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第
一
部

問
題
の
所
在

A 

社
会
的
利
益
の
対
立

ロユ
B
O
仏
0
0
由
一
℃
印
可
・

犯
罪
は
も
う
か
る
も
の
だ
ノ
〔
誤
解
の
な
い
よ
う
に
申
し
上
げ
ま
す
と
〕
私
は
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ

刑事手続きにおける報道の自由 CMedienfreiheit)の保護

て
、
〔
皆
様
方
に
〕
犯
罪
を
推
奨
す
る
と
か
、
ま
し
て
や
法
に
服
す
る
人
々
の
法
的
な
心
情
を
問
題
に
し
た
い
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
|
|
私

は
た
だ
、
「
悪
の
魅
惑
」
に
身
を
ゆ
だ
ね
、
犯
罪
を
調
査
し
、
そ
れ
を
暗
閣
の
中
か
ら
世
間
の
明
る
い
光
の
下
に
ひ
き
ず
り
出
し
た
者
の
多
く

は
、
こ
れ
ま
で
栄
誉
と
多
額
の
金
銭
を
手
中
に
収
め
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
、
指
摘
し
た
い
の
で
す
。
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ

l
ト
〔
事
件
〕
と
か
、

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
日
記
帳
〔
事
件
〕
と
い
っ
た
名
前
は
、
悪
の
魅
力
、
犯
罪
の
魅
力
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
と
っ
て
い
か
に
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た

ま
た
将
来
も
そ
う
で
あ
ろ
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
物
語
っ
て
い
ま
す
。

か
、
そ
し
て
現
在
も
そ
う
で
あ
り
、

そ
れ
と
と
も
に
既
に
、
両
極
の
緊
張
関
係
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
刑
罰
権
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
の
緊
張
関
係
で
あ

り
ま
す
。
〔
も
っ
と
具
体
的
に
申
し
上
げ
ま
す
と
〕
読
者
、
聴
取
者
あ
る
い
は
視
聴
者
を
熱
狂
さ
せ
た
り
納
得
さ
せ
た
り
す
る
た
め
に
、
「
悪
事
L

を
で
き
る
だ
け
実
生
活
に
即
し
事
細
か
に
生
き
生
き
と
描
写
し
よ
う
と
し
て
、
犯
罪
を
追
い
求
め
〔
時
に
は
〕
自
ら
犯
罪
を
誘
発
し
た
り
、
あ

る
い
は
他
人
の
犯
罪
に
関
与
し
た
り
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
得
た
知
識
を
自
ら
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
よ
う
と

し
、
ま
た
〔
犯
罪
へ
の
〕
関
与
の
仕
方
が
い
ず
れ
に
せ
よ
犯
罪
的
性
質
を
も
っ
場
合
に
は
そ
れ
を
許
す
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
許
し
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
刑
事
訴
追
を
行
う
国
家
の
側
と
の
緊
張
関
係
で
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
か
の
社
会
的
領
域
の
境
界
が
既
に
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
刑
事
訴
訟
上
の
問
題
に
つ
い
て
本
日
こ
こ
で
御
報

告
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
私
の
名
誉
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

北法37(6・71)895 
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特
に
重
要
な
事
例
群

B 

講

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
可
罰
的
行
為
に
関
す
る
報
道

こ
の
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
、
文
献
上
既
に
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
〔
す
な
わ
ち
〕
あ
る
テ
レ
ビ
局
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
が
、
過
去
に
薬
物
中

毒
の
病
歴
の
あ
る
者
に
〔
薬
物
中
毒
撲
滅
〕
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
フ
ィ
ル
ム
(
制
作
〕
へ
の
協
力
を
依
頼
し
ま
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
一
週
間
に
わ
た

る
撮
影
期
間
中
、
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
「
住
居
に
お
い
て
、
『
麻
薬
使
用
』
〔

E
M
g〕
の
全
過
程
、
す
な
わ
ち
モ
ル
ヒ
ネ
結
晶
の
煮
沸
、
ろ
過
、

注
射
そ
し
て
中
毒
者
の
反
応
」
を
再
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
薬
物
中
毒
の
病
歴
の
あ
る
〔
そ
の
協
力
〕
者
が
、
す
っ
か
り
中
毒
を
「
再
発
」
し

I 
て
し
ま
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
撮
影
に
は
さ
ら
に
、
二
人
の
中
毒
患
者
(
当
初
、
彼
ら
の
氏
名
は
不
詳
)
が
加
わ
っ
て
お
り
ま

し
た
。
そ
し
て
撮
影
か
ら
約
4
週
間
後
の
一
九
七
一
年
六
月
に
、
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
中
毒
を
再
発
さ
せ
ら
れ
た
〔
協
力
〕
者
が
モ
ル
ヒ

ネ
の
投
与
過
多
で
死
亡
し
ま
し
た
。
〔
な
お
、
〕
撮
影
し
た
フ
ィ
ル
ム
は
、
一
九
七
一
年
六
月
一

O
日
に
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
事
案
で
は
、
利
益
衝
突
が
非
常
に
は
っ
き
り
し
た
か
た
ち
で
現
れ
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
一
方
で
、
可
能
な
か
ぎ
り
真
に
迫
っ
た

薬
物
使
用
の
シ

l
ン
を
報
道
し
よ
う
と
す
る
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
利
益
、
さ
ら
に
は
テ
レ
ビ
局
、
と
り
わ
け
番
組
編
集
責
任
者
の
同
種
の
利
益

