ
イ
ヒ
憲
法

0

0

0

0

0

第0

1
7
0

0

2 0

条
か
ら
の
移
行

0

0

0

0

0

0

の
プ
ロ
セ
ス
で
﹆
ラ
イ
ヒ
議
会
選
出
の
四
名
の
裁
判
官
の
排
除
が
行
わ
れ
て
い
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と⎠82
⎝

い
う
事
実
を
﹆
こ
こ
で
も
う
一
度
思
い
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
示
さ
れ
た
﹁
国
事
裁
判
所
の
民
主
的
正
当
性

の
部
分
的
後
退
⎠
83
⎝

﹂
と
い
う
点
が
﹆
極
め
て
重
み
を
持
っ
て
く
る
。

歴
史
に
お
い
て
﹁
も
し
も
﹂
は
通
用
し
な
い
。
し
か
し
な
お
﹆
こ
こ
で
﹆
次
の
よ
う
な
想
定
を
あ
え
て
行
っ
て
み
る
こ
と
に
何
ら
か
の
意

味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
も
﹆﹁
国
事
裁
判
所
法
﹂
制
定
の
際
に
﹆
過
渡
的
構
成
と
し
て
の
ラ
イ
ヒ
憲
法
第
1
7
2

条
の
規
定
が
そ
の
ま
ま
継
受
さ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
﹆
も
し
も
﹆﹁
国
事
裁
判
所
法
﹂
に
お
い
て
﹆﹁
ラ
イ
ヒ
法
律
と
ラ
イ
ヒ
憲
法
の
間
﹂
の

不
一
致
を
め
ぐ
る
争
い
を
審
査
す
る
権
限
が
明
記
さ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
。
仮
に
そ
の
よ
う
な
想
定
を
試
み
た
と
し
て
も
﹆
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
﹆
本
件
の
審
理
の
際
に
国
事
裁
判
所
が
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
の
行
為
の
違
憲
性
の
疑
い
に
つ
い
て
も
っ
と
踏
み
込
ん
だ
審
理
と
決
定
を

行
っ
た
か
否
か
を
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
﹆﹁
国
事
裁
判
所
の
管
轄
権
﹂
そ
れ
自
体
を
論
ず
る
形
而
上
学
的
な

議
論
を
あ
る
程
度
は
回
避
し
え
た
で
あ
ろ
う
し
﹆
裁
判
官
団
の
構
成
に
お
い
て
﹆
何
が
し
か
の
ラ
イ
ヒ
議
会
の
意
思
が
反
映
さ
れ
た
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
推
定
は
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
﹆
第
二
の
争
点
に
お
け
る
ヤ
ー
コ
ビ
と
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
の
対
立
の
構
図
は
﹆
司
法
の
行
き
過
ぎ
と
行
政
の
行
き

過
ぎ
の
対
決
が
﹆
議
会
の
視
点

0

0

0

0

0

と
い
う
本
来
の
政
治
的
決
断
主
体
の
不
在
の
ま
ま
に
現
出
し
た
こ
と
を
象
徴
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
ま
た
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
が
﹁
法
治
国
家
の
過
度
の
強
調

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
も
た
ら
す
危
険
性
﹂
を
指
摘
し
た
と
き
﹆
そ
こ
に
具
体
的
に
含
意
さ
れ
て
い
た
内
容

は
﹁
裁
判
所
に
よ
る
審
査
権
の
過
度
の
拡
張

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
も
た
ら
す
危
険
性
﹂
で
あ
っ
た
。
で
あ
る
な
ら
ば
﹆
こ
の
指
摘
は
場
合
に
よ
っ
て
は
適
切
で
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も
あ
り
う
る
。
二
〇
年
代
の
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所

0

0

0

0

0

0

0

0

が
﹆
所
有
権
に
制
約
を
課
す
ラ
イ
ヒ
法
律
に
対
し
て
﹆
所
有
権
保
護
を
目
的
と
し
た
一
連

の
審
査
権
を
行
使
し
﹆
司
法
審
査
の
範
囲
を
一
方
的
に
拡
張
し
た
こ
と
を
﹆
こ
の
ヤ
ー
コ
ビ
の
論
理
に
よ
っ
て
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
は

ず
で
あ
る
。
そ
の
場
合
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
流
の
指
摘
に
は
頷
く
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
﹆
単
に
﹁
支
配
の
理
念
﹂
あ
る
い
は
﹁
支
配
思
想
﹂
に
対
し
て
﹁
法
の
理
念
﹂
も
し
く
は
﹁
法
治
国
家
﹂
を
対
立
さ
せ
る

だ
け
で
は
問
題
の
核
心
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
﹆﹁
法
治
国
家
﹂
の
強
調
が
﹆
そ
の
ま
ま
﹆
裁
判
所
に
よ
る
審
査
権
の
範
囲
の

程
度
の
問
題
に
す
り
替
え
ら
れ
て
い
る
﹆
と
い
う
点
を
﹆
ま
ず
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹁
法
治
国
家
﹂
そ
れ
自
体
の
存
続
に
と
っ
て

問
題
な
の
は
﹆
裁
判
所
に
よ
る
審
査
権
そ
れ
自
体
︵
そ
の
主
体
構
成
﹆
そ
の
範
囲
な
ど
︶
を
も
根
底
か
ら
規
定
す
る
も
の
と
し
て
の
︽
法
︾

が
﹆
い
か
な
る
︽
法
︾
か
﹆
と
い
う
点
に
﹆
何
よ
り
も
そ
の
出
発
点
を
置
い
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
﹆︽
法
治
︾
を
担
う
主
体
は
裁
判
所

だ
け
で
は
な
く
﹆
そ
の
前
に
む
し
ろ
﹆
何
を
お
い
て
も
ま
ず
﹆
国
民
の
政
治
的
意
思

0

0

0

0

0

0

0

0

に
︽
法
︾
と
い
う
形
を
与
え
る
議
会

0

0

で
あ
る
と
い
う
点

を
﹆
ど
ん
な
に
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
⎠
84
⎝

。

か
つ
て
﹆
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
﹆
死
活
的
な
争
点

0

0

0

0

0

0

を
め
ぐ
る
対
立
﹆
紛
争
が
存
在
す
る
場
合
﹆﹁
政
治
的
責
任
を
負
う

権
力
保
持
者
︱︱
政
府
と
議
会
︱︱
は
﹆
争
点
と
な
っ
て
い
る
政
策
の
決
定
を
裁
判
所
に
転
嫁
し
よ
う
と
す
る
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
﹂
と
指
摘

し
た
⎠
85
⎝

。
そ
れ
に
よ
っ
て
﹆
逆
に
﹆﹁
裁
判
官
は
﹆
司
法
的
決
定
の
扮
装
の
も
と
に
﹆
責
任
あ
る
［
政
治
的
］
権
力
保
持
者
の
決
定
を
自
分
の

政
治
的
価
値
判
断
に
よ
っ
て
置
き
か
え
る
よ
う
強
い
ら
れ
る
⎠
86
⎝

﹂﹆
と
。
本
訴
訟
も
ま
た
﹆
そ
う
し
た
意
味
で
﹆
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
理
念
に

と
っ
て
の
﹆
そ
し
て
﹆
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
存
立
に
と
っ
て
の
根
源
的
な
問
い
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
り
﹆
死
活
的
な
争
点

0

0

0

0

0

0

を
め
ぐ
る
論
戦

が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
裁
判
の
一
つ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
場
合
﹆
ど
の
よ
う
な
﹁
判
決
﹂
が
出
さ
れ
た
と
し
て
も
﹆
い
ず
れ
か

一
方
か
ら
の
﹆
あ
る
い
は
双
方
か
ら
の
批
判
は
避
け
ら
れ
ず
﹆
国
民
の
支
持
も
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
⎠
87
⎝

。
こ
う
し
た
事
態
は
﹆﹁
権
力
過

程
の
最
高
の
調
停
者
と
し
て
裁
判
所
を
設
定
す
る
こ
と
︱︱
こ
れ
こ
そ
が
﹃
政
治
の
司
法
化
﹄
の
核
心
︵the core of the “judicialization 

of politics ”

︶
で
あ
る
︱︱
﹂
で
あ
り
﹆
そ
の
結
果
﹆﹁
統
治
体
系
を
司
法
政
治
︵judiciocracy

︶
へ
と
転
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
⎠
88
⎝

﹂。
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そ
れ
ゆ
え
﹆
ア
メ
リ
カ
最
高
裁
判
所
が
担
う
憲
法
保
障
の
た
め
の
使
命
を
論
じ
た
R
・
H
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
判
事
が
述
べ
た
言
葉
を
﹆
こ
こ

で
想
起
す
る
こ
と
は
﹆
決
し
て
無
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

…
…
最
高
裁
判
所
の
将
来
は
﹆
最
高
裁
判
所
自
身
の
貢
献
よ
り
も
﹆
む
し
ろ
﹆
政
府
の
行
政
﹆
立
法
の
両
部
門
が
﹆
彼
ら
の
問
題
を
適
切

0

0

に0

﹆
ま
た
時
機
を
失
せ
ず
に

0

0

0

0

0

0

0

解
決
す
る
能
力
を
持
つ
か
否
か
に
﹆
よ
り
多
く
か
か
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
⎠
89
⎝

。

第
10
節　

法
廷
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
対
決

　
　
　
　
　
　

︱︱
審
理
過
程
全
体
を
振
り
返
っ
て
︱︱

こ
こ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
﹆
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
弁
論
の
把
握
と
考
察
を
狙
い
と
し
て
中
心
に
据
え
な
が

ら
﹆
こ
の
狙
い
に
必
要
と
さ
れ
る
限
り
で
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
︱︱
場
合
に
よ
っ
て
は
か
な
り
立
ち
入
っ
て
︱︱
跡
づ
け
る
と
い
う
手
法

で
﹆﹁
プ
ロ
イ
セ
ン
対
ラ
イ
ヒ
﹂
裁
判
の
六
日
間
に
わ
た
る
法
廷
審
理
の
︱︱
限
定
さ
れ
た
枠
組
み
に
よ
っ
て
で
は
あ
る
が
︱︱
開
廷
か
ら

閉
廷
に
至
る
ま
で
の
全
体
を
視
野
に
収
め
て
き
た
⎠
90
⎝

。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
発
言
が
行
わ
れ
た
章
に
つ
い
て
は
﹆
章
末
の
﹁
小
括
﹂
の
中

で
﹆
そ
れ
ぞ
れ
の
弁
論
の
特
徴
﹆
着
眼
点
が
持
つ
含
意
﹆
注
意
を
払
う
べ
き
基
本
概
念
な
ど
に
つ
い
て
の
指
摘
を
試
み
﹆
各
章
ご
と
の
コ
ン

テ
ク
ス
ト
の
中
で
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
発
言
が
持
つ
意
味
を
考
察
し
て
き
た
。
そ
こ
で
﹆
こ
こ
で
は
﹆
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
振
り
返

り
な
が
ら
⎠
91
⎝

﹆
法
廷
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
が
展
開
し
た
議
論
全
体
を
通
し
て
認
め
ら
れ
る
特
徴
を
総
括
的
に
整
理
し
﹆
三
つ
の
観
点
か
ら
述
べ

る
こ
と
に
し
た
い
。
第
一
の
観
点
は
﹆
そ
れ
ぞ
れ
の
弁
論
に
お
い
て
﹆
中
心
的
位
置
を
占
め
て
い
た
着
眼
点
﹆
な
い
し
﹆
基
本
概
念
は
何

か
。
第
二
の
観
点
は
﹆
そ
れ
ぞ
れ
の
弁
論
を
﹆
政
治
的
側
面
と
法
的
側
面
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
考
察
す
る
と
﹆
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
見
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出
せ
る
か
。
そ
し
て
﹆
第
三
の
観
点
は
﹆﹁
裁
判
﹂
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
︽
合
法
性
︾
と
い
う
制
度
的
な
枠
と
の
関
係
で
は
﹆
第
一
﹆
第

二
の
観
点
か
ら
見
出
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
は
﹆
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
﹆
つ
ま
り
﹆﹁
裁
判
﹂
を
﹁
裁
判
﹂
た
ら
し
め
る
た
め

に
求
め
ら
れ
る
制
度
的
な
枠
と
し
て
の
︽
合
法
性
︾
と
い
う
視
点
か
ら
二
人
の
弁
論
の
特
徴
を
考
察
す
る
。

1
．
ヘ
ラ
ー
の
着
眼
点
、
お
よ
び
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
基
本
概
念

第
一
の
観
点
﹆
ヘ
ラ
ー
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
各
々
の
弁
論
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
着
眼
点
﹆
な
い
し
﹆
基
本
概
念
は
何
か
。

こ
の
点
は
﹆
こ
れ
ま
で
に
も
既
に
幾
つ
か
の
箇
所
で
言
及
し
た
よ
う
に
﹆
ヘ
ラ
ー
の
弁
論
を
貫
く
着
眼
点
は
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
の
行
為
の
﹁
真

の
政
治
的
動
機

0

0

﹂
で
あ
り
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
の
基
本
概
念
は
﹆
現
存
す
る
政
治
的
状
況
に
つ
い
て
の
﹁
二
つ
の
状
況

0

0

概
念
﹂︵
よ
り

厳
密
に
は
二
つ
の
型
の
闘
争

0

0

形
態
を
表
す
危
機
状
況
概
念
︶
で
あ
っ
た
。
同
時
に
ま
た
こ
の
二
つ
の
切
り
口
は
﹆
既
に
述
べ
た
よ
う
に
﹆

シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
﹁
法
廷
﹂
前0

の
各
々
の
投
稿
論
文
に
お
い
て
﹆
本
件
の
本
質
を
﹁
そ
の
法
解
釈
上
の
争
点
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
政0

治
性

0

0

﹂
に
あ
る
と
共
通
に
洞
察
し
て
い
た
二
人
の
そ
の
﹁
観
点
﹂
上
の
相
違
そ
の
も
の
で
あ
り
⎠
92
⎝

﹆
そ
の
意
味
で
﹆﹁
法
廷
﹂
前0

か
ら
﹁
法
廷
﹂

で
の
闘
争
を
も
通
し
て
一
貫
し
て
示
さ
れ
た
視
点
な
の
で
あ
る
。

﹁
裁
判
﹂
で
は
﹆﹁
動
機
﹂
お
よ
び
﹁
状
況
﹂
と
い
う
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
﹆
ま
ず
冒
頭
の
弁
論
で
示
さ
れ
﹆
そ
の
後
も
繰
り
返
し
用
い

ら
れ
た
と
い
う
点
ば
か
り
で
は
な
く
﹆
他
の
争
点
を
め
ぐ
る
主
張
に
お
い
て
も
﹆
そ
の
主
張
を
支
え
る
根
源
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
﹆
論0

理
構
造
上
の
基
点

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
﹆
ま
さ
し
く
中
心
的
役
割
を
担
う
着
眼
点
﹆
な
い
し
中
心
概
念
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
を
最
も
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
の
は
﹆
第
Ⅶ
章
に
お
け
る
﹁
平
等
原
則
﹂
を
め
ぐ
る
二
人
の
議
論
で
あ
る
［
第
5
節
］。
ラ
イ
ヒ

全
体
に
治
安
上
の
問
題
が
あ
り
﹆
他
の
ラ
ン
ト
に
も
流
血
事
件
が
起
き
て
い
た
﹆
こ
と
に
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
グ
で
は
ナ
チ
ス
党
の
レ
ー
バ
ー
大

臣
が
扇
動
的
な
演
説
を
行
い
﹆
治
安
維
持
の
意
思

0

0

す
ら
も
不
在
な
の
は
明
確
で
あ
っ
た
﹆
そ
う
し
た
中
で
﹆
な
ぜ
プ
ロ
イ
セ
ン
に
対
し
て
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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け0

大
掛
か
り
な
﹁
介
入
﹂
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
﹆
そ
こ
に
は
﹁
平
等
原
則
﹂
違
反
が
あ
る
﹆
お
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
原
告
側
の
訴
え
が
な

さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
﹆
二
人
の
議
論
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆
政
治
的
危
機
状
況
に
お
け
る
﹁
平
等
原

則
﹂
の
維
持
が
退
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
は
﹆
そ
う
で
な
け
れ
ば
﹆
現
存
す
る
危
険
の
客
観
的
状
況
が
何
か
と
い
う
唯
一
の
本
質
的
問
題

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
見
誤
ら
せ
る
が
ゆ
え
に
だ
﹆
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
﹆
政
治
的
状
況

0

0

0

0

0

に
お
け
る
危
険
の
度
合
い
の
認
識
こ
そ
が
﹆
政
治
行
動
の
メ
ル
ク

マ
ー
ル
で
あ
る
か
ら
﹆
全
体
状
況
の
違
い

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
政
治
的
介
入
が
現
に
な
さ
れ
る
か
が
決
す
る
﹆
ゆ
え
に
﹁
平
等
原
則
﹂
の
追
求
は
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
⎠
93
⎝