と
、
!
|
他
方
で
、
撮
影
の
協
力
者
全
員
を
麻
薬
使
用
罪
な
い
し
所
持
罪
で
訴
追
し
、
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
様
な
犯
罪
行
為
を
誘
発
し
た

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
も
、
こ
の
犯
罪
へ
の
関
与
を
理
由
と
し
て
、
そ
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
彼
の
行
為
に
よ
っ
て
中
毒
を
再
発
し
た
〔
協
力
〕
者

の
死
を
可
罰
的
な
方
法
で
惹
起
し
た
と
い
う
嫌
疑
に
よ
っ
て
訴
追
す
る
こ
と
に
向
げ
ら
れ
た
国
家
の
刑
事
訴
追
の
利
益
と
が
対
立
し
て
い
る

の
で
す
。

他
人
〔
非
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
〕
の
可
罰
的
行
為
に
関
す
る
報
道

上
に
申
し
上
げ
た
事
例
は
既
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
対
す
る
刑
事
訴
追
と
は
別
に
、
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
犯
罪
行
為
を
解
明
し
あ

II 

北法37(6・72)896 



刑事手続きにおける報道の自由 (MedienfreiheitJの保護

る
い
は
発
見
す
る
た
め
に
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
取
材
資
料
を
そ
の
〔
刑
事
訴
追
〕
目
的
の
た
め
に
入
手
す
る
こ
と
が
刑
事
訴
追
を
行
う
国

家
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
場
合
が
あ
り
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
暴
力
的
な
デ
モ
行
為
は
、
今
日
こ
の
点
に
関
す
る
古
典
的
な
事
例

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
種
の
多
く
の
場
合
、
テ
レ
ビ
局
は
既
に
こ
の
よ
う
な
デ
モ
を
報
道
し
、
そ
の
際
、
例
え
ば
石
が
警
察
官
や
シ
ョ
ー
ウ
イ

ン
ド
ー
の
ガ
ラ
ス
に
対
し
て
ど
の
様
に
投
げ
つ
け
ら
れ
た
か
、
逆
に
、
警
察
官
が
デ
モ
隊
を
ど
の
様
に
殴
り
つ
け
た
か
、
そ
し
て
犯
罪
行
為

が
い
っ
た
い
ど
の
様
に
し
て
行
わ
れ
た
の
か
を
報
道
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
放
映
さ
れ
た
フ
ィ
ル
ム
が
、
こ
の
放
送
を

適
時
、
記
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
犯
罪
行
為
な
ら
び
に
犯
罪
者
の
発
見
〔
な
い
し
確
認
〕
へ
と
繋
が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ー
ー
し
か
し
、

こ
の
場
合
も
っ
と
有
益
な
の
は
、
放
映
者
が
、
恐
ら
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
あ
り
得
る
刑
事
訴
追
を
阻
止
す
る
た
め
に
敢
え
て
放
映
し
な
か

っ
た
資
料
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

〔
報
道
〕
素
材
の
可
罰
的
な
収
集

最
後
に
、
例
え
ば
単
に
不
道
徳
な
、
あ
る
い
は
否
定
的
に
判
断
さ
れ
る
が
〔
そ
れ
自
体
と
し
て
は
〕
可
罰
性
の
な
い
行
為
が
報
道
さ
れ
た
に

す
ぎ
な
い
よ
う
な
場
合
に
も
刑
事
訴
追
の
利
益
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
〔
報
道
〕
素
材
の
収
集
〔
活
動
〕
自
体
が
可
罰

的
な
場
合
が
有
り
得
る
の
で
す
。
例
え
ば
、
個
人
の
生
活
領
域
及
び
秘
密
領
域
の
保
護
を
目
的
と
し
た
刑
法
二

O
一
条
以
下
の
構
成
要
件
を

実
現
す
る
よ
う
な
仕
方
で
、
有
名
人
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
暴
く
行
為
、
さ
ら
に
、
公
開
の
審
理
で
論
じ
ら
れ
る
以
前
に
当
該
事
件
に
関
す
る

I
 

I
 

I
 

起
訴
状
等
〔
の
内
容
〕
を
報
道
す
る
行
為
(
刑
法
三
五
三
条
d
)
、
そ
し
て
最
後
に
、
刑
法
三
五
三
条
b
の
要
件
を
充
足
す
る
よ
う
な
形
で
職
務

上
知
り
得
た
秘
密
を
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
伝
達
す
る
行
為
な
ど
が
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
最
後
の
ケ

l
ス
で
も
、
国
家
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
か
、
あ
る
い
は
秘
密
保
持
義
務
に
反
し
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
秘
密
を
も
ら
し
た
者
に
対
す
る
刑
事
訴
追
の
利
益
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で

す。
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C 

憲
法
と
刑
事
訴
訟
法
と
の
緊
張
関
係

I

〔
利
益
〕
衝
突
の
状
況

上
に
申
し
上
げ
た
事
例
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
で
は
な
く
、

講

そ
こ
で
挙
げ
た
よ
う
な
事
柄
を
た
ま
た
ま
知
る
に

至
り
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
目
的
の
た
め
に
写
真
を
取
っ
た
り
あ
る
い
は
フ
ィ
ル
ム
に
お
さ
め
た
り
す
る
よ
う
な
一
般
人
を
置
き
換
え
て
み
ま

す
と
、
問
題
は
極
め
て
単
純
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
の
場
合
明
ら
か
に
、
一
般
人
は
自
己
の
知
り
得
た
全
て
の
事
柄
に
つ
い
て
証
人
と