。

こ
れ
に
対
し
て
ヘ
ラ
ー
は
﹆
危
機
的
状
況
に
お
い
て
一
律
に
﹁
平
等
原
則
﹂
の
形
式
的
追
求
を
主
張
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な

く
﹆
本
件
に
お
い
て
現
に
行
わ
れ
た
あ
か
ら
さ
ま
な
﹁
平
等
原
則
﹂
の
侵
害
﹆
不
平
等
な
政
治
的
介
入
と
い
う
事
実
の
中
に
﹆
憲
法
が
定

め
る
の
と
は
異
な
る
﹁
不
適
切
な
動
機
﹂
す
な
わ
ち
政
治
的
動
機

0

0

0

0

0

の
徴
候
を
見
る

0

0

0

0

0

が
ゆ
え
に
﹆
こ
の
点
を
問
題
と
す
る
の
だ
﹆
と
述
べ
て
い

る
。
つ
ま
り
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
は
﹁
平
等
原
則
﹂
か
ら
の
逸
脱
の
正
当
化
根
拠

0

0

0

0

0

と
し
て
の
﹁
状
況

0

0

﹂﹆
ヘ
ラ
ー
の
場
合
は
﹁
平
等
原

則
﹂
か
ら
の
逸
脱
を
も
た
ら
せ
た
原
因
を
批
判
す
る
根
拠

0

0

0

0

0

0

と
し
て
の
﹁
動
機

0

0

﹂﹆
と
い
う
形
で
﹆
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
の
論
理
構
造
の
基
点

0

0

と

し
て
﹆
二
つ
の
概
念
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ラ
ー
は
﹆
同
様
の
論
理
を
﹆﹁
措
置
の
期
間
﹂
が
余
り
に
長
期
に
及
ん
で
い
る
︵
措
置
の
時
間
的
限
定
の
欠
如
︶
こ
と
を
批
判
す
る
別

の
箇
所
で
も
用
い
て
い
る
［
第
4
節
］。
第
Ⅵ
章
で
﹆﹁
今
回
の
措
置
の
極
め
て
長
期
に
わ
た
っ
て
い
る
期
間
﹂
を
問
題
と
し
た
際
﹆
こ
の

期
間
そ
れ
自
体
が
﹁
ラ
イ
ヒ
政
府
の
憲
法
違
反
の
意
図

0

0

﹂
の
結
果
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
﹆
期
間
そ
れ
自
体
も
問
題
に
は
違
い
な
い

が
﹆
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
ヘ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
ラ
イ
ヒ
政
府
の
行
為
の
﹁
不
適
切
な
動
機
﹂
の
存
在
を
示
す
徴
候

0

0

と
し
て
見
過
ご
し
え
な
い

問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
も
同
様
に
﹆﹁
状
況
概
念
﹂
が
別
な
争
点
を
め
ぐ
る
主
張
の
論
理
構
造
の
基
点

0

0

と
し
て
働
い
て
い
る
事
例
が
見

ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
﹆
第
Ⅴ
章
で
の
﹆
第
48
条
の
強
大
な
権
限
に
対
し
て

0

0

0

0

﹁
権
利
の
保
障

0

0

﹂
が
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ア
ン
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シ
ュ
ッ
ツ
の
議
論
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
批
判
の
論
理
で
あ
る
［
第
3
節
］。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
反
論
は
﹆﹁
保
障
﹂
と
い
う

考
え
方
を
逆
転
さ
せ
た
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
第
48
条
の
強
大
な
権
限
は
﹆﹁
二
つ
の
危
険

0

0

0

0

0

﹂︵
二
つ
の

0

0

0

﹁
状
況
概
念

0

0

0

0

﹂︶
の
存
在

0

0

0

に
対
し
て

0

0

0

0

﹁
ラ
イ
ヒ
の
統
一
﹂
を
守
る
た
め
の
﹁
保
障
﹂
で
あ
る
﹆
ゆ
え
に
﹆﹁
第
48
条
の
権
限
﹂
に
対
す
る
﹁
権
利
保
障
﹂
は
形
成
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
﹆
な
ぜ
な
ら
﹆
第
48
条
に
対
す
る
﹁
保
障
﹂
を
形
成
す
る
と
﹆﹁
二
つ
の
危
険
﹂
に
よ
っ
て
ラ
イ
ヒ
は
崩
壊
す
る
か
ら
﹆
と

い
う
論
理
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
﹆
第
48
条
そ
れ
自
体
が
﹁
保
障
﹂
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
﹆
お
よ
び
﹆
第
48
条
に
対
す
る
﹁
保
障
﹂
の
形
成

の
否
定
と
い
う
ど
ち
ら
の
論
理
に
と
っ
て
も
﹆﹁
二
つ
の
危
険
﹂
の
存
在
と
い
う
二
つ
の
﹁
状
況
概
念
﹂
が
そ
の
根
拠

0

0

と
さ
れ
て
い
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
例
は
﹆
同
じ
く
第
Ⅴ
章
に
お
け
る
﹆
第
48
条
の
第
1
項
と
第
2
項
の
﹁
要
件
﹂
は
厳
密
に
区
別
さ
れ

ね
ば
な
ら
ず
﹆
現
に
両
者
を
区
別
す
る
基
準
は
存
在
す
る
﹆
と
い
う
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
﹆
ヘ
ラ
ー
の
議
論
に
対
す
る
反
論
で
あ
る
［
第
3
節
］。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
持
ち
出
し
た
論
理
は
﹆
第
1
項
と
第
2
項
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
﹆
な
ぜ
な
ら
﹆
七
月
二
〇
日
の
状
況
は

﹁
二
つ
の
危
険
﹂
の
﹁
結
合
﹂
の
存
在
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
﹆
こ
れ
ら
の
危
険
に
対
処
す
る
た
め
に
は
﹆
第
1
項
と
第
2
項
は
﹁
結
合
﹂
し

て
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹆
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
﹆
第
1
項
か
﹆
第
2
項
か
と
い
う
二
者
択
一
の
展
開
は
誤
っ
た
推

論
に
導
く
﹆
な
ぜ
な
ら
﹆﹁
二
つ
の
危
険
﹂
の
﹁
結
合
﹂
が
存
在
す
る
な
ら
ば
﹆﹁
そ
の
時
に
は
第
48
条
第
1
項
と
第
2
項
の
二
つ
の
権
限
が

0

0

0

0

0

0

相
互
に
融
合
す
る
構
成
要
件
が
存
在
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂
か
ら
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
﹆
第
1
項
の
行
使
と
第
2
項
の
行
使
の
厳
密
・
明
確
な
区
別
を

否
定
し
﹆
両
条
項
の
同
時
一
体
的
な
行
使
を
正
当
化
す
る
根
拠

0

0

と
し
て
二
つ
の

0

0

0

﹁
状
況
概
念

0

0

0

0

﹂
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

2
．
ヘ
ラ
ー
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
弁
論
」
の
政
治
的
側
面
、
お
よ
び
、
法
的
側
面

次
に
第
二
の
観
点
﹆
二
人
の
弁
論
を
﹆
政
治
的
側
面
と
法
的
側
面
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
考
察
す
る
と
﹆
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
指
摘
し

う
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
指
摘
し
う
る
の
は
﹆
上
で
見
た
二
人
の
中
心
的
な
着
眼
点
な
い
し
中
心
概
念
﹆
つ
ま
り
﹆
ヘ
ラ
ー
の
政
治
的
﹁
動
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機
﹂
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治
的
﹁
状
況
﹂
は
﹆
い
ず
れ
も
政
治
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
位
相
に
位
置
す
る
﹆
つ
ま
り
﹆
そ
れ
ぞ
れ
の
弁
論
の
政
治
的

側
面
を
象
徴
的
﹆
集
約
的
に
表
す
言
葉
で
あ
る
﹆
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
﹆
二
人
の
弁
論
を
貫
く
根
底
的
な
視
点
が
政
治
的
観
点

で
あ
っ
た
こ
と
が
﹆
こ
れ
に
よ
っ
て
明
確
に
分
か
る
。

さ
ら
に
政
治
的
側
面
に
つ
い
て
﹆
ヘ
ラ
ー
に
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
﹆
政
治
的
﹁
動
機
﹂
を
証
明
す
る
た
め
﹆
パ
ー
ペ
ン
＝

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
間
の
事
前
協
定
の
存
在
の
事
実
認
定
に
必
要
な
﹆
証
拠
文
書
を
提
出
し
﹆
度
重
な
る
﹁
証
人
喚
問
要
求
﹂
に
こ
だ
わ
り
続
け
た

こ
と
で
あ
る
。﹁
証
人
喚
問
要
求
﹂
は
﹆
最
終
的
に
は
原
告
側
の
共
同
要
求
と
し
て
提
出
さ
れ
る
⎠
94
⎝

が
﹆
そ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
っ
た
の

が
ヘ
ラ
ー
で
あ
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
う
ち
﹆
証
人
喚
問
は
た
だ
の
一
人
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
⎠
95
⎝

。

そ
れ
で
は
二
人
の
弁
論
の
法
的
側
面
の
議
論
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
ヘ
ラ
ー
の
弁
論
に
お
い
て
も
法

的
議
論
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
﹆
た
と
え
ば
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
や
ペ
ー
タ
ー
ス
﹆
あ
る
い
は
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
対
比
す

る
と
﹆
い
わ
ゆ
る
法
学
的
議
論

0

0

0

0

0

と
い
わ
れ
る
よ
う
な
﹆
厳
密
な
概
念
に
基
づ
く
理
論
的
﹆
体
系
的
に
組
み
立
て
ら
れ
た
解
釈
論
の
展
開
は
﹆

ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
ず
﹆
あ
る
と
し
て
も
断
片
的
で
あ
り
﹆
厳
密
さ
に
欠
け
る
場
合
も
見
ら
れ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

ヘ
ラ
ー
の
弁
論
全
体
を
見
て
﹆
法
的
議
論
と
し
て
の
中
心
を
な
す
の
は
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
の
行
為
の
﹁
動
機
﹂
は
﹆
憲
法
に
合
致
し
た
動
機

で
は
な
く
﹁
不
適
切
な
動
機

0

0

﹂
で
あ
る
﹆
ゆ
え
に
﹆﹁
恣
意
﹂︵W

illkür

︶
に
よ
る
政
治
的
裁
量
行
為
︵
ヤ
ー
コ
ビ
で
す
ら
司
法
審
査
権
限

を
認
め
る
政
治
的
裁
量
行
為
の
中
で
最
も
外
側
の
枠
に
当
た
る
も
の
︶
で
あ
り
﹆
法
的
に
は
﹁
裁
量
の
越
権
﹂﹁
裁
量
の
濫
用
﹂
で
あ
る
﹆

ま
た
﹁
手
段
﹂
の
選
択
の
﹁
比
例
性
﹂
の
欠
如
が
あ
る
﹆
し
た
が
っ
て
﹁
憲
法
違
反
﹂
で
あ
る
﹆
と
い
う
極
め
て
シ
ン
プ
ル
な
定
式
で
あ

る
。
法
廷
で
の
弁
論
の
ほ
と
ん
ど
が
﹆
こ
の
定
式
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
以
外
に
法
的
議
論
と
し
て
指
摘
し
う
る
の
は
﹆
第
一
に
﹆
第
Ⅴ
章
で
論
じ
ら
れ
た
﹆
第
1
項
と
第
2
項
の
［
要
件
］
上
の
区
別
の
基

準
と
し
て
の
法
主
体
論
︵
私
人
で
は
な
く
代
表
権
限
を
持
つ
ラ
ン
ト
機
関
︶
と
主
観
的
過
失
論
︵
客
観
的
過
失
の
み
で
は
足
り
ず
﹆
主
観
的

義
務
違
反
で
あ
る
こ
と
の
確
定
の
た
め
﹁
法
的
聴
聞
﹂
は
本
質
的
要
件
の
一
つ
︶
で
あ
り
﹆
し
た
が
っ
て
﹆
第
1
項
の
行
使
は
﹆
ラ
ン
ト
の



223 「プロイセン対ライヒ」裁判における
カール・シュミットとヘルマン・ヘラー

管
轄
機
関
の
義
務
履
行
の
意
思
と
能
力
の
欠
如
の
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
﹆
と
主
張
し
た
こ
と
で
あ
る
［
第
3
節
］。

第
二
に
﹆
第
Ⅸ
章
で
論
じ
ら
れ
た
﹆
独
裁
権
の
裁
量

0

0

行
為
に
対
す
る
司
法
審
査
で
は
﹆
権
限
行
使
機
関
の
﹁
主
観
的
善
意
﹂
の
み
で
足
り

る
と
し
た
ヤ
ー
コ
ビ
に
対
す
る
反
論
と
し
て
﹆
権
限
行
使
機
関
の
﹁
主
観
的
善
意
﹂
の
み
で
は
足
り
ず
﹆
政
治
的
裁
量
行
為
に
お
い
て
も

﹁
主
観
的
善
意

0

0

0

0

0

﹂
の
存
在
が
客
観
的
に
も
示
さ
れ
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
必
要
﹆
さ
ら
に
﹆﹁
要
件
﹂
と
﹁
手
段
﹂
に
つ
い
て
も
審
査
さ
れ
る
と
し
た
議
論

で
あ
る
［
第
7
節
］。

そ
し
て
第
三
に
﹆
ラ
ン
ト
議
会
会
派
の
原
告
適
格
に
つ
い
て
の
弁
論
で
あ
る
［
第
9
節
］。
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
﹆
ヘ
ラ
ー
が
援
用
す

る
と
述
べ
た
国
事
裁
判
所
の
判
決
に
は
﹆﹁
ラ
ン
ト
対
ラ
イ
ヒ

0

0

0

0

憲
法
争
議
﹂
に
お
け
る
ラ
ン
ト
議
会
会
派
の
原
告
適
格
性
を
認
め
た
判
決
は

な
く
﹆﹁
ラ
ン
ト
内0

憲
法
争
議
﹂
に
お
い
て
の
み
﹆
認
め
ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
仮
に
﹆
議
会
会
派
の
訴
え
が
﹁
プ
ロ
イ
セ
ン
・

ラ
ン
ト
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
と
し
て
の
ラ
イ
ヒ
首
相
﹂
に
対
す
る
訴
え
で
あ
り
﹆
つ
ま
り
﹆﹁
ラ
ン
ト
内0

の
憲
法
争
議
﹂
で

あ
る
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
﹆
ヤ
ー
コ
ビ
の
指
摘
し
た
よ
う
に
﹆
七
月
二
〇
日
の
ラ
イ
ヒ
の
行
為
は
先
行
的
問
題
で
あ
っ
て
﹆
ラ
ン
ト
議
会
会

派
が
七
月
二
〇
日
の
命
令
そ
れ
自
体
の
違
法
性
を
訴
え
る
こ
と
は
﹆﹁
訴
え
の
合
法
性
﹂
の
観
点
か
ら
排
除
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
し

た
意
味
で
﹆﹁
ラ
ン
ト
対
ラ
イ
ヒ

0

0

0

0

憲
法
争
議
﹂
に
お
け
る
原
告
と
し
て
﹆
ラ
ン
ト
議
会
会
派
が
﹆
七
月
二
〇
日
の
大
統
領
命
令
と
こ
れ
に
基

づ
く
措
置
の
内
容
に
つ
い
て
の
異
議
を
申
し
立
て
る
当
事
者
能
力
を
持
つ
と
弁
証
す
る
法
学
的
議
論

0

0

0

0

0

と
し
て
は
﹆
不
十
分
で
あ
り
﹆
厳
密
さ

を
欠
い
て
い
た
と
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
﹆﹁
議
会
形
式
の
憲
法
の
政
治
的
保
障
﹂
と
い
う
観
点
を
突
き

詰
め
て
ゆ
け
ば
﹆﹁
対
ラ
イ
ヒ

0

0

0

0

憲
法
争
議
﹂
に
お
い
て
も
﹆
ラ
イ
ヒ
議
会
ば
か
り
で
は
な
く
ラ
ン
ト
議
会
お
よ
び
ラ
ン
ト
議
会
会
派
の
当
事

者
能
力
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
は
﹆
合
理
的
な
根
拠
を
持
ち
う
る
﹆
そ
の
意
味
で
一
考
に
値
す
る
画
期
的
な
も
の
と
い
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
三
つ
の
法
的
議
論
に
お
い
て
﹆
最
初
の
二
つ
の
議
論
に
共
通
す
る
の
は
﹆
第
1
項
﹆
第
2
項
い
ず
れ
の
行
使
に
お
い
て
も
﹆
管
轄

機
関
の
﹁
意
思
﹂
の
客
観
化
の
必
要
性
と
そ
の
確
定
の
た
め
の
﹁
要
件
﹂
を
求
め
る
議
論
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
﹆
ヘ
ラ
ー
の
議
論
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は
﹆
政
治
的
側
面
に
お
い
て
も
﹆
法
的
側
面
に
お
い
て
も
﹆
一
貫
し
て
﹆
政
治
的
な
行
為
の
動
因
た
る
政
治
的
﹁
意
図
﹂﹁
動
機
﹂﹁
意
思
﹂

の
確
認
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
﹆
そ
の
明
示
と
客
観
的
な
確
定
を
法
的
﹁
要
件
﹂
と
し
て
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
ヘ
ラ
ー
に
お
い
て
は
﹆
一
方
で
は
﹆
政
治
的
意
図

0

0

0

0

0

・
動
機

0

0

を
問
題
と
し
て
追
及
す
る
姿
勢
が
一
貫
し
て
示
さ
れ
﹆
他
方
﹆
い

わ
ゆ
る
法
学
的
議
論

0

0

0

0

0

と
い
わ
れ
る
よ
う
な
﹆
厳
密
な
概
念
に
基
づ
い
た
理
論
的
﹆
体
系
的
な
法
解
釈
論
は
総
じ
て
認
め
ら
れ
ず
﹆
あ
る
と
し

て
も
断
片
的
で
あ
り
﹆
厳
密
さ
に
欠
け
る
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
弁
論
を
法
的
側
面
か
ら
振
り
返
る
と
﹆
ヘ
ラ
ー
と
は
極
め
て
対
照
的
な
議
論
展
開
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ

は
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
ら
が
﹆
法
廷
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
べ
き
議
論
は
﹆﹁
標
語

0

0

﹂︵Schlagw
ort

︶
に
よ
っ
て
で
は
な
く
﹆﹁
全
く
厳
密
に

0

0

0

0

0

法
律
学
的
な

0

0

0

0

0

﹆
か
つ
﹆
ま
ず
は
法
律
家
に
と
っ
て
の
み
理
解
が
可
能
な
関
連
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂
用
い
ら
れ
る
﹁
概
念
﹂︵B

egriff

︶
に
基
づ
く
べ

き
で
あ
り
﹆
自
分
の
﹁
細
か
い
こ
と
に
こ
だ
わ
る
学
者
的
感
覚
﹂
が
こ
れ
ら
二
つ
の
も
の
の
混
同
を
許
容
で
き
な
い
﹆
と
述
べ
た
こ
と
に

象
徴
さ
れ
る
［
第
6
節
］。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
は
﹆
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
に
対
し
て
は
真
の
意
味
で
法
学
的
議
論
を
展
開
す
る
﹁
同
僚
﹂
で

あ
っ
た
が
﹆
そ
れ
以
外
の
何
人
か
は
﹆
概
念
的
に
で
は
な
く
﹁
標
語
﹂
的
に
論
じ
て
い
る
と
感
じ
て
お
り
﹆
こ
れ
に
対
し
て
自
分
の
議
論
は

厳
密
な
法
学
的
﹁
概
念
﹂
に
基
づ
く
法
学
的
議
論
だ
と
の
自
負
を
隠
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
意
味
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
弁
論
を
法
的
側
面
か
ら
考
察
す
る
と
論
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
﹆
そ
の
中
で
も
最
も
力
を
込
め
て
繰
り
返
し

展
開
さ
れ
た
議
論
は
﹆
第
2
項
﹁
非
常
事
態
に
お
け
る
独
裁
権
﹂
の
﹁
権
限
﹂
論
を
論
じ
た
第
Ⅷ
章
に
お
け
る
﹆﹁
独
裁︵
権
︶の
本
質

0

0

﹂
を

め
ぐ
る
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
へ
の
反
論
︱︱
﹁
独
裁
を
制
約
す
る
法
律
の
留
保
﹂︵diktaturfester G

esetzvorbehalt

︶
に
対
す
る
﹁
独
立
の
権

限
規
範
﹂︵selbständige Zuständigkeitsnorm

︶
の
議
論
﹆
特
に
第
48
条
対
第
17
条
の
関
係
の
法
解
釈
論
︱︱
で
あ
る
［
第
6
節
］。
こ

れ
ら
の
法
学
的
議
論
に
再
び
立
ち
入
る
こ
と
は
し
な
い
が
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
特
に
力
を
込
め
て
行
っ
た
法
学
的
議
論
の
焦
点
は
﹆
第
17
条
を

侵
害
す
る
こ
と
な
く
﹆
第
48
条
第
2
項
に
基
づ
く
﹁
執
行
権
の
移
行
﹂
は
行
わ
れ
う
る
と
い
う
点
で
あ
り
﹆﹁
執
行
権
の
移
行
﹂
の
範
囲
の

拡
大
を
段
階
的
に
論
じ
て
い
る
点
で
あ
る
。
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以
上
の
﹆
二
人
の
弁
論
の
政
治
的
側
面
﹆
法
的
側
面
の
二
つ
の
側
面
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
結
論
的
に
い
え
る
こ
と
は
﹆
ヘ
ラ
ー
に
お
い

て
は
政
治
的
側
面
が
極
め
て
強
く
示
さ
れ
て
お
り
﹆
こ
れ
に
対
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
法
学
的
議
論
が
広
く
展
開
さ
れ
た
が
そ
れ
は
議
論
の
﹆

い
わ
ば
二
階
部
分
で
あ
り
﹆
そ
れ
を
規
定
し
続
け
て
い
た
一
階
部
分
は
政
治
的
側
面
﹆
す
な
わ
ち
﹆﹁
政
治
的
状
況
概
念
﹂
だ
っ
た
と
い
う

点
で
あ
ろ
う
。

3
．
裁
判
が
求
め
る
「
制
度
的
な
枠
」
と
し
て
の
《
合
法
性
》
か
ら
見
た
ヘ
ラ
ー
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
弁
論
」

で
は
第
三
に
﹆
以
上
の
第
一
﹆
第
二
の
観
点
か
ら
示
さ
れ
た
特
徴
を
帯
び
た
二
人
の
弁
論
は
﹆﹁
裁
判
﹂
を
﹁
裁
判
﹂
た
ら
し
め
る
た
め

に
求
め
ら
れ
る
制
度
的
な
枠
と
し
て
の
︽
合
法
性
︾
か
ら
考
察
し
た
場
合
﹆
ど
の
よ
う
な
問
題
が
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
点
こ

そ
が
﹆
本
﹁
法
廷
﹂
を
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
弁
論
の
考
察
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
時
﹆
決
定
的
に
重
要
な
点
で
あ
る
。

ヘ
ラ
ー
に
つ
い
て
い
え
ば
﹆
第
一
に
﹆
最
終
的
に
は
そ
の
原
告
適
格
を
否
定
さ
れ
た
。
端
的
に
い
え
ば
﹆
彼
が
そ
の
代
理
人
と
し
て
法
廷

に
臨
ん
だ
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
議
会
社
会
民
主
党
会
派
は
﹆
本
﹁
法
廷
﹂
に
存
在
す
る
こ
と
を
許
容
さ
れ
な
い
主
体
﹆
す
な
わ
ち
﹆﹁
裁

判
﹂
が
求
め
る
﹁
手
続
き
﹂
と
い
う
制
度
的
な
︽
枠
︾
の
外0

の
存
在
で
あ
っ
た
。

第
二
に
﹆
ヘ
ラ
ー
の
弁
論
の
内
容
は
ど
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ヘ
ラ
ー
の
議
論
に
と
っ
て
決
定
的
な
点
の
ほ
と
ん
ど
は
﹆
裁
判
と
し

て
の
制
度
的
な
枠
か
ら
見
た
場
合
に
﹆
や
は
り
︽
枠
︾
外0

に
位
置
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
決
定
的
な
出
来
事
は
﹆﹁
憲
法

違
反
﹂
と
い
う
表
現
そ
れ
自
体
が
最
終
日
に
な
っ
て
第
Ⅹ
章
﹁
総
括
﹂
の
議
論
の
中
で
問
題
化
し
た
際
の
﹆
裁
判
長
ブ
ム
ケ
と
ヘ
ラ
ー
の
短

い
や
り
取
り
で
あ
る
［
第
8
節
］。
ヘ
ラ
ー
が
﹆
本
訴
訟
が
問
題
と
し
続
け
て
き
た
こ
と
は
﹆
ま
さ
に
﹆﹁
憲
法
違
反
﹂
が
存
在
し
た
の
か

否
か
で
あ
っ
て
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
の
違
憲
の
行
動
そ
れ
自
体
が
問
題
の
焦
点
だ
﹆
と
追
求
し
た
の
に
対
し
て
﹆
ブ
ム
ケ
は
﹆
い
と
も
簡
単
に

ほ
と
ん
ど
一
言
で
﹆﹁
憲
法
違
反
﹂
と
な
る
と
﹁
憲
法
違
反
の
意
図

0

0

︵A
bsicht

︶﹂
の
存
在
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
な
る
［
そ
ん
な
こ
と
は
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認
め
ら
れ
な
い
］
と
応
じ
﹆
ヘ
ラ
ー
は
﹆
一
貫
し
て
論
じ
て
き
た
最
も
本
質
的
な
部
分
に
お
い
て
肩
透
か
し
を
く
う
形
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
い
み
じ
く
も
﹆
ヘ
ラ
ー
は
﹆
ブ
ム
ケ
と
の
や
り
取
り
の
少
し
前
に
﹆
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
に
対
す
る
批
判
と
し
て
﹆﹁
も
し
﹆
ラ
イ
ヒ
政

府
の
措
置
の
憲
法
違
反
︵Verfassungsw

idrigkeit

︶
に
つ
い
て
こ
の
訴
訟
に
お
い
て
語
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
﹆
と
ラ
イ
ヒ
政
府
代
理
人

［
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
］
が
主
張
す
る
な
ら
ば
﹆
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
訴
訟
を
し
な
い
ほ
う
が
い
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵dann können w
ir uns diesen Prozeß 

ersparen

︶﹆
と
い
う
の
も
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
が
合
憲
的
に
行
動
し
た
か
﹆
も
し
く
は
憲
法
に
反
し
て
行
動
し
た
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と

こ
そ
が
﹆
こ
の
訴
訟
の
中
心
問
題
な
の
だ
﹂
と
述
べ
て
い
る
［
第
8
節
］。
そ
し
て
﹆
ヘ
ラ
ー
の
観
点
か
ら
の
追
及
が
﹆
裁
判
長
の
却
下
に

よ
っ
て
遮
ら
れ
た
の
は
﹆
こ
の
時
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
⎠
96
⎝

。

以
上
の
経
緯
を
ふ
ま
え
る
と
﹆
ヘ
ラ
ー
が
法
廷
で
展
開
し
た
主
張
に
と
っ
て
﹆
そ
も
そ
も
﹁
裁
判
﹂
と
い
う
場
が
適
切
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
と
い
う
疑
問
を
生
む
。
あ
る
い
は
ヘ
ラ
ー
自
身
﹆
無
駄
な
労
力
を
費
や
し
た
と
感
じ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
法
廷
審
理
が
終
わ
り
に

近
づ
く
に
つ
れ
て
ヘ
ラ
ー
は
﹆﹁
法
治
国
家
そ
れ
自
体
の
存
続
の
危
機
﹂
と
い
う
こ
と
を
し
ば
し
ば
口
に
す
る
よ
う
に
な
る
［
第
7
節
﹆
第

8
節
﹆
第
9
節
］。
こ
の
悲
壮
感
に
満
ち
た
危
機
意
識
は
﹆
同
じ
く
原
告
側
代
理
人
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
の
﹆
こ
の
訴
訟
で
今
わ
れ
わ
れ
が
経

験
し
て
い
る
の
は
﹁
法
規
範

0

0

0

を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
壮
大
な
る
試
み

0

0

0

0

0

0

︵der grandiose Versuch

︶﹂
だ
［
第
9
節
］
と
い
う
陶
酔
的
な

高
揚
感
と
比
べ
て
み
た
と
き
﹆
そ
の
違
い
は
際
立
っ
て
い
る
⎠
97
⎝

。

他
方
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
は
﹆﹁
裁
判
﹂
を
﹁
裁
判
﹂
た
ら
し
め
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
制
度
的
な
枠
と
し
て
の
︽
合
法
性
︾
か
ら
考

察
し
た
場
合
﹆
ど
の
よ
う
な
問
題
が
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
が
一
貫
し
て
政
治
的
契
機
に
規
定
さ
れ
て
い
た
と
は
い

え
﹆
そ
れ
は
﹆
あ
く
ま
で
法
学
的
議
論
と
し
て
展
開
さ
れ
た
限
り
で
﹆
表
現
上
の
問
題
は
あ
っ
た
に
し
て
も
﹆
議
論
そ
れ
自
体
は
法
廷
で
の

審
理
の
流
儀
に
即
し
た
﹆
そ
の
意
味
で
﹆
裁
判
内
在
的

0

0

0

0

0

で
﹁
合
法
的
﹂
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
一
層
﹆︽
合
法
性
︾
の
も
う
一
つ

の
次
元
﹆
政
治
的
観
点
か
ら
見
た
場
合
の
︽
合
法
性
︾
か
ら
︽
状
況
適
合
的
疑
似
合
法
性
︾
へ
の
変
質
過
程
と
い
う
次
元
か
ら
考
察
す
る

と
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
は
こ
の
過
程
を
﹆
法
学
内
在
的

0

0

0

0

0

に
推
し
進
め
る
理
論
的
力
を
持
ち
え
た
と
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
際
に
焦
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点
と
な
る
の
は
﹆
次
の
二
つ
の
点
で
あ
る
。
第
一
の
点
は
﹆
質
的
に
異
な
る
二
つ
の
型
の
政
治
的
闘
争
状
態

0

0

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
の
﹁
概
念
﹂
の
提

示
﹆
お
よ
び
﹆
第
48
条
第
1
項
・
第
2
項
の
両
条
項
の
要
件
を
同
時
に
構
成
す
る
同
一
事
態
と
し
て
の
﹆﹁
二
つ
の
状
況
概
念

0

0

0

0

0

0

0

﹂
の
﹁
結
合
﹂

の
存
在
と
い
う
﹆
現
状
認
識
を
め
ぐ
る
主
張
で
あ
る
。
つ
ま
り
﹆
政
治
的
な

0

0

0

0

﹁
現
状
認
識
の
概
念
化

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂
で
あ
る
。
第
二
の
点
は
﹆
第
Ⅷ
章
で

の
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
と
の
対
決
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
﹆﹁
独
裁
を
制
約
す
る
法
律
の
留
保
﹂︵diktaturfester G

esetzvorbehalt

︶﹆
対
﹆﹁
独

立
の
権
限
規
範
﹂︵selbständige Zuständigkeitsnorm

︶
と
い
う
構
図
の
中
で
﹆
第
48
条
第
2
項
が
第
17
条
に
対
し
て
優
先
さ
れ
る
と
い

う
議
論
﹆
お
よ
び
﹆
第
48
条
第
2
項
に
基
づ
く
﹁
執
行
権
の
移
行
﹂
の
範
囲
拡
大
は
﹆
第
17
条
を
損
な
う
こ
と
な
く
可
能
だ
と
い
う
法
解
釈

論
で
あ
る
。
表
見
的
に
は
第
48
条
第
2
項
と
第
17
条
の
関
係
を
め
ぐ
る
法
解
釈
論
で
あ
る
。
し
か
し
﹆
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
が
提
起
し
た
よ
う

に
﹆
そ
こ
で
の
問
題
の
核
心

0

0

0

0

0

は
﹆﹁
憲
法
制
定
権
力
の
み
が
定
め
う
る
憲
法
規
定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
﹆
第
48
条
第
2
項
に
よ
る
破
棄
﹂
を
可
と
す
る
か
﹆
否

と
す
る
か
﹆
と
い
う
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
に
示
さ
れ
た
ヘ
ラ
ー
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
法
廷
闘
争
の
核
心
を
な
す
着
眼
点
﹆
中
心
概
念
﹆
そ
し
て
法
解
釈
論
に
お
け
る
特
徴
は
﹆
そ

れ
ぞ
れ
の
背
後
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
的
著
作
と
は
﹆
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
﹆
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
的
研
究
の
中
で

い
か
に
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
﹆
そ
し
て
﹆
ど
こ
に
そ
の
根
源
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
﹆
そ
れ
ま
で
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
ど
の
よ

う
な
モ
テ
ィ
ー
フ
の
一
帰
結
と
し
て
現
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
を
め
ぐ
る
分
析
は
﹆
本
稿
の
枠
を
越
え
る
も
の
で
あ
り
﹆
別