し
て
証
言
す
る
義
務
を
負
い
、
|
|
こ
の
者
が
撮
影
し
た
写
真
及
び
フ
ィ
ル
ム
は
証
拠
物
件
と
さ
れ
、
刑
訴
法
九
四
条
に
基
づ
き
押
収
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
ま
す
|
|
〔
そ
し
て
〕
こ
の
者
に
は
た
だ
、
刑
訴
法
五
五
条
に
基
づ
く
限
定
的
な
供
述
拒
否
権
、
な
い
し
は
、
彼
が
被
疑
者
〔
・

被
告
人
〕
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合
に
は
、
刑
訴
法
一
三
六
条
一
項
第
二
文
に
基
づ
く
黙
秘
権
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

〔
こ
の
よ
う
に
〕
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
な
ら
び
に
そ
の
他
の
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
に
あ
っ
て
、
法
律
状
態
が
〔
一
般
人
と
は
〕
異
な
る
場
合
、
そ
の
理

由
は
何
か
と
い
う
〔
問
題
が
生
じ
て
ま
い
り
ま
す
が
、
こ
の
〕
問
題
は
、
本
講
演
の
タ
イ
ト
ル
〔
で
示
し
た
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
〕
に
よ
っ
て

非
常
に
容
易
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
報
道
の
自
由
の
保
護
ー
ー
よ
り
正
確
に
申
し
ま
す
と
、
憲
法
上
保
障

さ
れ
た
報
道
の
自
由
で
あ
り
ま
す
。

従
っ
て
、
私
共
の
テ

l
マ
の
も
と
で
は
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
利
益
の
衝
突
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
〔
す

な
わ
ち
、
〕
法
治
国
家
原
理
に
属
す
る
実
効
的
な
刑
事
訴
追
と
い
う
要
都
が
、
基
本
法
五
条
一
項
に
お
い
て
基
本
権
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る

報
道
の
自
由
に
よ
っ
て
制
限
を
受
け
る
の
で
あ
り
ま
す
。

II 

憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
報
道
の
自
由
の
内
容
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刑事手続きにおける報道の自由 (Medienfreiheitlの保護

周
知
の
よ
う
に
、
基
本
法
五
条
一
項
第
一
文
に
お
い
て
保
護
さ
れ
て
い
る
意
見
表
明
の
自
由
は
意
見
形
成
の
自
由
を
前
提
と
し
て
お
り
、

こ
の
意
見
形
成
の
自
由
は
さ
ら
に
情
報
の
自
由
並
び
に
情
報
源
「
メ
デ
ィ
ア
」
の
自
由
を
前
提
と
し
て
お
り
ま
す
。
〔
す
な
わ
ち
〕
こ
の
様
に

し
て
初
め
て
、
人
間
の
尊
厳
並
び
に
そ
れ
に
属
す
る
、
基
本
法
四
条
の
思
想
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
様
に
し
て
初

め
て
、
で
き
る
だ
け
客
観
的
な
情
報
を
基
礎
と
し
て
「
民
主
主
義
に
と
っ
て
重
要
な
世
論
を
他
人
か
ら
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
〔
自
由
に
〕

形
成
す
る
こ
と
」
が
可
能
と
な
る
の
で
す
。
つ
ま
り
報
道
の
自
由
は
、
そ
れ
自
身
の
た
め
に
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
「
意

見
形
成
過
程
が
全
面
的
に
機
能
し
か
っ
自
由
で
あ
る
た
め
の
」
「
法
的
か
っ
事
実
的
な
必
要
」
条
件
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
保
障
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
「
こ
の
よ
う
な
〔
報
道
の
自
由
の
〕
保
障
の
実
質
的
な
基
礎
L

は
、
基
本
法
五
条
一
項
第
一
文
に
よ
る
「
個
人
の
意
見

〔
表
明
、
形
成
日
一
言
論
〕
の
自
由
及
び
情
報
の
自
由
」
で
あ
る
〔
と
さ
れ
て
い
る
の
で

5
0
そ
の
際
、
報
道
に
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る
活
動
が
保

一
般
に
承
認
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

護
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、

刑
事
訴
追
の
利
益
に
よ
る
、
報
道
の
自
由
の
制
限

そ
れ
故
そ
こ
か
ら
、

引
と
こ
ろ
で
、

一
種
の
反
対
の
立
場
に
行
き
着
く
こ
と
も
あ
り
〔
ま
し
ょ
う
〕
。
す
な
わ
ち
、
「
普
通
の
」
証
人
は
、
尋

聞
の
際
、
通
常
は
、
他
人
の
可
罰
的
行
為
に
つ
い
て
自
ら
知
り
得
た
事
柄
を
、
例
え
ば
検
察
官
に
実
際
上
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
に
対
し
て
、
報
道
関
係
者
は
い
つ
で
も
基
本
法
五
条
一
項
の
防
壁
の
か
げ
に
逃
げ
込
む
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
見
解
で
あ
り
ま
す
。
開

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
基
本
権
〔
報
道
の
自
由
〕
は
、
一
種
の
タ
ブ

l
ゾ
l
ン
の
よ
う
な
絶
対
的
な
保
護
を
保
障
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
川内

，

s

基
本
法
自
身
が
そ
の
五
条
二
項
に
お
い
て
、
例
え
ば
、
「
一
般
法
律
L

に
よ
っ
て
報
道
の
自
由
を
制
限
し
て
お
り
ま
す
し
、
従
っ
て
、
憲
法
規
か

範
に
対
し
て
低
い
ラ
ン
ク
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
単
な
る
法
律
に
よ
っ
て
報
道
の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
の
で
す
。
幻