稿
に
お
い
て
論
じ
る
予
定
で
あ
る
⎠
98
⎝

。

4
．「
法
廷
闘
争
」
の
考
察
の
結
び
と
し
て

﹁
プ
ロ
イ
セ
ン
対
ラ
イ
ヒ
裁
判
﹂
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
弁
論
の
考
察
を
試
み
て
き
た
本
稿
を
閉
じ
る
に
当
た
っ
て
﹆
エ
ミ

リ
オ
ス
・
A
・
ク
リ
ス
ト
ド
ゥ
リ
デ
ィ
ス
の
指
摘
が
﹆
あ
る
側
面
に
関
し
て
﹆
深
い
示
唆
を
与
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ク
リ
ス
ト
ド
ゥ
リ
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デ
ィ
ス
は
﹆
共
和
主
義
的
法
理
論
に
対
す
る
シ
ス
テ
ム
論
的
な
立
場
か
ら
の
批
判
を
展
開
し
た
﹃
法
と
再
帰
的
政
治
⎠
99
⎝

﹄
の
﹆
第
二
部
﹁
法
的

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
で
の
政
治
的
紛
争
﹂
の
中
で
﹆
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

…
…
法
に
お
い
て
は
﹆
紛
争
の
舞
台
は
﹆
特
化
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
。
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
﹆
予
め
紛

争
の
形
態
と
内
容
を
定
め
て
し
ま
い
﹆
ま
た
そ
こ
で
取
り
扱
わ
れ
る
問
題
を
仕
分
け
し
﹆
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
語
ら
れ
う

る
事
柄
を
先
取
り
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
と
同
時
に
﹆
問
題
と
そ
の
対
象
に
つ
い
て
の
異
な
る
仕
分
け
は
妨
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。

簡
潔
に
い
え
ば
﹆
法
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
﹆
紛
争

0

0

は
必
然
的
に
法
的
座
標
系
に
則
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

整
序
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
﹆
権
利
﹆

自
由
﹆
危
害
に
つ
い
て
の
法
的
観
念
﹆
法
的
推
論
﹆
法
的
テ
ス
ト
﹆
法
的
想
定
と
い
っ
た
諸
観
念
が
﹆
第
一
次
的
に
紛
争
の
意

0

0

0

0

味
づ
け

0

0

0

を
す
る
。
…
…
こ
う
し
た
す
べ
て
の
こ
と
が
﹆
法
的
記
述
と
法
的
条
件
づ
け
︹
条
件
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
︺
の
集
合
体
に
依

存
し
て
い
る
。
端
的
に
い
え
ば
﹆
そ
う
し
た
す
べ
て
が
法
と
し
て
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
法
的
考
慮
項
目
の
す
べ
て
が
﹆
紛0

争0

を
選
択
的
に
考
慮
に
入
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
り
﹆
紛
争
の
可
能
的
あ
り
方
に
つ
い
て
の
縮
減

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
強
い
て
い
る
。
法
的
考
慮
項
目
の
領

域
外0

﹆
つ
ま
り
法
的
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
シ
ー
︵legal contingencies

︶
の
外
に
残
さ
れ
た
も
の
は
﹆
自
然
で
自
明
で
所
与

で
﹆
法
的
紛
争
に
と
っ
て
不
活
性
な
も
の
と
映
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

︵⎠100
⎝

傍
点
引
用
者
︶。

ク
リ
ス
ト
ド
ゥ
リ
デ
ィ
ス
が
言
わ
ん
と
す
る
の
は
﹆
次
の
点
で
あ
る
。
政
治
的
な

0

0

0

0

﹁
紛
争
﹂
を
法
的

0

0

に
処
理
す
る
場
合
﹆﹁
紛
争
の
舞
台

0

0

0

0

0

設
定

0

0

﹂︵the staging of the conflict

︶⎠101
⎝

を
通
し
て
﹆
政
治
的
な
対
立
の
根
源
に
あ
る
﹁
争
点
﹂
そ
れ
自
体
が
持
っ
て
い
る
全
体
性
が
縮
減
さ

れ
﹆
あ
る
い
は
断
片
化
さ
れ
﹆
法
的
言
語
に
よ
る
法
的
説
明
へ
と
同
化
し
う
る
も
の
﹆﹁
法
的
座
標
系
に
則
し
て
整
序
さ
れ
る
﹂
も
の
だ
け

が
﹆﹁
紛
争
﹂
と
し
て
採
用
さ
れ
る
﹆
そ
の
結
果
生
ず
る
の
は
﹆
政
治
的
な
﹁
紛
争
﹂
固
有
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
﹆﹁
む
し
ろ
法
に
よ
っ

て
沈
黙
さ
せ
ら
れ
﹂﹆﹁
政
治
的
な
る
も
の
の
根
本
的
な
側
面
が
覆
い
隠
さ
れ
﹆
論
点
か
ら
外
さ
れ
﹆
消
し
去
ら
れ
る
⎠
102
⎝

﹂
と
い
う
点
で
あ
る
。
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そ
れ
は
ま
た
﹆﹁
政
治
を
法
に
服
従
さ
せ
る
共
約
可
能
性
に
対
す
る
反
論
⎠
103
⎝

﹂
で
も
あ
る
と
い
う
。

政
治
的
な

0

0

0

0

﹁
紛
争
﹂
を
法
的

0

0

に
処
理
す
る
と
き
﹆﹁
裁
判
﹂
に
お
け
る
﹁
手
続
き

0

0

0

﹂
が
求
め
る
﹁
制
度
的
な
枠
﹂
と
し
て
の
︽
合
法
性
︾

に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
も
の
︱︱
つ
ま
り
﹆
論
点
あ
る
い
は
当
事
者
適
格
性
に
関
し
て
︱︱
﹆
そ
の
残
滓
の
中
に
こ
そ
﹆
実
は
﹆
政
治
的

﹁
紛
争
﹂
に
と
っ
て
死
活
的
な
契
機
が
あ
り
﹆
そ
れ
ゆ
え
﹆
政
治
的
に
核
心
的
な
﹁
争
点
﹂
が
法
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
﹆
沈
黙
さ
せ
ら
れ
る
﹆

そ
う
し
た
こ
と
が
﹆
結
果
と
し
て
﹆
︱︱
開
廷
の
前
に
は
﹆
誰
が
そ
う
し
た
こ
と
を
予
期
し
え
た
だ
ろ
う
か
︱︱
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
法
廷
で

な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
﹆
こ
の
よ
う
な
疑
念
を
振
り
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

本
稿
は
こ
う
し
た
疑
念
を
も
っ
て
終
わ
る
。﹁
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
に
お
け
る
最
大
の
憲
法
闘
争
﹂
と
い
わ
れ
た
本
裁
判
に
対
し
て
﹆
ヘ

ラ
ー
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
一
貫
し
て
保
ち
続
け
た
﹁
基
本
的
視
角
﹂
は
﹆
そ
の
背
後
に
あ
る
学
問
的
理
論
的
著
作
の
中
で
ど
の
よ
う
に
形
成
さ

れ
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
た
の
か
﹆
こ
の
点
の
探
究
は
別
稿
の
課
題
⎠
104
⎝

で
あ
る
。

　
　
　
注

︵
1
︶ 

本
稿
は
﹆
二
〇
〇
三
年
二
月
三
日
に
国
際
基
督
教
大
学
大
学
院
行
政
学
研
究
科
に
提
出
し
た
博
士
論
文
﹁
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ル
マ
ン
・

ヘ
ラ
ー
︱︱
﹁
プ
ロ
イ
セ
ン
対
ラ
イ
ヒ
﹂
裁
判
を
手
掛
り
と
し
て
﹂
第
四
章
に
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

︵
2
︶ 

高
橋
愛
子
﹁︿
合
法
性
﹀
の
空
洞
化
︱︱
一
九
二
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
経
済
の
独
占
化
過
程
と
議
会
外0

立
法
様
式
﹂﹃
聖
学
院
大
学
総
合
研

究
所
紀
要
﹄
第
六
〇
号
﹆
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
﹆
二
〇
一
五
年
︵
以
下
﹆﹁︿
合
法
性
﹀
の
空
洞
化
﹂
と
略
記
︶
三
二
︱
七
八
頁
。
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︵
3
︶ 

髙
橋
愛
子
﹁︿
合
法
性
﹀
と
︿
状
況
適
合
的
擬
似
合
法
性
﹀
の
間
︱︱
﹁
パ
ー
ペ
ン
・
ク
ー
デ
タ
ー
﹂
事
件
か
ら
﹁
国
事
裁
判
﹂
へ
﹂﹃
聖
学
院
大

学
総
合
研
究
所
紀
要
﹄
第
四
七
号
﹆
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
﹆
二
〇
一
〇
年
︵
以
下
﹆﹁︿
合
法
性
﹀
と
︿
状
況
適
合
的
擬
似
合
法
性
﹀
の
間
﹂

と
略
記
︶
二
九
一
︱
三
五
〇
頁
。

︵
4
︶ 

こ
こ
で
の
考
察
の
目
的
は
﹆
審
理
の
展
開
の
中
で
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
﹁
弁
論
﹂
の
主
旨
と
意
味
の
考
察
に
主
眼
が
あ
る
︱︱
つ
ま
り

シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
と
い
う
限
ら
れ
た
登
場
人
物

0

0

0

0

0

0

0

0

を
通
し
て
﹁
法
廷
審
理
﹂
を
考
察
す
る
︱︱
の
で
﹆
そ
れ
以
外
の
参
加
者
の
発
言
に
つ
い
て

は
﹆
あ
く
ま
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
議
論
の
理
解
に
必
要
と
さ
れ
る
﹆
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
把
握
の
た
め
に
限
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

言
及
さ
れ
る
に
す

ぎ
な
い
。
と
は
い
え
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
﹁
弁
論
﹂
が
置
か
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト

0

0

0

0

0

0

の
理
解
は
﹆
本
裁
判
全
体
の
過
程
の
中
で
二
人
の

発
言
が
持
つ
意
味
の
分
析
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
の
で
﹆
時
と
し
て
二
人
の
﹁
弁
論
﹂
そ
れ
自
体
か
ら
離
れ
て
他
の
発
言
者
の
内
容
に
も
詳

し
く
立
ち
入
る
場
合
が
あ
る
。

被
告
ラ
イ
ヒ
側
の
発
言
に
つ
い
て
は
﹆
回
数
か
ら
し
て
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
が
圧
倒
的
に
多
く
発
言
し
て
お
り
︵
五
八
回
︶﹆
ま
た
﹆
二
番
目
に

多
い
ヤ
ー
コ
ビ
︵
一
五
回
︶
の
議
論
展
開
に
は
重
要
な
論
点
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
は
い
え
﹆
そ
の
主
張
の
要
点
や
論
理
的
組
立
な
ど
か
ら

す
る
限
り
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
被
告
ラ
イ
ヒ
側
の
中
心
の
一
人
と
見
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
﹆
原
告
側
と
な
る
と
﹆
そ
の
参
加
者

の
数
の
多
さ
﹆
主
張
の
幅
の
広
さ
等
か
ら
し
て
﹆
中
心
的
存
在
の
特
定
が
難
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
し
て
ヘ
ラ
ー
は
副
次
的
原
告
で

あ
り
﹆﹁
判
決
﹂
で
は
そ
の
原
告
適
格
を
否
定
さ
れ
た
ラ
ン
ト
議
会
会
派
の
代
理
人
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
﹆
必
ず
し
も
中
心
と
は
い
え
な
い
。
回

数
と
発
言
時
間
の
比
率
か
ら
す
る
と
ブ
レ
ヒ
ト
が
圧
倒
的
に
多
く
﹆
群
を
抜
い
て
い
る
︵
八
三
回
﹆
以
上
の
発
言
回
数
は
山
下
威
士
﹁
一
九
三
二

年
国
事
裁
判
所
に
お
け
る
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ラ
ー
﹂﹃
時
岡
弘
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
・
人
権
と
憲
法
裁
判
﹄
成
文
堂
﹆
一
九
九
二
年
︵
以
下
﹆﹁
裁

判
・
ヘ
ラ
ー
﹂
と
略
記
︶
三
六
六
︱
三
六
七
頁
﹁
付
表
第
3
﹂
参
照
︶。
ま
た
議
論
の
内
容
か
ら
見
た
場
合
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
対
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
﹆

シ
ュ
ミ
ッ
ト
対
ペ
ー
タ
ー
ス
と
い
う
対
抗
軸
を
視
点
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
も
﹆
本
﹁
裁
判
﹂
そ
れ
自
体

0

0

0

0

の
理
解
と
分
析
に
主
眼
を
置
く
場
合

で
あ
れ
ば
﹆
極
め
て
重
要
か
つ
有
益
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
裁
判
過
程
そ
れ
自
体

0

0

0

0

を
対
象
と
し
て
﹆
そ
こ
で
の
議
論
を
法
学
的
に
考
察
す
る
と
す
れ

ば
﹆﹁
シ
ュ
ミ
ッ
ト
対
ヘ
ラ
ー
﹂
と
い
う
構
図
で
接
近
す
る
こ
と
は
﹆
必
ず
し
も
唯
一
の
必
然
性
の
あ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
言
え
ま
い
。
し
か
し
﹆

繰
り
返
し
に
な
る
が
﹆
あ
く
ま
で
こ
こ
で
の
﹁
弁
論
﹂
の
分
析
の
目
的
は
﹆
二
人
の
法
廷
で
の
﹁
弁
論
﹂
に
見
ら
れ
る
着
眼
点
や
議
論
展
開
上

の
基
本
概
念
に
お
け
る
﹁
法
的
側
面
﹂
と
﹁
政
治
的
側
面
﹂
と
い
う
二
つ
の
側
面
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
﹆
そ
の
目
的
に
よ
っ
て
限
定

さ
れ
た
範
囲
で
の
み
審
理
の
過
程
を
追
う
こ
と
と
な
る
。
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︵
5
︶ 

髙
橋
愛
子
﹁︿
合
法
性
﹀
と
︿
状
況
適
合
的
擬
似
合
法
性
﹀
の
間
﹂
三
〇
四
︱
三
〇
五
頁
の
﹆
筆
者
作
成
に
よ
る
﹁
審
理
の
進
行
︵
訴
訟
記
録
の

構
成
︶
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
﹆
ヘ
ラ
ー
の
発
言
一
覧
﹂
参
照
︵
以
下
﹆﹁
発
言
一
覧
﹂
と
略
記
︶。

︵
6
︶ 
な
お
以
下
で
考
察
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
発
言
の

（  ）
付
き
の
ナ
ン
バ
ー
は
﹆﹁
発
言
一
覧
﹂︵
前
注
︶
で
示
し
た
﹆
両
者
の
何
回
目
の
発

言
か
を
示
す
番
号
に
対
応
し
て
い
る
。
本
文
中
に
︵S.68

︶
な
ど
と
挿
入
さ
れ
た
頁
数
は Preußen contra R

eich vor dem
 Staatsgerichtshof. 

M
it einem

 Vorw
ort von M

inisterialdirektor D
r. B

recht, Verlag D
etlev A

uverm
ann K

G

・G
lashütten im

 Taunus, 1976

︵
以
下 Preußen 

contra R
eich. 