〔
し
か
し
な
が
ら
、
〕
報
道
の
自
由
と
い
う
基
本
権
を
単
な
る
法
律
に
よ
っ
て
実
際
上
堀
り
崩
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
権
力
が
峨



演

憲
法
秩
序
に
拘
束
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
基
本
法
二

O
条
三
項
)
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
、
も
ち
ろ
ん
許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

同
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
既
に
一
九
五
一
年
以
来
、
有
名
な
い
わ
ゆ
る
「
リ
ュ

l
ト
判
決
」
〔
F
E
F
・
ロ
ユ
色
〕
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
を
詳
細

に
述
べ
て
き
て
お
り
ま
す
。
〔
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
〕
基
本
法
五
条
二
項
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
基
本
権
を
制
限
す
る
一
般
法
律
は
、
「
基
本
権
を
制

限
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
基
本
権
の
も
つ
意
味
に
照
ら
し
て
考
慮
さ
れ
、
か
っ
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
も
こ
の
権
利
の
も
つ
特
別
な
価
値
内

実
が
:
:
:
あ
く
ま
で
保
障
さ
れ
る
様
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
〔
の
で
あ
り
ま
す
〕
。

し
た
が
っ
て
、
基
本
権
を
一
般
法
律
に
よ
っ
て
一
方
的
に
制
限
す
る
こ
と
は
、
憲
法
秩
序
に
合
致
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
〔
す
な
わ

ち
、
〕
「
む
し
ろ
、
『
一
般
法
律
』
:
:
:
自
体
:
:
:
が
、
自
由
な
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
こ
の
基
本
権
が
も
っ
価
値
創
設
的
な
意
味
〔
巧
巾
平

路

R
B母
国

a
g
E口
問
〕
を
踏
ま
え
た
上
で
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
基
本
権
を
制
限
す
る
効
果
を
持
つ
場
合
に

は
、
そ
れ
自
体
が
再
び
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
〔
ひ
と
つ
の
〕
相
互
作
用
が
生
じ
る
」
〔
と
述
べ
て
い
る
の
で

講

す
〕
。
確
か
に
〔
こ
の
点
に
お
い
て
〕
、
基
本
権
と
一
般
法
律
と
の
相
互
的
な
制
限
が
逃
げ
道
の
な
い
循
環
に
陥
る
危
険
が
存
在
し
て
お
り
ま

す
。
し
か
し
、
そ
の
打
開
策
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
自
ら
示
し
た
の
で
し
た
。

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
反
転
理
論
」
〔

E
2
2芯
B
F
gユ
巾
〕
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
『
利
益
衡
量
』
を
必
要
と
す
る
」
〔
と
い
う
の
で
す
〕
。

り
、
報
道
の
自
由
と
い
う
基
本
権
は
、
「
保
護
に
値
す
る
他
の
よ
り
高
次
の
利
益
が
、
基
本
権
で
保
障
さ
れ
た
自
由
の
活
動
に
よ
っ
て
侵
害
さ

れ
る
場
合
に
は
、
背
後
に
退
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
〔
そ
し
て
こ
の
場
合
、
よ
り
高
次
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
か
否
か
は
、
〕
「
当
該
事
案
の

全
て
の
事
情
を
考
慮
し
て
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
L

〔
と
判
示
し
て
い
ま
す
〕
。

こ
の
よ
う
に
し
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
具
体
的
な
利
益
衡
量
量
〔
論
〕
に
対
し
て
は
、
し
か
し
、
次
の
様
な
批
判
が
な
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
〔
報
道
の
自
由
と
い
う
〕
基
本
権
の
も
つ
意
味
に
も
、
法
的
安
定
性
と
い
う
法
治
国
家
的
要

リ
ュ

l
ト
判
決
で
示
さ
れ
た
利
益
衡
量
は
た
だ
抽
象

請
に
も
そ
ぐ
わ
な
い
権
限
が
裁
判
官
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
|
|
そ
れ
ゆ
え
、
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的
に
の
み
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
〔
と
い
う
批
判
が
加
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
〕
。

し
か
し
な
が
ら
〔
我
々
〕
刑
事
訴
訟
法
学
者
か
ら
し
ま
す
と
、
こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
先
に
拒
絶
し
た
〔
具
体
的
利
益
衡
量
と
い
う
〕
立
場
へ

と
再
び
逆
戻
り
し
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
抽
象
的
に
利
益
衡
量
を
行
う
と
い
う
場
合
、
国
家
の
刑
事
訴
追
の
利
益
と

報
道
の
自
由
の
利
益
と
が
抽
象
的
に
衡
量
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
|
|
刑
訴
法
学
者
は
〔
も
ち
ろ
ん
て
こ
の
様
な

利
益
衡
量
を
行
う
際
に
、
刑
事
訴
追
の
利
益
に
絶
対
的
な
優
位
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
〔
し
か
し
な
が
ら
、
〕
他
方
に
お

ど
ん
な
プ
レ
ス
活
動
に
対
し
て
も
ロ
。
ロ

B
O
Eロ
阿
南
ぬ
〔
誰
も
私
に
触
れ
よ
う
と
思
う
な
〕
と
い
う
防
壁
を
付
与
す
る
つ
も
り
も
あ
り

い
て
、

刑事手続きにおける報道の自由 CMedienfreiheit)の保護

ま
せ
ん
。
〔
例
え
ば
、
〕
報
道
に
用
い
る
文
書
類
を
保
持
し
て
い
る
者
か
ら
そ
れ
を
強
奪
し
た
り
、
ま
し
て
殺
害
し
て
ま
で
そ
れ
を
入
手
す
る
よ