と
略
記
︶
の
該
当
頁
数
で
あ
る
。
邦
訳
：
山
下
威
士
訳
編
﹃
ク
ー
デ
タ
を
裁
く
︱︱
1
9
3
2
年
7
月
2
0
日
事
件
法
廷
記
録
﹄

尚
学
社
﹆
二
〇
〇
三
年
一
一
月
。
本
稿
で
の
訳
は
山
下
訳
を
参
照
し
つ
つ
私
訳
を
試
み
て
い
る
。［　

］
は
本
文
﹆
脚
注
を
問
わ
ず
筆
者
に
よ
る

挿
入
を
意
味
す
る
。

︵
7
︶ 

こ
こ
で
示
さ
れ
た
審
理
進
行
上
の
計
画
内
容
と
﹆
そ
う
し
た
進
行
計
画
に
至
っ
た
経
緯
・
背
景
に
つ
い
て
は
﹆﹁︿
合
法
性
﹀
と
︿
状
況
適
合
的

擬
似
合
法
性
﹀
の
間
﹂
三
〇
二
頁
以
下
参
照
。

ま
た
﹆
裁
判
長
に
よ
る
審
理
計
画
の
説
明
の
中
で
﹆
毎
日
﹁
正
午
頃
に
二
時
間
か
ら
二
時
間
半
の
た
っ
ぷ
り
と
し
た
休
憩
を
と
る
﹂
旨
の
提

案
が
な
さ
れ
て
い
る
︵Preußen contra R

eich., S.6

︶。
訴
訟
記
録
に
は
﹆
毎
日
の
開
廷
時
刻
﹆
閉
廷
時
刻
﹆
そ
し
て
正
午
休
憩
の
時
刻
が
記
さ

れ
て
い
る
︵
初
日
に
つ
い
て
だ
け
は
﹆
二
時
間
半
の
休
憩
が
何
時
か
ら
何
時
ま
で
で
あ
っ
た
か
の
記
載
が
な
い
︶。
こ
れ
ら
に
基
づ
き
﹆
そ
れ
ぞ

れ
の
審
理
が
お
よ
そ
何
時
頃
に
行
わ
れ
た
か
を
推
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
山
下
威
士
は
審
理
日
ご
と
の
総
審
理
時
間
と
総
頁
数
の
計
算

か
ら
訴
訟
記
録
一
頁
当
た
り
に
費
や
さ
れ
た
時
間
の
推
定
値
を
割
り
出
し
て
い
る
︵
山
下
﹁
裁
判
・
ヘ
ラ
ー
﹂
三
六
五
頁
上
の
﹁
付
表
第
2　

法
廷
審
理
時
間
計
算
﹂︶。
本
稿
で
審
理
の
経
過
の
お
よ
そ
の
時
間
を
推
定
す
る
際
は
こ
の
﹁
付
表
第
2
﹂
を
参
照
し
た
計
算
か
ら
割
り
出
し
て

い
る
こ
と
を
付
記
す
る
。

︵
8
︶ 

審
理
二
日
目
﹆
一
〇
月
一
一
日
火
曜
日
の
午
前
九
時
三
〇
分
開
廷
︵S.69

︶
と
同
時
に
第
Ⅱ
章
の
審
理
が
継
続
さ
れ
﹆
第
Ⅱ
章
の
二
日
目
の
一
八

頁
︵S.69

︱86

︶
分
を
五
・
三
分
／
頁
︵
山
下
﹁
付
表
第
2
﹂︶
で
計
算
す
る
と
﹆18

×5.3

＝95.4

分
と
な
る
の
で
﹆
お
よ
そ
一
一
時
過
ぎ
ま
で

か
か
っ
た
と
推
定
で
き
る
。

︵
9
︶ 

第
一
日
目
の
正
午
休
憩
は
﹆S.28 

上
に
﹁
二
時
間
半
の
休
憩
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
﹆
何
時
か
ら
何
時
ま
で
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

︵
10
︶ 

ヘ
ラ
ー
の
最
初
の
発
言
を
め
ぐ
る
裁
判
長
ブ
ム
ケ
と
ヘ
ラ
ー
の
短
い
や
り
取
り
の
内
容
は
前
掲
﹁︿
合
法
性
﹀
と
︿
状
況
適
合
的
擬
似
合
法
性
﹀

の
間
﹂
三
四
三
頁
の
注
59
参
照
。
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︵
11
︶ 

こ
の
点
は
法
廷
前
の
二
人
の
投
稿
論
文
に
お
け
る
論
争
の
第
一
の
特
徴
と
し
て
前
掲
﹁︿
合
法
性
﹀
と
︿
状
況
適
合
的
擬
似
合
法
性
﹀
の
間
﹂

︵
三
二
一
頁
以
下
﹁
4
．
3
．
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
争
点
︱︱
法
廷
前
の
論
争
か
ら
﹂︶
に
お
い
て
指
摘
し
た
点
で
あ
る
。

︵
12
︶ ﹁
こ
れ
は
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
が
提
出
し
た
﹆
や
た
ら
と
細
か
い
こ
と
ば
か
り
書
き
立
て
て
﹆
い
た
ず
ら
に
膨
大
化
さ
れ
た
一
〇
〇
頁
に
も
及
ぶ
文
書

に
お
い
て
﹆
ほ
ん
の
片
鱗
す
ら
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
主
張
﹂
だ
と
ヘ
ラ
ー
は
指
摘
す
る
︵Preußen contra R

eich., S.35.

︶。

︵
13
︶ ﹁
ド
イ
ツ
紳
士
ク
ラ
ブ
﹂
に
つ
い
て
は
山
下
威
士
﹃
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
研
究
︱︱
危
機
政
府
と
保
守
革
命
運
動
﹄
南
窓
社
﹆
一
九
八
六
年
﹆

一
〇
九
頁
参
照
。

︵
14
︶ 

こ
こ
で
ヘ
ラ
ー
が
﹆
ア
ル
ヴ
ェ
ン
ス
レ
ー
ベ
ン
︵H

ans B
udo von A

lvensleben-N
eugattensleben

︶
と
グ
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
︵H

einrich 

Freiherrn von G
leichen-R

ußw
urm

︶
に
つ
け
て
い
る
﹆
紳
士
ク
ラ
ブ
の
代
表
﹆
事
務
局
長
な
ど
の
役
職
に
つ
い
て
﹆
詳
し
く
は
山
下
﹁
裁

判
・
ヘ
ラ
ー
﹂
三
六
一
︱
三
六
二
頁
の
注
4
参
照
。

︵
15
︶ 

ヘ
ラ
ー
は
グ
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
書
簡
の
宛
先
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
前
掲
﹁
裁
判
・
ヘ
ラ
ー
﹂
三
六
二
頁
の
注
5
参
照
。

︵
16
︶ 

（4）
は
第
一
日
目
夕
方
に
行
わ
れ
﹆

（6） 
（7） 

（8）
は
二
日
目
の
午
前
に
行
わ
れ
た
。

︵
17
︶ 

第
Ⅲ
章
の
審
理
は
﹆
二
日
目
の
一
一
時
過
ぎ
か
ら
休
憩
︵
午
後
一
時
一
五
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で
休
憩
﹆S.109.

︶
を
は
さ
ん
で
午
後
四
時
一
五

分
頃
ま
で
行
わ
れ
た
。

︵
18
︶ 

こ
の
被
告
側
の
召
喚
問
題
に
つ
い
て
は
前
掲
﹁︿
合
法
性
﹀
と
︿
状
況
適
合
的
擬
似
合
法
性
﹀
の
間
﹂
三
三
七
頁
注
41
参
照
。
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ヒ

と
な
ら
ん
で
被
告
と
な
っ
て
い
る
は
ず
の
﹁
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
と
し
て
の
ラ
イ
ヒ
首
相
﹂
が
﹆
本
法

廷
に
お
い
て
代
理
さ
れ
て
い
る
の
か
﹆
も
し
代
理
人
が
存
在
し
て
い
な
い
な
ら
ば
﹁
召
喚
﹂
の
や
り
直
し
を
す
べ
き
だ
﹆
と
い
う
ヘ
ラ
ー
の
主

張
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

︵
19
︶ 

第
Ⅳ
章
の
審
理
は
二
日
目
の
午
後
四
時
一
五
分
頃
か
ら
約
一
時
間
行
わ
れ
た
。

︵
20
︶ 

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
15
条
の
規
定
は
前
掲
﹁︿
合
法
性
﹀
と
︿
状
況
適
合
的
擬
似
合
法
性
﹀
の
間
﹂
三
四
八
頁
注
92
参
照
。

︵
21
︶ 

第
1
項
と
第
2
項
の
条
項
そ
れ
自
体
の
相
互
関
連
の
密
接
性
と
﹆
実
践
上
の
同
時
適
用
の
不
可
避
性
に
つ
い
て
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
﹁
法
廷
﹂
以

前
の
投
稿
論
文
︵C

arl Schm
itt, D

ie Verfassungsm
äßigkeit der E

insetzung eines R
eichskom

m
issars für das Land Preußen, in: 

D
eutsche Juristen-Zeitung, Jg.37, H

f.15, 1932, S.953

︱958.

︵
以
下 D

ie Verfassungsm
äßigkeit. 

と
略
記
︶
拙
訳
﹁
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン

ト
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
・
コ
ミ
ッ
サ
ー
ル
任
命
の
合
憲
性
﹂﹃
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
時
事
論
文
集
︱︱
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
・
ナ
チ
ズ
ム
期
の
憲
法
・
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政
治
論
議
﹄︵
古
賀
敬
太
・
佐
野
誠
編
︶
風
行
社
﹆
二
〇
〇
〇
年
﹆
一
二
五
︱
一
三
三
頁
︶
で
既
に
主
張
し
て
い
た
点
に
つ
い
て
前
掲
﹁︿
合
法

性
﹀
と
︿
状
況
適
合
的
擬
似
合
法
性
﹀
の
間
﹂
三
一
二
頁
以
下
参
照
。

︵
22
︶ G

. Jellinek, in: R
eichsverw

altungsblatt, N
r.35 vom

 27. A
ugust 1932.

︵
23
︶ 

こ
れ
は
第
Ⅱ
章
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
示
し
た
﹁
紛
争
状
態
﹂︵K

onfliktslage

︶
に
対
応
す
る
。

︵
24
︶ 

こ
れ
は
第
Ⅱ
章
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
示
し
た
﹁
内
乱
状
態
﹂︵B

ürgerkriekslage

︶
に
対
応
す
る
。

︵
25
︶ 

第
1
項
と
第
2
項
の
運
用
上
の
厳
密
な
区
別
を
否
定
す
る
議
論
の
基
礎
は
﹆﹁
法
廷
﹂
前
の
投
稿
論
文︵Schm

itt, D
ie Verfassungsm

äßigkeit.

︶

に
お
い
て
既
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
そ
こ
で
﹆
二
つ
の
条
項
は
﹁
理
論
的
に
は

0

0

0

0

0

分
離
さ
れ
う
る
が
﹆
実
際
に
は

0

0

0

0

﹆
同
一
事
態

0

0

0

0

︵einundderselbe Tatbestand

︶
が
二
つ
の
条
項
の
要
件
を
同
時
に
満
た
す
事
例
は
容
易
に
起
こ
り
う
る
﹂︵a.a.O

., S.956

傍
点
引
用
者
︶﹆
そ

し
て
﹆﹁
内
乱
状
況
に
お
け
る
公
然
た
る
政
治
的
対
立

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
二
つ
の
条
項
の
要
件
を
満
た
す
﹂︵a.a.O

., S.957

傍
点
引
用
者
︶
と
指
摘
し
て
い
た
。

前
掲
﹁︿
合
法
性
﹀
と
︿
状
況
適
合
的
擬
似
合
法
性
﹀
の
間
﹂
三
一
二
頁
以
下
参
照
。

︵
26
︶ C

arl H
ilty, D

ie eidgenössische Intervention, Politisches Jahrbuch der Schw
eizerischen E

idgenossenschaft 1891, S.68., Preußen 

contra R
eich., S.214.  

強
調
マ
ー
ク
︵
！
︶
は
ヘ
ラ
ー
に
よ
る
も
の
で
ヒ
ル
テ
ィ
論
文
に
は
な
い
。

︵
27
︶ W

estel W
oodbury W

illoughby, T
he C

onsitutional Law
 of the U

nited States, 2
nd. E

dition, Vol. I. N
ew

 York B
aker, Voorhis &

 

C
om

pany, 1929, S.136ff.

︵§77: C
oercion of the States. 

か
ら
の
引
用
︶, Preußen contra R

eich., S.215.  

な
おS.215 

で
は
﹆W

illonghby

と
な
っ
て
い
る
が
誤
植
で
あ
ろ
う
﹆
下
線
部
分
の “n ” 
は
本
来
﹆“u ” 

で
あ
り
﹆
再
度
の
言
及
の
際
﹆S.251 

で
はW

illoughby 

と
な
っ
て
い
る
。

︵
28
︶ 

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
17
条 :

﹁
各
ラ
ン
ト
は
自
由
国
家
の
憲
法
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
議
会
議
員
は
﹆
普
通
﹆
平
等
﹆
直
接
﹆
秘
密
の
選
挙
に

お
い
て
﹆
比
例
代
表
の
原
則
に
従
い
﹆
全
て
の
ド
イ
ツ
男
女
国
民
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
各
ラ
ン
ト
政
府
は
議
会
の
信
任
を
要

す
る
。
議
会
の
選
挙
に
関
す
る
原
則
は
﹆
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
選
挙
に
も
適
用
す
る
。
た
だ
し
ラ
ン
ト
の
法
律
に
よ
り
﹆
一
年
を
超
え
な

い
一
定
の
期
間
引
き
続
き
そ
の
地
域
内
に
居
住
す
る
こ
と
を
選
挙
権
の
要
件
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂︵
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
﹃
憲
法
論
﹄︵
阿

部
照
哉
・
村
上
義
弘
訳
︶
み
す
ず
書
房
﹆
一
九
八
九
年
所
収
﹁
巻
末
付
録
﹂︵
以
下
﹆﹁
巻
末
付
録
﹂
と
略
記
︶
四
四
九
頁
︶。

︵
29
︶ 

こ
の
ヘ
ラ
ー
の
一
語
に
は
﹆
単
な
る
強
調
マ
ー
ク
︵
！
︶
で
は
な
く
﹆﹁
声
を
一
段
と
強
め
て
﹂︵m

it erhobener Stim
m

e

︶
と
い
う
速
記
者
の

挿
入
が
特
に
添
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
山
下
氏
に
よ
れ
ば
﹆
こ
う
し
た
付
記
は
全
記
録
中
﹆﹁
お
そ
ら
く
﹆
た
だ
一
ヶ
所
﹂
の
﹆
つ
ま
り
こ
こ
だ

け
の
﹁
か
な
り
印
象
的
な
挿
入
﹂
で
あ
る
︵
山
下
﹁
裁
判
・
ヘ
ラ
ー
﹂
三
五
七
︱
三
五
八
頁
︶。
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︵
30
︶ W

. W
illoughby, a.a.O

., Vol. III., S.1554

︱1555

︵§1022: T
he U

se of the M
ilitia and F

ederal T
roops to Suppress D

om
estic 

D
isorder.

か
ら
の
引
用
︶, Preußen contra R

eich., S.251.

︵
31
︶ 
本
法
廷
に
お
け
る
ヘ
ラ
ー
の
弁
論
を﹁
情
熱
的
な
闘
争
﹂と
評
す
る
も
の
に
﹆Klaus M

eyer, H
erm

ann H
eller

︱E
ine biographische Skizze, 

in: Politische V
ierteljahresschrift, Jg. 8, 1967, S.310, K

. D
. B

racher, Staatsbegriff und D
em

okratie in D
eutschland, in: a.a.O

., Jg. 9, 

H
f.1, 1968, S.19, 

山
下
﹁
裁
判
・
ヘ
ラ
ー
﹂
三
五
八
︱
三
六
一
頁
。
山
下
は
﹆
ヘ
ラ
ー
の
野
次
の
回
数
が
全
参
加
者
の
二
番
目
に
多
い
点
︵
ブ

レ
ヒ
ト
の
二
六
回
に
次
ぐ
一
八
回
﹆
因
み
に
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
る
野
次
は
ゼ
ロ
回
で
あ
る
﹆
山
下
前
掲
書
三
五
八
頁
﹆
三
六
六
︱
三
六
七
頁

﹁
付
表
第
3
﹂
参
照
︶
に
﹁
生
身
の
躍
動
感
﹂
が
見
ら
れ
る
と
述
べ
﹆﹁
野
次
将
軍
へ
ラ
ー
﹂﹁
永
遠
の
青
年
ヘ
ラ
ー
﹂
と
称
す
る
︵
山
下
前
掲
書

三
五
八
︱
三
六
一
頁
︶。

︵
32
︶ 

こ
の
日
の
休
憩
は
一
時
四
五
分
か
ら
四
時
三
〇
分
ま
で
だ
っ
た
︵Preußen contra R

eich., S. 272

︶
の
で
﹆
こ
れ
を
起
点
と
し
て
計
算
す
る
と
﹆

第
2
項
の
﹁
要
件
﹂
問
題
の
審
理
の
開
始
は
お
よ
そ
夕
方
五
時
半
を
少
し
過
ぎ
た
頃
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

︵
33
︶ 

第
2
項
﹁
要
件
﹂
問
題
の
審
理
に
費
や
さ
れ
た
時
間
か
ら
推
定
す
る
と
﹆
夜
の
六
時
五
〇
分
頃
か
ら
第
2
項
﹁
権
限
﹂
問
題
に
入
っ
た
も
の
と

見
ら
れ
る
。

︵
34
︶ 

第
48
条
第
1
項
の
﹁
要
件
﹂
問
題
に
は
七
〇
頁
が
割
か
れ
て
い
る
が
﹆
第
2
項
の
﹁
要
件
﹂
問
題
は
一
五
頁
に
す
ぎ
な
い
︵
前
掲
﹁
発
言
一
覧
﹂

参
照
︶。
総
じ
て
﹆
第
2
項
問
題
の
議
論
は
第
1
項
問
題
に
比
べ
て
費
や
さ
れ
た
時
間
が
短
か
っ
た
︵
前
掲
﹁︿
合
法
性
﹀
と
︿
状
況
適
合
的
擬

似
合
法
性
﹀
の
間
﹂
三
〇
六
頁
お
よ
び
三
四
四
頁
注
63
参
照
︶。

︵
35
︶ 

た
だ
し
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
言
う
よ
う
に
保
安
警
察
の
数
は
二
〇
万
で
は
な
く
お
よ
そ
六
万
に
す
ぎ
な
い
﹆
と
ヘ
ラ
ー
は
訂
正
を
加
え
て
い
る

︵Preußen contra R
eich., S.292f.

︶。

︵
36
︶ 

訴
訟
記
録
︵Preußen contra R

eich.

︶
上
一
〇
頁
以
上
に
わ
た
り
﹆
山
下
氏
の
﹆
い
わ
ゆ
る
﹁
ホ
ー
ム
ラ
ン
発
言
﹂
の
第
四
位
に
当
た
る
︵
山

下
﹁
裁
判
・
ヘ
ラ
ー
﹂
三
六
九
頁
上
の
﹁
付
表
第
4
﹂
参
照
︶。
こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
開
口
一
番
﹆﹁
私
は
﹆［
本
日
］
最
初
の
一
時
間
が
優
先

的
に
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
無
駄
に
し
な
い
よ
う
努
め
た
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
が
﹆
そ
の
言
葉
通
り
﹆
約
一
時
間
の
発
言
と
な
っ
た
。

︵
37
︶ 

以
下
で
は
﹆“D

iktaturfestigkeit ” 

に
つ
い
て
は
﹁
独
裁
権
制
約
性
﹂
と
い
う
訳
語
を
用
い
る
。

︵
38
︶ 

第
48
条
第
2
項
の
﹁
独
立
の
権
限
規
定
﹂
と
し
て
の
性
格
に
基
づ
く
議
論
の
基
礎
は
﹆
法
廷
前
の
投
稿
論
文
︵Schm

itt, D
ie Verfassungs-

m
äßigkeit.

︶
に
お
い
て
既
に
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
こ
こ
で
想
起
し
た
い
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
そ
こ
で
﹆
第
48
条
第
2
項
に
よ
る
大
統
領
命



235 「プロイセン対ライヒ」裁判における
カール・シュミットとヘルマン・ヘラー

令
が
﹁
現
行
ラ
ン
ト
法
に
反
す
る
﹂
権
限
を
ラ
ン
ト
政
府
に
与
え
た
事
例
を
引
い
て
﹆
そ
の
よ
う
な
広
範
な
権
力
執
行
可
能
性
の
法
的
根
拠

は
﹆﹁
第
48
条
に
よ
る
大
統
領
権
限
が
﹆
そ
の
ほ
か
の
諸
権
限
に
遡
る
こ
と
を
要
し
な
い
﹆﹃
直
接
に
こ
の
規
定
に
基
づ
い
た
独
立
の

0

0

0

﹄
権
限

0

0

︵eine “selbständige, unm
ittelbar auf dieser Vorschrift beruhende ” Zuständigkeit

︶
で
あ
る
こ
と
﹂
に
存
す
る
﹆
と
指
摘
し
て
い
る

︵Schm
itt, a.a.O

., S.954

︶。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
﹁
パ
ー
ペ
ン
・
ク
ー
デ
タ
ー
﹂
が
起
き
る
直
前
に
出
版
し
た
﹃
合
法
性
と
正
当
性
﹄︵Legalität 

und Legitim
ität, D

uncker &
 H

um
blot B

erlin 1932

︶
で
も
詳
論
し
て
い
る
﹆
第
48
条
の
こ
の
解
釈
論
が
持
つ
意
味
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
﹆

前
掲
﹁︿
合
法
性
﹀
と
︿
状
況
適
合
的
擬
似
合
法
性
﹀
の
間
﹂
三
一
四
頁
お
よ
び
三
四
八
頁
注
87
参
照
。
本
件
に
お
け
る
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
る
権

限
行
使
全
体
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
正
当
化
す
る
上
で
の
根
拠
と
し
て
﹆
最
も
重
要
な
柱
の
一
つ
と
み
な
す
べ
き
点
で
あ
る
。

︵
39
︶ ﹁
独
立
の
権
限
規
定

0

0

／
規
範

0

0

﹂
を
め
ぐ
る
こ
こ
で
の
議
論
に
お
い
て
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆Zuständigkeitsvorschrift 

とZuständigkeitsnorm

と
い
う
二
つ
の
表
現
を
﹆
内
容
上
の
区
別
の
な
い
同
一
の
概
念
と
し
て
用
い
て
い
る
。

︵
40
︶ 

ヘ
ラ
ー
が
こ
こ
で
指
摘
し
て
い
る
報
告
と
は
﹆
一
九
二
四
年
四
月
に
イ
エ
ナ
で
開
か
れ
た
第
二
回
ド
イ
ツ
国
法
学
者
大
会
第
二
部
会 :

﹁
憲
法

第
48
条
に
よ
る
大
統
領
の
独
裁
﹂
で
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
報
告
を
指
し
﹆
こ
れ
は
後
に
﹆﹁
二
﹆
三
の
些
細
な
変
更
﹂
と
﹁
補
足
﹂
が
加
え
ら

れ
﹆﹁
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
48
条
に
よ
る
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
独
裁
﹂
と
し
て
﹃
独
裁
﹄
第
二
版
︵
一
九
二
七
年
︶
に
収
録
さ
れ
た
︵Schm

itt, 

D
ie D

iktatur des R
eichspräsidenten nach A

rtikel 48 der W
eim

aren Verfassung, in: D
ie D

iktatur, 2.A
ufl., D

uncker &
 H

um
blot, 

1927

︶。
ま
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
一
九
三
二
年
の
﹃
合
法
性
と
正
当
性
﹄
の
中
で
は
﹆
イ
エ
ナ
で
表
明
し
た
﹁
第
48
条
第
2
項
に
つ
い
て
の
か
の
解

釈
を
な
お
保
持
し
て
い
る
﹂﹆
と
述
べ
て
い
る
︵ders, Legalität und Legitim

ität, in: Verfassungsrechtliche A
ufsätze., S.327

︶。

︵
41
︶ C

. H
ilty, a.a.O

.  

こ
こ
で
は
ヒ
ル
テ
ィ
論
文
の
参
照
箇
所
を
示
す
頁
の
指
示
は
な
い
が
﹆
前
に
引
用
し
た
の
と
同
趣
旨
の
言
及
で
あ
る
こ
と
か
ら

も
﹆S.68 

と
推
定
さ
れ
る
。Preußen contra R

eich., S.346.

︵
42
︶ 

ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
が
こ
の
概
念
を
提
起
し
た
際
の
本
来
の
意
図
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
こ
だ
わ
り
﹆
す
ぐ
後
で
述
べ
る
よ
う
に
﹆
こ
の
弁
論
の
後
の
方

で
﹆
再
度
立
ち
入
っ
て
詳
論
す
る
。
す
な
わ
ち
﹆
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
が
﹁
独
裁
権
を
制
約
す
る
﹂︵“diktaturfest ”

︶
と
い
う
概
念
を
提
起
し
た
際
﹆

本
来
﹁
彼
は
そ
れ
を
﹆
全
く
厳
密
に
法
律
学
的
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆
か
つ
﹆
ま
ず
は
法
律
家
に
と
っ
て
の
み
理
解
が
可
能
な
関
連

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
用
い
た
﹂︵
傍
点
引

用
者
︶
こ
と
を
強
調
し
﹆
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
に
よ
る
こ
の
新
し
い
概
念
が
﹆
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
提
示
さ
れ
た
か
を
﹆
議
論

の
本
筋
か
ら
脱
線
し
て
わ
ざ
わ
ざ
詳
細
に
述
べ
て
い
る
︵Preußen contra R

eich., S.351
︶。

︵
43
︶ 

前
掲
﹁
巻
末
付
録
﹂
四
五
九
頁
。
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。
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︵
44
︶ M

ax E
. F. K

ühnem
ann, R

eichsverw
altungsblatt 1931, S.745, Schm

itt, Legalität und Legitim
ität, in: Verfassungsrechtliche A

ufsätze., 

S.328.

︵
45
︶ 
第
48
条
第
2
項
に
基
づ
い
て
ラ
イ
ヒ
政
府
が
発
し
た
起
債
授
権
命
令
を
め
ぐ
る
合
・
違
憲
論
争
に
つ
い
て
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹃
合
法
性
と
正
当

性
﹄
で
詳
し
く
取
り
上
げ
て
い
る
。Schm

itt, Legalität und Legitim
ität, in: Verfassungsrechtliche A

ufsätze., S.326f.  

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
指

摘
す
る
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
見
解
は
﹆vgl., D

ie G
utachten von G

. A
nschütz und W

. Jellinek vom
 12. M

ärz 1932, 

T
übingen 1932.

︵
46
︶ 

も
ち
ろ
ん
﹆
こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
一
八
九
一
年
の
ヒ
ル
テ
ィ
論
文
へ
の
依
拠
を
不
適
切
と
評
す
る
の
は
﹆
こ
れ
ま
で
二
度
に
わ
た
っ
て
一
八 

九
一
年
の
ヒ
ル
テ
ィ
論
文
を
法
廷
で
引
用
し
た
ヘ
ラ
ー
へ
の
嘲
笑
的
発
言
で
あ
る
こ
と
は
歴
然
と
し
て
い
る
。

︵
47
︶ 

こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹆﹁
シ
ョ
レ
ン
ベ
ル
グ
の
弟
子
﹂
と
だ
け
述
べ
て
﹆
そ
の
名
前
を
あ
げ
て
い
な
い
が
﹆
ヘ
ラ
ー
は
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
直
後

の
発
言
で
﹆
そ
れ
が
グ
ネ
ー
ム
︵G

nehm

︶
に
よ
る
著
作
だ
と
名
前
を
あ
げ
た
う
え
で
グ
ネ
ー
ム
の
研
究
か
ら
別
の
箇
所
を
読
み
上
げ
﹆
こ
こ

で
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
グ
ネ
ー
ム
か
ら
の
引
用
の
仕
方
の
偏
り
﹆
不
適
切
さ
を
指
摘
し
て
い
る
︵Preußen contra R

eich., S. 356

︶。

︵
48
︶ ﹁
余
裕
を
も
っ
て
﹂
応
じ
た
﹆
と
は
い
え
﹆
ヘ
ラ
ー
は
﹆
自
分
の
ス
イ
ス
研
究
に
関
す
る
文
献
引
用
が
﹁
た
ま
た
ま
の
読
書
﹂︵Zufallslektüre

︶

に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
失
礼
き
わ
ま
り
な
い
表
現
︵Preußen contra R

eich., S.355

︶
が
よ
ほ
ど
引
っ
掛
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
﹆
こ
の
短
い
発
言
の
中
で
﹆Zufallslektüre 
と
い
う
言
葉
を
三
回
も
自
身
に
対
し
て
使
い
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
応
じ
て
い
る
。
ヘ
ラ
ー
の
茶
目
っ

気
た
っ
ぷ
り
の
皮
肉
に
誘
わ
れ
法
廷
が
爆
笑
の
渦
に
呑
ま
れ
た
中
で
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
ど
の
よ
う
な
面
持
ち
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

︵
49
︶ 

正
午
休
憩
は
午
後
一
時
四
五
分
か
ら
四
時
一
五
分
ま
で
︵Preußen contra R

eich., S.358

︶。

︵
50
︶ R

. T
hom

a, in: Zeitschrift für Ö
ffentliches R

echt, B
d. II., S.19.

︵
51
︶ 

ト
ー
マ
の
叙
述
の
こ
の
部
分
は
﹆
原
告
側
が
し
ば
し
ば
引
用
す
る H

andbuch des Staatsrechts, 2. B
d. 

の
中
の
﹆
大
統
領
の
独
裁
権
力
に
関
す

る
グ
ラ
ウ
論
文
のS.295

の
注
50
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
﹆
と
ヤ
ー
コ
ビ
は
付
け
加
え
た
︵Preußen contra R

eich., S.372

︶。

︵
52
︶ 

ヤ
ー
コ
ビ
に
よ
れ
ば
﹆
こ
れ
は
﹆
一
九
二
四
年
の
イ
エ
ナ
で
の
国
法
学
者
大
会
で
の
報
告
か
ら
の
引
用
で
あ
る :

﹁
事
後
審
査
権
は
﹆
要
件
に
関

し
て
﹆
お
よ
び
用
い
ら
れ
た
手
段
の
必
要
性
と
合
目
的
性
に
つ
い
て
排
除
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
﹆
裁
判
所
の
事
後
審
査
の
た
め
に
﹆
何
ら
か

の
利
害
が
主
張
さ
れ
う
る
に
し
て
も
﹆
そ
の
利
害
は
﹆
独
裁
に
か
か
わ
る
国
家
の
利
害
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
か
ら
。
も
し
独
裁
の
あ
ら

ゆ
る
機
能
に
対
し
て
﹆
審
査
権
限
が
導
入
さ
れ
う
る
と
す
れ
ば
﹆
独
裁
は
﹆
全
く
紙
の
上
の
存
在
と
な
ろ
う
。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
場
合
に
こ
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そ
﹆
緊
急
で
確
実
な
活
動
が
保
障
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
﹆
自
己
の
義
務
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
機
関
の
裁
量
の
み
が
決
断
を
下
す

こ
と
と
な
り
﹆
政
治
的
に
は
﹆
ラ
イ
ヒ
議
会
﹆
場
合
に
よ
っ
て
は
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
﹂。
さ
ら

に
﹆﹁
国
家
指
導
の
統
一
性
は
﹆
そ
う
し
た
事
態
に
あ
っ
て
﹆
三
重
の
意
味
で
必
要
で
あ
り
﹆
し
た
が
っ
て
政
治
的
指
導
の
外
部
に
存
在
す
る
機

関
に
よ
る
事
後
審
査
は
﹆
行
い
え
な
い
。
憲
法
制
定
者
が
﹆
も
し
審
査
権
を
保
障
し
て
い
た
と
解
す
る
な
ら
ば
﹆
非
常
事
態
の
規
定
に
関
し
て
﹆

最
も
本
質
的
な
事
柄
を
自
ら
否
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
﹂︵Preußen contra R

eich., S.378

︶。

︵
53
︶ Preußen contra R

eich., S.378.

︵
54
︶ 

最
終
日
の
第
Ⅹ
章
﹁
総
括
﹂
に
お
い
て
﹆
ブ
レ
ヒ
ト
が
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
に
よ
る
第
48
条
の
権
限
行
使
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
議
会
の
監
視
権
限
が
﹆

ラ
イ
ヒ
議
会
の
解
散
に
よ
っ
て
奪
い
去
ら
れ
て
い
た
点
に
憲
法
違
反
が
あ
る
と
い
う
主
張
を
す
る
が
﹆
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
第
8
節
参
照
。

︵
55
︶ Schm

itt, Legalität und Legitim
ität, D

uncker &
 H

um
blot, 1932 B

erlin, S.96, auch in: Verfassungrechtliche A
ufsätze., S.337.  

ブ
レ

ヒ
ト
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
著
作
を
そ
の
根
拠
と
し
て
ラ
イ
ヒ
の
行
為
の
憲
法
違
反
性
を
主
張
し
た
の
に
対
し
て
﹆
こ
れ
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
黙
殺
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹆

ブ
レ
ヒ
ト
に
対
し
て
何
ら
反
論
を
企
て
な
か
っ
た
。

︵
56
︶ 

こ
の
﹁
声
明
﹂
を
読
み
上
げ
た
時
﹆
つ
ま
りS.357 

で
は
﹆
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
は
﹁
ラ
イ
ヒ
政
府
の
名
に
お
い
て
﹂︵nam

ens der R
eichsregie-

rung

︶
と
述
べ
て
い
た
が
﹆
審
理
最
終
日
の
第
Ⅹ
章
﹁
総
括
﹂
の
弁
論
に
お
い
て
再
び
こ
の
﹁
声
明
﹂
に
言
及
し
た
際
に
は
︵S.405

︶﹆﹁
ラ
イ
ヒ

首
相
の
名
に
お
い
て
﹂︵nam

ens des H
errn R

eichskanzlers

︶﹆﹁
ラ
イ
ヒ
首
相
の
声
明
﹂︵E

rklärung des R
eichskanzlers

︶
な
ど
と
言
い

換
え
て
い
る
。

︵
57
︶ 

こ
れ
ま
で
ヘ
ラ
ー
は
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
の
動
機
に
つ
い
て
述
べ
る
時
﹆﹁
憲
法
に
合
致
し
な
い
動
機
﹂﹁
不
適
切
な
動
機
﹂
と
い
っ
た
表
現
を
主
と

し
て
用
い
て
い
た
が
﹆
こ
こ
で
は
﹆
踏
み
込
ん
で
﹁
政
治
的

0

0

0

動
機
﹂︵
傍
点
引
用
者
︶
と
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
。

︵
58
︶ Jacobi, in: A

rchiv des öffentlichen R
echts, 1920, S.278.