う
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
も
ち
ろ
ん
、
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
刑
事
訴
訟
法
学
者
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
〔
こ
の

様
な
場
合
に
は
〕
、
刑
事
訴
訟
法
学
者
は
〔
報
道
の
自
由
に
〕
譲
歩
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
い
っ
た
論
争
は
、
ヘ
ル
ツ
ォ

l
ク
〔
出

2
8
m
)が
提
案
し
て
い
る
様
尽
反
転
原
則
〔
】
ロ

4
2
3
5胃
5
6〕
に
よ
っ

て
要
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
抽
象
的
利
益
衡
量
を
行
う
際
に
、
そ
れ
に
加
え
て
必
要
性
原
則
〔
開
ユ
ミ
骨
ユ
-
s
w
o
-
Z耳
E
N
f〕
が
考
慮
さ
れ
る

な
ら
ば
、

ほ
と
ん
ど
意
味
を
失
う
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

IV 

結

る企、

日岡

私
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
要
約
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
報
道
の
自
由
に
も
、
そ
れ
と
対
立
す
る

刑
事
訴
追
の
利
益
に
も
、
そ
れ
だ
け
で
排
他
的
・
一
般
的
に
優
越
的
地
位
が
認
め
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か

し
そ
の
際
、
私
共
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
要
求
し
て
い
る
具
体
的
・
個
別
的
〔
利
益
〕
衡
量
〔
と
い
う
基
準
〕
を
是
認
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
裁
判
官
に
特
別
の
解
釈
権
限
を
認
め
る
こ
と
に
な

ー

l
こ
の
基
準
が
法
的
安
定
性
を
害
す
る
危
険
を
伴
っ
て
お
り
、

北法37(6・77)901 
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そ
う
な
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
欠
点
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
利
益
が
対
立
す
る
一
定
の
事
例
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う

な
個
別
的
〔
利
益
〕
衡
量
が
、
抽
象
的
に
、
例
え
ば
、
刑
事
訴
訟
法
に
お
い
て
立
法
者
自
身
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
取
り

除
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
〔
そ
し
て
〕
立
法
者
は
現
に
こ
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
刑
訴
法
五
三
条
一
項
五
号
に
お

い
て
、
立
法
者
は
、
「
〔
情
報
〕
提
供
者
」
〔
N
巳

-orz円
〕
に
関
す
る
報
道
関
係
者
等
の
証
言
拒
絶
権
を
規
定
し
て
お
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
第

三
者
が
刑
事
訴
追
を
恐
れ
て
報
道
関
係
者
に
情
報
を
提
供
せ
ず
、
こ
れ
が
た
め
に
取
材
〔
活
動
〕
に
重
大
な
支
障
を
き
た
す
と
い
っ
た
こ
と
が

な
い
よ
う
に
と
、
こ
の
場
合
に
生
ず
る
刑
事
訴
追
の
利
益
と
プ
レ
ス
〔

p
g
m〕
の
利
益
と
の
衝
突
を
規
制
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
こ
で
一
言
申
し
上
げ
る
こ
と
が
許
さ
れ
ま
す
な
ら
ば
、
い
さ
さ
か
言
い
古
さ
れ
た
事
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
次
の
こ
と
を
確
認
し
て
お

き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
刑
事
訴
訟
法
は
憲
法
を
適
用
し
た
法
律
〔
宮
崎
巾
肴
富
島

2
〈

q
p
g
g
m∞z
n
v乙
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ

り
ま
す
。
さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
憲
法
的
な
考
察
に
よ
っ
て
、
私
は
、
こ
の
あ
と
二
部
に
分
け
て
報
道
の
自
由
〔
の
利
益
〕
と
刑
事
訴
追
〔
の
利
益
〕

と
が
衝
突
す
る
主
要
な
事
案
を
取
り
扱
う
た
め
の
基
礎
を
示
す
事
が
で
き
た
も
の
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
〔
そ
こ
で
〕
以
下
に
お
い
て
は
、
刑

ヲ
匂
ト
」

I
v
f

、也、

講

事
訴
訟
法
上
の
各
規
定
な
い
し
〔
こ
の
問
題
の
為
の
い
く
つ
か
の
〕
解
決
案
を
、
憲
法
の
適
用
と
し
て
理
解
す
る
よ
う
に
努
め
た
い
と
存
じ
ま

す。
第
二
部

情
報
の
保
護
と
自
ら
取
材
し
た
資
料
の
保
護

情
報
の
保
護

一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
〔
情
報
の
保
護
が
問
題
と
な
る
〕
事
案
に
は
、
さ
し
た
る
困
難
も
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
〔
か
も
知
れ
ま
せ

ん
〕
。
す
な
わ
ち
、
刑
訴
法
五
三
条
一
項
五
号
は
、
報
道
関
係
者
に
、
ー
ー
も
ち
ろ
ん
無
制
限
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
|
|
証
言
拒
絶
権
を
保
障

A 
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し
て
お
り
、
こ
の
権
限
が
及
ぶ
限
り
、
刑
訴
法
九
七
条
五
項
に
よ
っ
て
、
押
収
、
そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
捜
索
が
禁
止
さ
れ
る
〔
か
ら
で
あ
り

ま
す
〕
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
っ
と
詳
し
く
み
て
行
き
ま
す
と
、
そ
の
法
律
規
定
に
対
し
て
い
さ
さ
か
重
要
な
疑
問
が
生
じ
て
く
る
の
で
す
。