︵
59
︶ ﹁
憲
法
違
反
﹂︵Verfassungsverletzung, Verfassungsw

idrigkeit
︶
と
い
う
表
現
自
体
が
問
題
と
さ
れ
る
状
況
は
﹆
前
述
し
た
よ
う
に
﹆
ブ

レ
ヒ
ト
に
よ
る
第
Ⅹ
章
の
冒
頭
で
の
弁
論
に
端
を
発
し
﹆
こ
れ
を
問
題
視
し
た
裁
判
長
ブ
ム
ケ
の
発
言
﹆
そ
の
直
後
の
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ナ
ー
の

発
言
の
中
で
﹆﹁
問
題
化
﹂
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
﹆
ブ
レ
ヒ
ト
は
﹆
ヘ
ラ
ー
発
言︵
29
︶と
そ
の
直
後
の
ペ
ー
タ
ー
ス
の
発
言
の
後
で
﹆
ブ

ム
ケ
に
対
す
る
質
問
の
形
で
﹆
自
分
と
し
て
は
﹆
ラ
イ
ヒ
政
府
の
問
題
的
な
諸
措
置
に
つ
い
て
は
﹆
こ
れ
ま
で
気
を
つ
け
て
﹁
法
的
誤
謬
﹂

︵“R
echtsirrtum

”

︶﹆﹁
不
注
意
な
事
実
上
の
誤
謬
﹂︵“fahrlässiges tatsächliches Irrtum

”
︶
等
々
の
言
い
方
で
語
っ
て
き
た
﹆
自
分
は
﹁
ラ
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イ
ヒ
首
相
の
憲
法
違
反
の
意
図
︵verfassungsw

idrige A
bsichten

︶﹂
と
い
う
言
葉
遣
い
を
し
た
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
﹆［
ラ
イ
ヒ
側
の
］
憲

法
解
釈
に
は
非
常
に
問
題
が
あ
る
と
し
て
い
た
こ
と
は
﹆
誰
に
で
も
分
か
っ
て
い
た
こ
と
だ
と
思
う
が
﹆
と
尋
ね
た
︵S.410

︶。

ブ
ム
ケ
は
﹆
こ
れ
に
は
直
接
答
え
ず
﹆
一
片
の
メ
モ
用
紙
が
た
ま
た
ま
自
分
の
手
元
に
渡
さ
れ
た
が
﹆
そ
こ
に
は
﹁
憲
法
違
反
の
意
図
と

越
権
﹂︵verfassungsw

idrige A
bsichten und A

m
m

assung

︶
と
書
か
れ
て
い
る
﹆
ブ
レ
ヒ
ト
が
こ
の
表
現
を
用
い
た
ら
﹆
自
分
と
し
て

は
こ
う
し
た
表
現
を
で
き
る
だ
け
避
け
る
よ
う
お
願
い
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
﹆
こ
の
メ
モ
は
あ
な
た
の
も
の
で
は
な
く
﹆
あ
な
た
の
隣
人

︵N
achbarschaft

︶
の
も
の
だ
ろ
う
︵S.410

︶﹆
と
述
べ
る
。
ヘ
ラ
ー
の

（30）
の
短
い
発
言
は
﹆
以
上
の
ブ
ム
ケ
の
注
意
に
続
い
て
な
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

︵
60
︶ 

前
掲
﹁︿
合
法
性
﹀
の
空
洞
化
﹂
に
お
い
て
﹆
筆
者
は
こ
の
問
題
を
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

︵
61
︶ Preußen contra R

eich., S.369ff.

︵
62
︶ 

ラ
イ
ヒ
議
会
は
﹆
ラ
イ
ヒ
憲
法
第
59
条
お
よ
び
﹁
国
事
裁
判
所
法
﹂
第
2
条
以
下
に
基
づ
き
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
﹆
ラ
イ
ヒ
首
相
﹆
ラ
イ
ヒ
大
臣

の
ラ
イ
ヒ
憲
法
違
反
お
よ
び
ラ
イ
ヒ
法
律
違
反
に
つ
い
て
の
公
訴
を
国
事
裁
判
所
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
59
条 :

﹁
ラ
イ
ヒ
議
会
は
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
﹆
ラ
イ
ヒ
宰
相
お
よ
び
国
務
大
臣
の
憲
法
ま
た
は
法
律
違
反
に
つ
き
﹆
ド
イ

ツ
国
国
事
裁
判
所
に
公
訴
を
提
起
す
る
権
限
を
有
す
る
。
公
訴
提
起
の
発
議
は
﹆
ラ
イ
ヒ
議
会
の
少
な
く
と
も
一
〇
〇
人
の
議
員
の
連
署
を
要

し
﹆
そ
の
議
決
は
﹆
憲
法
改
正
に
必
要
と
さ
れ
る
多
数
の
同
意
を
要
す
る
。
詳
細
は
国
事
裁
判
所
法
に
よ
っ
て
定
め
る
﹂︵
前
掲
﹁
巻
末
付
録
﹂

四
五
五
頁
︶。

な
お
﹆﹁
国
事
裁
判
所
法
﹂
は
第
2
条
か
ら
第
15
条
ま
で
は
﹁
1
．
ラ
イ
ヒ
議
会
の
公
訴
に
お
け
る
管
轄
権
お
よ
び
訴
訟
手
続
き
﹂
を
定
め
て

い
る
。

﹁
国
事
裁
判
所
法
﹂
第
2
条
︵
管
轄
権
︶:

﹁
国
事
裁
判
所
は
﹆
ラ
イ
ヒ
憲
法
第
59
条
に
従
い
ラ
イ
ヒ
憲
法
ま
た
は
ラ
イ
ヒ
法
律
を
有
責
的
に
侵
害

し
た
罪
に
つ
き
﹆
ラ
イ
ヒ
大
統
領
﹆
ラ
イ
ヒ
宰
相
﹆
ラ
イ
ヒ
大
臣
に
対
し
て
﹆
ラ
イ
ヒ
議
会
の
提
訴
す
る
公
訴
を
審
理
裁
判
す
る
権
限
を
持
つ
﹂。

﹁
国
事
裁
判
所
法
﹂
第
3
条
︵
任
命
︶:

﹁
第
2
条
の
場
合
に
お
い
て
﹆国
事
裁
判
所
は
ラ
イ
ヒ
大
審
院
︵R

eichsgericht

︶
の
長
を
裁
判
長
と
し
﹆

プ
ロ
イ
セ
ン
最
高
行
政
裁
判
所
﹆
バ
イ
エ
ル
ン
高
等
行
政
裁
判
所
﹆
ハ
ン
ザ
邦
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
各
一
名
﹆
弁
護
士
一
名
お
よ
び
そ
の
ほ

か
一
〇
名
の
陪
審
裁
判
官
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
上
述
の
三
つ
の
裁
判
所
の
裁
判
官
は
﹆
そ
の
代
理
者
と
と
も
に
﹆
彼
ら
が
こ
れ
ら
の
裁
判
所
へ

所
属
す
る
期
間
彼
ら
の
裁
判
所
長
に
よ
り
﹆
弁
護
士
は
彼
が
ド
イ
ツ
弁
護
士
会
へ
所
属
す
る
期
間
弁
護
士
会
会
長
に
よ
り
ラ
イ
ヒ
大
審
院
に
お
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い
て
選
任
せ
ら
れ
る
。
他
の
一
〇
名
の
陪
審
裁
判
官
は
﹆
そ
の
代
理
者
と
と
も
に
ラ
イ
ヒ
議
会
お
よ
び
ラ
イ
ヒ
参
議
院
︵R

eichsrat

︶
に
よ
り

半
数
ず
つ
選
挙
さ
れ
る
﹂。

以
上
﹆﹁
国
事
裁
判
所
法
﹂
の
邦
訳
は
林
田
和
博
﹃
憲
法
保
障
制
度
論
︱︱
公
法
論
文
選
﹄
九
州
大
学
出
版
会
﹆
一
九
八
五
年
﹆
六
九
頁
参
照
。

︵
63
︶ 

こ
こ
で authentische Interpretation 

を
﹁
有
権
解
釈
﹂
と
し
た
の
は
﹆
山
田
晟
﹃
ド
イ
ツ
法
律
用
語
辞
典
﹄
大
学
書
林
﹆
一
九
八
九
年
﹆

四
二
頁
﹁A

uthentische Interpretation

﹂
の
訳
語
に
拠
る
。

︵
64
︶ 

言
う
ま
で
も
な
く
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
﹁
ラ
イ
ヒ
大
統
領
こ
そ
が
憲
法
の
番
人
で
あ
る
﹂
と
い
う
主
張
を
﹆
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
へ
の
反
論
と
し
て
﹆

彼
の
﹁
最
終
弁
論
﹂
に
お
い
て
論
争
的
に
示
す
︵Preußen contra R

eich., S.468f.

︶。

︵
65
︶ 

国
内
に
お
け
る
﹁
司
法
化
の
傾
向
﹂
に
つ
い
て
も
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
は
言
及
し
て
い
る
。﹁
司
法
化
の
傾
向
は
﹆
国
内
法
の
労
働
法
に
お
け
る
集

団
的
紛
争
に
決
定
を
下
す
場
合
に
も
﹆
同
様
の
展
開
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
任
務
を
委
ね
ら
れ
て
い
る
通
常
裁
判
所
で
す
ら
も
﹆
労
働
契
約

の
規
範
的
部
分
に
つ
い
て
判
断
を
下
さ
ね
ば
な
ら
ず
﹆
し
た
が
っ
て
﹆
法
規
範

0

0

0

に
つ
い
て
判
断
を
下
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
﹂︵Preußen 

contra R
eich., S.455

︶。

︵
66
︶ ﹁
そ
も
そ
も
な
ぜ
七
月
二
〇
日
の
措
置
が
行
わ
れ
た
の
か
﹂
と
い
う
﹆
今
回
の
措
置
の
ラ
イ
ヒ
側
の
﹁
真
の
動
機
﹂
を
再
確
認
し
よ
う
と
し
た
ヘ

ラ
ー
の
し
つ
こ
い
追
及
と
こ
れ
に
対
す
る
裁
判
長
ブ
ム
ケ
の
応
答
に
つ
い
て
は
﹆
本
稿
第
4
節
﹆
ヘ
ラ
ー
の
発
言 

（18） 

（19） 

（20）
﹆Preußen contra 

R
eich., S.249

︱251 

参
照
。

︵
67
︶ 

ヘ
ラ
ー
が
こ
こ
で
再
度
言
及
し
て
い
る
ヤ
ー
コ
ビ
か
ら
の
引
用
と
は
﹆
第
Ⅹ
章
﹁
総
括
﹂
に
お
け
る
弁
論

（29）
の
結
語
と
し
て
法
廷
で
読
み
上
げ

た
ヤ
ー
コ
ビ
の
著
作
の
一
節
を
指
す
。Preußen contra R

eich., S.409, 

本
稿
第
8
節
参
照
。

︵
68
︶ 

こ
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
本
法
廷
最
後
の
弁
論
は
﹆
後
に
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
自
ら
編
集
し
た
﹃
論
文
集
﹄
に
収
録
さ
れ
た
︵Schlußrede vor dem

 

Staatsgerichtshof in Leipzig in dem
 Prozeß Preußen contra R

eich, in: Positionen und B
egriffe: im

 K
am

pf m
it W

eim
ar-G

enf-

Versailles 1923

︱1939, H
anseatische Verlagsanstalt H

am
burg 1940, S.180

︱184.

︶。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
﹃
論
文
集
﹄︵Positionen und 

B
egriffe.

︶
に
収
録
さ
れ
た
﹁
最
終
弁
論
﹂
か
ら
の
邦
訳
は
﹆﹁
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
の
国
事
裁
判
所
で
の
最
終
弁
論
︵
一
九
三
二
年
︶﹂︵
高
橋
愛

子
訳
︶﹃
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
時
事
論
文
集
︱︱
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
・
ナ
チ
ズ
ム
期
の
憲
法
・
政
治
論
議
﹄︵
古
賀
敬
太
・
佐
野
誠
編
︶
風
行
社
﹆

二
〇
〇
〇
年
﹆
一
三
四
︱
一
四
一
頁
。
速
記
録
に
基
づ
い
た
本
訴
訟
記
録
︵Preußen contra R

eich.

︶
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
﹁
最
終
弁
論
﹂

と
﹆﹃
論
文
集
﹄︵Positionen und B

egriffe.

︶
に
収
録
さ
れ
た
も
の
と
の
間
に
は
﹆
段
落
の
区
切
り
方
ば
か
り
で
は
な
く
四
〇
箇
所
以
上
の
文
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言
上
の
異
同
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
﹆
筆
者
に
よ
る
﹁
訳
者
解
説
﹂
前
掲
﹃
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
時
事
論
文
集
﹄
一
四
一
頁
以

下
参
照
。

︵
69
︶ B

ock als G
ärtner zu m

achen

は
﹁
猫
に
鰹
節
の
番
を
さ
せ
る
﹂
と
意
訳
さ
れ
る
が
﹆
こ
こ
で
の
﹁
庭
番
と
し
て
の
ヤ
ギ
﹂
は
﹆
罷
免
さ
れ
た

事
務
管
理
内
閣
﹆﹁
庭
﹂
は
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。
こ
の
比
喩
に
よ
っ
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
﹆
以
下
の
点
で

あ
る
。﹁
プ
ロ
イ
セ
ン
を
事
務
管
理
内
閣
が
統
治
し
て
い
る
の
は
﹆
ま
る
で
﹆
ヤ
ギ
に
庭
の
番
人
を
さ
せ
て
い
る
様
な
も
の
だ
﹆
そ
ん
な
こ
と
を

す
れ
ば
ヤ
ギ
に
若
芽
を
食
い
尽
く
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
ヤ
ギ
に
庭
番
を
さ
せ
る
く
ら
い
な
ら
﹆
庭
番
＝
ヤ
ギ
︵
事
務
管
理
内
閣
︶
を
排
除

す
る
ほ
う
が
ま
し
で
あ
り
﹆
そ
の
た
め
に
は
な
ん
だ
っ
て
な
し
う
る
﹆
た
だ
し
﹆
そ
の
際
﹆
庭
︵
プ
ロ
イ
セ
ン
︶
そ
れ
自
体
に
独
立
性
や
自
立

性
が
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
だ
け
は
で
き
な
い
﹂︵
前
掲
﹁
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
の
国
事
裁
判
所
で
の
最
終
弁
論
︵
一
九
三
二
年
︶﹂
一
四
一
頁
﹆

訳
注
［
二
］︶。

︵
70
︶ 

こ
の
表
現
︵Straßenrede

︶
は
﹆シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
第
Ⅷ
章
で
原
告
側
の
弁
論
へ
の
軽
蔑
を
込
め
て
﹆自
分
は
﹁
街
頭
演
説
家
﹂︵Straßenredner

︶

と
し
て
で
は
な
く
﹁
法
律
家
に
対
峙
し
て
い
る
法
律
家
﹂
と
し
て
論
じ
て
い
る
﹆
と
い
う
主
旨
の
﹁
問
題
発
言
﹂
を
し
た
︵Preußen contra 

R
eich., S.350

︶﹆
そ
の
表
現
を
用
い
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
揶
揄
し
た
も
の
で
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
こ
の
最
終
弁
論
は
ま
さ
に
﹁
街
頭
演
説
﹂
そ
の
も
の

だ
﹆
と
ヘ
ラ
ー
は
皮
肉
を
込
め
て
言
わ
ん
と
し
て
い
る
。

︵
71
︶ 

こ
の
表
現
︵vom

 B
ock als G

ärtner

︶
も
ま
た
﹆
ま
さ
し
く
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
も
の
で
﹆﹁
あ
る
国
法
学
者
﹂
と
は
シ
ュ

ミ
ッ
ト
を
指
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
ヤ
ギ
︵
シ
ュ
ミ
ッ
ト
︶
は
庭
︵
ラ
イ
ヒ
憲
法
︶
の
番
人
を
自
任
し
な
が
ら
﹆
実
際
に
行
っ
て

い
る
の
は
﹆
そ
の
庭
を
食
い
荒
ら
す
こ
と
だ
﹆
と
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
。
メ
イ
ヤ
ー
は
﹆
ヘ
ラ
ー
の
こ
の
表
現
は
﹆﹁
今
日
な
ら
ば
よ
く
理
解
し

う
る
［
ヘ
ラ
ー
の
］
憤
激
の
念
﹂
を
表
す
﹆
か
つ
﹆
至
当
な
表
現
だ
と
指
摘
す
る
。V

gl. K
. M

eyer, H
erm

ann H
eller: E

ine biographische 

Skizze, S.311.