刑事手続きにおける報道の自由 (MedienfreiheitJの保護

刑
訴
法
五
三
条
一
項
五
号
に
よ
る
、
情
報
の
直
接
的
保
護

副
刑
訴
法
五
三
条
一
項
五
号
は
フ
ィ
ル
ム
制
作
者
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
同
規
定
は
、
基
本
法
五
条
一
項
が
こ
の
領

域
に
も
保
護
の
及
ぶ
べ
き
こ
と
を
明
示
的
に
規
定
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
、
不
当
に
無
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
ま
す
。

刑
訴
法
五
三
条
一
項
五
号
の
明
白
な
文
言
か
ら
は
、
こ
の
〔
フ
ィ
ル
ム
制
作
に
関
わ
る
〕
報
道
関
係
者
に
つ
い
て
は
、
立
法
者
に
よ
っ
て
そ
の

証
言
拒
絶
権
が
意
識
的
に
排
除
さ
れ
た
も
の
と
見
な
さ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
ー
ー
そ
の
限
り
で
、
〔
彼
ら
の
〕
証
言
拒
絶
権
は
、
直
接
、
基
本
法

五
条
一
項
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

U
W

い
ま
ひ
と
つ
の
疑
問
は
、
〔
刑
訴
法
五
三
条
一
項
五
号
に
よ
る
と
〕
証
言
拒
絶
権
が
報
道
業
務
の
編
集
部
門
写
耳
目
含

wzos-Z
叶
急

円
凶
作
一
吋

]
0
4
4
0
-
z
σ
2
2
R
Oロ
Oロ
B
O仏
S
Fロ
Hvzz-w旦
芯
ロ
〕
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

-
投
書
が
編
集
部
門
に
属
す
る
こ
と
は
、
つ
い
最
近
、
ベ
ル
リ
ン
上
級
地
方
裁
判
所

E
B
穴
自
回
目
。
括
耳
目
。
宮
〕
一
九
八
三
年
三
月
一
七
日

の
決
定
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
ま
し
た
「
〔
こ
の
様
に
投
書
も
〕
刑
訴
法
五
三
条
一
項
に
よ
る
報
道
の
自
由
の
保
護
の
下
に
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と

は
、
〔
私
共
に
と
っ
て
も
〕
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
投
書
が
〔
そ
れ
ぞ
れ
〕
対
立
す
る
見
解
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
見
形
成
に
大

い
に
役
立
ち
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
明
白
な
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
〔
か
ら
で
す
〕
。

〔
次
に
〕
刑
訴
法
五
三
条
一
項
五
号
の
文
言
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
証
言
拒
絶
権
は
、
定
期
刊
行
物
の
広
告
部
分
に
は
妥
当
し
ま
せ
ん

2 し
、
ま
た
テ
レ
ビ
等
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
ま
で
は
及
ば
な
い
〔
と
さ
れ
て
い
ま
す
〕
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
刑
事
訴
訟
法
関
係
の
学
説
並
び
に
判
例
に
お
い
て
も
、
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
|
|
〔
し

北法37(6・79)903 



演

か
し
な
が
ら
、
〕
立
法
者
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
証
言
拒
絶
権
の
制
限
に
は
、

や
は
り
疑
問
が
生
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。

一
九
六
七
年
一
月
一
八
日
の
い
わ
ゆ
る
「
ズ
ュ

i
ト
ク
リ

l
ル
判
決
」
〔

ωロ門口
g
ユ2
目
白
え
巴
-
〕
に
お
い
て
、
「
報

講

既
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

道
の
自
由
は
広
告
を
も
含
む
L

こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。
正
当
に
も
本
判
決
は
、
広
告
も
「
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
経
済
的
な
便
益
、
あ
る
い

は
他
人
の
意
見
表
明
に
関
す
る
」
情
報
を
伝
え
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
(
例
え
ば
選
挙
の
た
め
の
ア
ピ
ー
ル
と

か
候
補
者
の
推
薦
と
い
っ
た
、
自
発
的
な
市
民
運
動
の
た
め
の
)
広
告
を
通
し
て
特
定
の
個
人
的
意
見
が
流
布
さ
れ
、
さ
ら
に
、
例
え
ば
住
宅

の
販
売
物
件
や
購
入
申
込
の
広
告
を
通
し
て
住
宅
市
場
の
状
況
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
広
告
は
意
見
形
成
過
程
に
関
与
し
て

い
る
の
で
す
。
同
様
の
事
は
、
例
え
ば
労
働
市
場
や
そ
の
他
の
市
場
に
も
あ
て
は
ま
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
報
道
の
編
集
部
門
以
外
の
領

域
に
も
、
基
本
法
五
条
一
項
に
も
と
づ
く
報
道
の
自
由
の
保
護
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
加
え
て
、
広
告
主
の
多
く
は
、
も
っ
と
も
な
理
由
か
ら
で
は
あ
り
ま
す
が
、
〔
自
分
が
広
告
を
だ
し
た
こ
と
を
他
人
に
〕
知
ら
れ
な

い
よ
う
に
と
望
ん
で
お
り
、

そ
の
一
部
は
、

ま
さ
に
そ
れ
が
匿
名
広
告
と
い
う
か
た
ち
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
際
に
知
ら
れ
ず
に

ま
た
、

す
む
た
め
に
、
出
版
物
に
広
告
を
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
ま
す
と
、

そ
の
限
り
で
、
広
告
主
が
匿
名
性
の
保
障
に
関
し
て

当
該
出
版
機
関
に
示
し
て
い
る
信
頼
〔
の
念
〕
を
確
実
に
保
護
す
る
こ
と
も
必
要
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

従
っ
て
、
刑
訴
法
五
三
条
一
項
五
号
の
証
言
拒
絶
権
を
編
集
以
外
の
領
域
に
も
拡
張
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
で
し
ょ
う
。
尤
も
、
連
邦
憲

法
裁
判
所
は
本
講
演
で
最
後
に
引
用
す
る
判
例
の
中
で
、
極
め
て
限
ら
れ
た
程
度
に
お
い
て
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
様
な
結
論
に
到
達
し

て
お
り
ま
す
。
〔
す
な
わ
ち
〕
証
言
拒
絶
権
の
保
障
に
と
っ
て
重
要
な
、
プ
レ
ス
の
も
つ
統
制
機
能
お
よ
び
意
見
形
成
機
能
〔
問
。

Eg---22母

ロ
ロ
己
自
色
ロ
ロ
ロ
向
田
E
E
g
。o
F
E
E
-
oロ
〕
を
特
別
の
場
合
に
の
み
、
個
々
の
広
告
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
と
、
裁
判
所
は
考

え
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
〔
特
別
な
〕
場
合
に
は
、

l
lそ
れ
は
フ
ィ
ル
ム
制
作
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
が
|
|
確
か
に
、

刑
訴
法
五
三
条
一
項
五
号
に
も
と
づ
く
証
言
拒
絶
権
は
、
同
規
定
の
文
言
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
な
ん
ら
問
題
と
な
り
え
な
い
が
、

そ
れ
は
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基
本
法
五
条
一
項
か
ら
直
接
導
き
出
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
〔
と
裁
判
所
は
い
う
の
で
す
〕
。

H

証
言
義
務
の
対
象
範
囲
の
限
定
に
よ
る
、
情
報
の
間
接
的
保
護

ω刑
訴
法
五
三
条
一
項
五
号
の
証
言
拒
絶
権
が
情
報
提
供
者
あ
る
い
は

J
者
作
者
、
寄
稿
者
の
身
上
〔
司

2
8ロ〕に
L

関
す
る
も
の
で
あ
る

か
ど
う
か
は
、

そ
う
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
尤
も
、
例
え
ば
、
出
版
〔
社
〕
あ
る
い
は
テ

ま
ず
さ
し
あ
た
っ
て
は
、

刑事手続きにおける報道の自由 (MedienfreiheitJの保護

た
と
え
そ
れ
が
証
言
拒
絶
権
に
よ
っ
て
保
護
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、

匿
名
を
守
る
こ
と
に
つ
い
て
の
信
頼
関
係
は
も
は
や
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
け
は
一
般
に
み
と
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

制
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
に
、
今
や
そ
の
氏
名
を
明
か
さ
れ
た
情
報
提
供
者
の
所
在
〔
〉
丘

g
S包
2
0ユ
〕
に
つ
い
て
の
質
問
に
〔
ま
で

つ
ま
り
、
報
道
関
係
者
は
、
刑
事
訴
追
当
局
に
、
捜
索
中
の
情
報
提
供
者
の
発
見
に
繋
が
る
情
報
を
伝

ま
た
少
し
も
明
白
な
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

レ
ビ
〔
局
〕
自
身
が
情
報
提
供
者
の
匠
名
を
暴
露
し
た
場
合
に
は
、

も
)
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
点
は
、
疑
わ
し
く
、

連
邦
〔
通
常
〕
裁
判
所
は
、
一
九
七
八
年
一
二
月
二
八
日
の
決
定
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
を
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
〔
こ

の
事
案
は
次
の
様
な
も
の
で
し
た
。
〕
地
下
に
潜
伏
し
|
|
今
と
な
っ
て
は
昔
の
こ
と
で
す
が
|
|
〔
そ
の
当
時
は
〕
テ
ロ
リ
ス
ト
的
な
暴
力
犯

と
推
測
さ
れ
て
い
た
者
が
、
雑
誌
「
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
」
で
、
テ
ロ
組
織
か
ら
の
「
脱
退
」
を
本
名
で
宣
言
し
、
こ
の
組
織
に
関
与
す
る
者
全
員

に
自
分
と
同
様
の
行
動
を
と
る
よ
う
に
呼
び
掛
け
ま
し
た
。
氏
名
の
明
か
さ
れ
た
こ
の
人
物
の
所
在
に
つ
い
て
後
に
証
人
と
し
て
尋
問
を
受

け
た
者
が
、
刑
訴
法
五
三
条
一
項
五
号
に
基
づ
き
証
言
を
拒
絶
し
た
の
で
す
。
連
邦
裁
判
所
は
そ
の
決
定
の
中
で
次
の
様
な
結
論
に
到
達
し

て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
証
言
拒
絶
権
は
〔
情
報
提
供
者
の
〕
身
上
を
報
告
す
る
こ
と
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
彼
の
所
在
に
つ
い
て

の
質
問
自
体
は
拒
絶
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
報
道
の
自
由
の
保
護
の
た
め
に
〔
こ
の
様
な
質
問
に
証
言
拒

つ
ま
り
、
〔
確
か
に
〕
基
本
法
五
条
一
項
は
、
情
報
提
供
者
等
の
身
上
に
関
す
る
証
言
拒
絶
権
が
、
情
報

絶
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
〕
は
な
い
、
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演

提
供
者
の
身
上
を
調
査
す
る
の
に
間
接
的
に
役
立
ち
得
る
全
て
の
質
問
に
つ
い
て
も
及
ぶ
こ
と
を
命
じ
て
い
る
、
〔
た
だ
し
〕
報
道
〔
機
関
〕
自