︵
72
︶ 

こ
れ
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
最
終
弁
論
の
中
の
表
現
︵Preußen contra R

eich., S.468

︶
で
あ
る
。

︵
73
︶ Preußen contra R

eich., S.477.

︵
74
︶ ﹁
ラ
ン
ト
内0

憲
法
争
議
﹂
に
お
け
る
訴
訟
当
事
者
の
範
囲
の
拡
大
を
認
め
る
と
い
う
﹆
一
九
二
〇
年
代
に
現
れ
て
い
た
傾
向
に
つ
い
て
は
﹆
前
掲

﹁︿
合
法
性
﹀
と
︿
状
況
適
合
的
擬
似
合
法
性
﹀
の
間
﹀﹂
注
55
参
照
。
一
九
二
七
年
の
国
事
裁
判
所
判
決
は
﹆﹁
ラ
ン
ト
内0

憲
法
争
議
﹂
に
お
い

て
﹁
ラ
ン
ト
議
会
の
議
会
会
派
を
構
成
し
え
な
い
少
数
議
員
﹂
に
対
し
て
さ
え
﹆
訴
訟
当
事
者
能
力
を
認
め
た
︵
林
田
﹆
前
掲
書
八
三
︱
八
四
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頁
参
照
︶。

︵
75
︶ ﹁
ラ
ン
ト
対
ラ
イ
ヒ

0

0

0

0

0

0

0

憲
法
争
議
﹂
に
お
け
る
訴
訟
当
事
者
能
力
は
﹆
原
則
と
し
て
﹁
ラ
イ
ヒ
あ
る
い
は
ラ
ン
ト
の
中
央
官
庁

0

0

0

0

0

﹂
に
限
ら
れ
る
と
さ

れ
て
い
た
︵
林
田
﹆
前
掲
書
九
一
︱
九
五
頁
﹆
お
よ
び
前
掲
﹁︿
合
法
性
﹀
と
︿
状
況
適
合
的
擬
似
合
法
性
﹀
の
間
﹂
三
四
一
頁
以
下
﹆
注
55

参
照
︶。
ま
た
﹁
ラ
ン
ト
対
ラ
イ
ヒ

0

0

0

0

0

0

0

憲
法
争
議
﹂
に
お
け
る
原
告
適
格
は
﹁
ラ
イ
ヒ
議
会
会
派
で
す
ら
拒
否
さ
れ
て
お
り
﹆
せ
い
ぜ
い
加
重
さ

れ
た
条
件
の
下
で
第
59
条
に
依
っ
て
の
み
ラ
イ
ヒ
議
会
に
な
し
う
る
と
さ
れ
て
い
る
﹂
と
ヤ
ー
コ
ビ
が
指
摘
し
た
点
も
参
照
︵Preußen contra 

R
eich., S.441

︶。

︵
76
︶ 

本
稿
第
6
節
参
照
。

︵
77
︶ 

本
稿
第
7
節
参
照
。

︵
78
︶ 

前
述
し
た
よ
う
に
﹆
第
48
条
第
2
項
の
行
使
は
﹆
ラ
イ
ヒ
議
会
が
不
信
任
の
意
思
表
示
を
し
な
い
限
り
で
の
み
﹆
有
効
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と

シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
ら
が
﹃
合
法
性
と
正
当
性
﹄
の
中
で
述
べ
て
い
た
だ
け
に
﹆
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
る
こ
の
論
点
の
バ
イ
パ
ス
は
﹆
意
図
的
な
も
の

と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
ブ
レ
ヒ
ト
に
よ
る
自
著
か
ら
の
引
用
に
対
し
て
す
ら
﹆
一
言
の
反
論
も
行
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

︵
79
︶ 

前
掲
﹁︿
合
法
性
﹀
の
空
洞
化
﹂
第
2
章
第
4
節
の
﹁
3
．
裁
判
所
の
違
憲
立
法
審
査
権
を
め
ぐ
る
動
向
﹂
五
五
頁
以
下
参
照
。

︵
80
︶ 

同
上
参
照
。

︵
81
︶ 

畑
尻
剛
﹃
憲
法
裁
判
研
究
序
説
﹄
尚
学
社
﹆
一
九
八
八
年
﹆
五
二
頁
参
照
。

︵
82
︶ 

前
掲
﹁︿
合
法
性
﹀
と
︿
状
況
適
合
的
擬
似
合
法
性
﹀
の
間
﹂
三
〇
一
頁
以
下
﹁
3
．
1
．
3
．
国
事
裁
判
所
の
構
成
﹂﹆
特
に
注
50
参
照
。

︵
83
︶ 

畑
尻
﹆
前
掲
書
七
九
頁
参
照
。

︵
84
︶ 

こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
初
め
て
﹆
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
下
で
の
全
て
の

0

0

0

裁
判
所
の
司
法
審
査
権
を
否
定
し
た
ノ
イ
マ
ン
︵
畑
尻
﹆
前
掲
書

一
二
五
頁
以
下
﹆
一
四
二
頁
﹆
お
よ
び
﹆
広
渡
清
吾
﹃
法
律
か
ら
の
自
由
と
逃
避
︱︱
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
制
下
の
私
法
学
﹄
日
本
評
論
社
﹆
一
九  

八
六
年
﹆
三
二
二
頁
参
照
︶
の
﹁
法
治
国
家
﹂
擁
護
論
の
本
質
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
で
の
﹁
裁
判
官
の
裁

量
や
自
由
な
法
適
用
﹂
か
ら
﹆
国
民
の
政
治
的
意
思
の
現
れ
と
し
て
の
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
理
念
を
守
る
た
め
に
は
﹆
裁
判
所
は
ラ
イ
ヒ
法
律

を
一
切
審
査
す
べ
き
で
は
な
い
﹆
と
ノ
イ
マ
ン
は
論
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
反
対
に
﹆
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
の
論
理
に
よ
れ
ば
﹆
国
事
裁
判

所
の
管
轄
権
を
広
く
解
す
る
点
に
﹁
法
治
国
家
﹂
の
本
質
が
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
す
る
。
ヤ
ー
コ
ビ
に
対
し
て
対
決
し
た
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー

は
﹆
他
方
で
は
﹆
ノ
イ
マ
ン
の
﹁
法
治
国
家
﹂
論
に
対
し
て
全
く
対
極
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
点
を
看
過
し
え
な
い
。
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︵
85
︶ K

arl Löw
enstein, Political Pow

er and the G
overnm

ental Process, T
he U

niversity of C
hicago Press, 1957, p.260.

︵
こ
の
ア
メ
リ
カ
版

初
版
の
ド
イ
ツ
語
訳
に
著
者
自
身
が
加
筆
し
た ders, Verfassungslehre, J.C

.B
. M

ohr

︵Paul Siebeck

︶, T
übingen, 1959 

か
ら
の
邦
訳
は
﹆

阿
部
照
哉
・
山
川
雄
巳
共
訳
﹃
新
訂
現
代
憲
法
論
︱︱
政
治
権
力
と
統
治
過
程
﹄
有
信
堂
高
文
社
﹆
一
九
八
六
年
﹆
そ
の
該
当
頁
は
三
一
〇
頁
︶﹆

佐
藤
功
﹁
憲
法
の
保
障
﹂﹃
日
本
国
憲
法
体
系
﹄
第
1
巻
総
論
Ⅰ
︵
宮
沢
俊
義
先
生
還
暦
記
念
︶
有
斐
閣
﹆
一
九
六
一
年
﹆
一
九
七
︱
一
九
八
頁
。

︵
86
︶ Löw

enstein, ibid., p.260. 

佐
藤
功
﹆
前
掲
論
文
﹆
一
九
八
頁
。

︵
87
︶ 

佐
藤
功
﹆
前
掲
論
文
﹆
一
九
八
頁
。

︵
88
︶ Löw

enstein, ibid., p.260.

︵
89
︶ 

R
・
H
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
﹃
ア
メ
リ
カ
の
最
高
裁
判
所
﹄︵
久
保
田
き
ぬ
子
訳
︶
一
〇
八
頁
﹆
佐
藤
功
﹆
前
掲
論
文
﹆
二
〇
〇
︱
二
〇
一
頁
。
傍
点

は
引
用
者
に
よ
る
。

︵
90
︶ 

そ
の
中
か
ら
﹆﹁
裁
判
﹂
そ
れ
自
体

0

0

0

0

が
ど
の
よ
う
な
問
題
を
孕
ん
で
い
た
の
か
﹆
原
告
主
体
の
限
定

0

0

0

0

0

0

0

が
必
要
で
は
な
か
っ
た
か
︵
二
つ
の
ラ
ン
ト

の
訴
え
は
別
個
の
も
の
と
す
る
な
ど
︶﹆
ま
た
原
告
側
は
訴
え
の
争
点

0

0

を
初
め
か
ら
別
な
角
度
か
ら
も
提
起
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
︵
前
後
二

回
の
ラ
イ
ヒ
議
会
解
散
の
も
と
で
の
第
48
条
行
使
を
﹁
憲
法
違
反
﹂
と
し
て
問
題
化
す
る
争
点
を
含
め
て
。
本
稿
第
8
節
参
照
︶﹆
と
い
っ
た
疑

問
も
生
ず
る
。
他
方
で
﹆
本
稿
で
の
狙
い
に
よ
る
制
限
の
た
め
に
考
察
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
重
要
な
発
言
も
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
﹆
そ

う
し
た
点
に
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
。﹁
裁
判
﹂
そ
れ
自
体

0

0

0

0

に
か
か
わ
る
そ
れ
ら
の
疑
問
﹆
こ
こ
で
言
及
さ
れ
え
な
か
っ
た
発
言
な
ど
を
﹆﹁
判

決
﹂
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
分
析
す
る
た
め
に
は
別
稿
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
﹆
本
訴
訟
は
何
を
な
し
え
﹆
何
を
な
し
え
な
か
っ

た
の
か
﹆
さ
ら
に
﹆
そ
も
そ
も
﹁
憲
法
裁
判
﹂
と
は
何
で
あ
り
﹆
ど
の
よ
う
な
意
味
と
い
か
な
る
限
界
が
あ
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
対
し
て
﹆

本
訴
訟
が
も
た
ら
し
う
る
寄
与
は
何
か
を
考
察
す
る
こ
と
は
﹆
そ
れ
自
体
﹆
有
益
か
つ
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

︵
91
︶ 

本
節
に
お
い
て
﹆
本
文
中
お
よ
び
脚
注
で
第
○
節
と
表
す
の
は
﹆
本
稿
中
の
各
節
を
さ
す
。

︵
92
︶ 

二
人
の
﹁
法
廷
﹂
前0

の
投
稿
論
文
上
の
論
争
の
第
一
の
特
徴
と
し
て
筆
者
が
指
摘
し
た
点
︵
前
掲
﹁︿
合
法
性
﹀
と
︿
状
況
適
合
的
擬
似
合
法
性
﹀

の
間
﹂
の
﹁
4
．
3
．
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ヘ
ラ
ー
の
争
点
︱︱
法
廷
前
の
論
争
か
ら
﹂
三
二
一
頁
以
下
︶
で
あ
る
。

︵
93
︶ ﹁
状
況
﹂
次
第
で
﹁
平
等
原
則
﹂
は
否
定
さ
れ
る
﹆
と
い
う
論
理
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
第
Ⅱ
章
で
も
用
い
て
い
る
。
諸
ラ
ン
ト
が
政
策
の
独
自
性
を

追
求
す
る
権
限
の
有
無
や
そ
の
程
度
も
﹁
政
治
的
状
況
﹂
に
依
存
す
る
が
ゆ
え
に
﹆
こ
の
点
で
も
﹁
平
等
原
則
﹂
の
追
求
を
否
定
す
る
［
第
2

節
］。
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︵
94
︶ ﹁
最
終
的
に
は
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
﹆
社
会
民
主
党
﹆
中
央
党
の
﹆
そ
れ
ぞ
れ
の
代
理
人
か
ら
の
共
同
の
証
人
申
請
の
訴
え
と
し
て
﹆
パ
ー
ペ

ン
首
相
﹆
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
国
防
相
﹆
プ
ラ
ン
ク
・
ラ
イ
ヒ
首
相
府
官
房
長
﹆
グ
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
﹆
お
よ
び
﹆
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
﹂

︵
山
下
﹁
裁
判
・
ヘ
ラ
ー
﹂
三
五
四
頁
︶。

︵
95
︶ 

こ
の
点
に
つ
い
て
山
下
は
﹆
当
事
者
全
て
を
﹁
一
民
間
人
に
す
ぎ
な
い
グ
ラ
イ
ヘ
ン
に
至
る
ま
で
﹆
一
切
喚
問
し
な
い
と
い
う
の
も
﹆
奇
異
で

は
あ
っ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
︵
同
上
三
四
〇
頁
︶。

︵
96
︶ 

第
Ⅶ
章
に
お
け
る
ゲ
ー
ル
の
﹁
陳
述
書
﹂
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
審
議
を
求
め
る
要
求
に
対
す
る
審
議
打
ち
切
り
［
第
5
節
］﹆
そ
し
て
﹆
再
三

要
求
し
た
﹁
証
人
喚
問
﹂
の
全
て
の
却
下
［
第
10
節
］。

︵
97
︶ 

さ
ら
に
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
は
﹆
裁
判
も
終
わ
り
に
近
づ
い
た
第
Ⅺ
章
﹁
訴
訟
要
件
﹂
で
の
弁
論
の
結
び
を
﹆﹁
法0

﹆
す
な
わ
ち
法
規
範
を
見
出
す

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
使
命
︵B

eruf

︶﹂
は
﹆
王
の
裁
判
官
︵ein königlicher R

ichter

︶
あ
る
い
は
裁
判
官
た
る
王
︵ein R

ichterkönig

︶
の
厳
か
な
る
使

命
だ
﹆
と
締
め
く
く
っ
て
お
り
［
第
9
節
］﹆
そ
こ
に
は
自
己
陶
酔
的
な
響
き
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。

︵
98
︶ ﹁
弁
論
﹂
で
の
基
本
的
主
張
と
そ
の
背
景
を
な
す
学
問
的
著
作
と
の
間
の
議
論
連
環
に
光
を
当
て
る
課
題
を
﹆
筆
者
は
前
掲
博
士
論
文
︵
注︵
1
︶

参
照
︶
第
五
章
に
お
い
て
論
じ
て
お
り
﹆
後
日
公
刊
す
る
予
定
で
あ
る
。

︵
99
︶ E

m
ilios A

. C
hristodoulidis, Law

 and R
eflexive Politics, K

luw
er A

cadem
ic Publishers, 1998.

︵
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
準
教
授
ク
リ
ス
ト

ド
ゥ
リ
デ
ィ
ス
の
主
著
。
邦
訳
は
﹆
エ
ミ
リ
オ
ス
・
A
・
ク
リ
ス
ト
ド
ゥ
リ
デ
ィ
ス
﹃
共
和
主
義
法
理
論
の
陥
穽
︱︱
シ
ス
テ
ム
論
左
派
か
ら
の

応
答
﹄︵
角
田
猛
之
・
石
前
禎
幸
編
訳
︶
晃
洋
書
房
﹆
二
〇
〇
二
年
︶。
な
お
﹆
邦
訳
書
か
ら
の
引
用
中
﹆︹　

︺
は
原
著
者
の
補
足
を
表
す
。

︵
100
︶ C

hristodoulidis, ibid., p.139,  

邦
訳
書
一
二
三
頁
。

︵
101
︶ C

hristodoulidis, ibid., p.139,  

邦
訳
書
一
二
二
頁
。
強
調
は
ク
リ
ス
ト
ド
ゥ
リ
デ
ィ
ス
に
よ
る
。

︵
102
︶ 

ク
リ
ス
ト
ド
ゥ
リ
デ
ィ
ス
﹃
第
七
回
神
戸
レ
ク
チ
ャ
ー
：
立
憲
主
義
と
民
主
主
義
︱︱
そ
の
限
界
を
超
え
て
︵C

onstisutionalism
 and 

D
em

ocracy Lim
its and O

pportunities.

︶﹄︵
日
本
法
哲
学
会
・
I
V
R
︵
法
哲
学
・
社
会
哲
学
国
際
学
会
連
合
︶
日
本
支
部
主
宰
の
第
七
回

神
戸
レ
ク
チ
ャ
ー
の
テ
ク
ス
ト
・
ブ
ッ
ク
﹆
二
〇
〇
二
年
︶
七
三
頁
。
以
下
﹆﹃
立
憲
主
義
と
民
主
主
義
﹄
と
略
記
。

︵
103
︶ ﹃
立
憲
主
義
と
民
主
主
義
﹄
三
三
頁
。

︵
104
︶ 

前
注
︵
98
︶
参
照
。