ら
が
そ
の
氏
名
を
漏
ら
す
こ
と
に
よ
り
匿
名
を
守
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
例
外
的
に
上
の
こ
と
は
妥
当
し
な
い
、
し
か
し
な
が
ら
こ
の
場

合
に
も
、
裁
判
官
は
、
個
々
の
具
体
的
事
例
に
即
し
て
〔
利
益
〕
衡
量
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
証
言
義
務
よ
り
も
報
道
の
自
由
〔

p
m
g
φ

四日
-ZX〕
に
優
越
的
地
位
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
〔
と
判
示
し
た
の
で
す
〕
。

し
か
し
、
私
見
に
よ
り
ま
す
と
、
刑
訴
法
五
三
条
の
証
言
拒
絶
絶
権
が
氏
名
の
明
ら
か
な
情
報
提
供
者
の
所
在
に
も
及
ぶ
か
否
か
と
い
う

こ
と
が
重
要
な
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
証
人
の
供
述
義
務
は
ど
と
ま
で
及
ぶ
の
か
と
い
う
こ
と
が
本
質
的
な
問
題
な
の
で
す
。
|
|
そ

し
て
、
訴
訟
法
的
な
意
味
に
お
け
る
事
実
〔
叶
巳
〕
、
通
説
に
よ
れ
ば
特
定
の
人
物
の
可
罰
的
行
為
と
い
う
歴
史
的
な
事
象
だ
け
が
(
刑
訴
法
六

九
条
に
い
う
)
尋
問
の
対
象
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
か
な
る
証
人
も
、
当
該
可
罰
的
行
為
に
つ
い
て
自
ら
見
聞
き
し
た
事
柄
に
つ
い

て
だ
け
、
そ
し
て
ま
た
、
状
況
証
拠
と
し
て
あ
る
い
は
間
接
的
に
当
該
〔
犯
罪
〕
事
実
に
関
わ
る
よ
う
な
事
柄
に
つ
い
て
だ
け
、
供
述
す
る
よ

う
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
た
と
え
証
人
が
そ
れ
以
外
の
事
柄
に
義
務
を
負
う
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、
私
の
信
ず
る
所
に
よ

れ
ば
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
証
言
義
務
は
当
該
被
疑
者
〔
・
被
告
人
〕
の
所
在
に
は
関
わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
〔
な
ぜ
な
ら
〕
い
か
な
る

証
人
も
原
則
と
し
て
、
刑
事
訴
追
当
局
が
氏
名
の
明
ら
か
な
〔
犯
罪
〕
行
為
者
を
探
知
す
る
の
を
助
け
る
よ
う
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
訳
で

は
な
い
〔
か
ら
で
す
〕
。
|
|
〔
も
ち
ろ
ん
〕
犯
人
の
所
在
場
所
を
積
極
的
に
隠
匿
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
事
情
に
よ
り
、
刑
法
二
五
八
条
の
刑

罰
〔
の
執
行
〕
を
無
効
果
に
す
る
罪
〔
の
成
立
〕
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
ま
し
ょ
う
。

講

押
収
禁
止
お
よ
び
捜
索
禁
止
に
よ
る
、
情
報
提
供
者
の
直
接
的
保
護

刑
訴
法
五
三
条
一
項
五
号
の
証
言
拒
絶
権
の
及
ぶ
限
度
で
刑
訴
法
九
七
条
五
項
の
押
収
禁
止
〔
規
定
〕
が
妥
当
し
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
禁
止

〔
規
定
〕
は
、
証
言
拒
絶
権
を
い
わ
ば
拡
大
一

wv
そ
れ
と
同
時
に
捜
索
禁
止
を
基
礎
づ
け
て
い
る
の
で
持
r

III 
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も
ち
ろ
ん
、
こ
の
押
収
禁
止
〔
規
定
〕
は
、
同
規
定
並
び
に
刑
訴
法
五
三
条
一
項
五
号
が
保
護
し
て
い
る
報
道
機
関
〔
冨
色
町
ロ
〕
と
情
報
提
供

者
等
と
の
信
頼
関
係
が
、
こ
の
禁
止
に
よ
っ
て
実
際
上
も
な
お
保
護
で
き
る
限
り
で
の
み
妥
当
し
ま
す
。
原
則
的
に
押
収
禁
止
に
服
す
る
証

拠
物
件
が
、
出
版
あ
る
い
は
放
送
に
よ
っ
て
既
に
公
表
さ
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
も
は
や
こ
の
よ
う
な
保
護
を
達
成
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
す
。
ー
ー
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
場
合
、
報
道
の
自
由
と
い
う
基
本
権
に
よ
っ
て
画
さ
れ
た
保
護
領
域
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

ラ
ジ
オ
お
よ
び
テ
レ
ビ
と
い
っ
た
分
野
に
お
け
る
実
務
に
も
、
同
じ
こ
と
が
あ
て
は
ま
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
既
に
放
送
ず
み
の
素
材
は
、

刑
事
訴
追
当
局
の
自
由
な
使
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で
す
。
|
|
こ
れ
に
対
し
て
、
未
だ
放
送
さ
れ
て
い
な
い
素
材
は
、
刑
訴
法
五
三
条
一
項

刑事手続きにおける報道の自由 (Medienfreiheitlの保護

五
号
、
同
九
七
条
五
項
を
考
慮
に
入
れ
ま
す
と
、
そ
し
て
と
り
わ
け
報
道
の
自
由
が
憲
法
上
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
い
れ
ま
す
な

ら
ば
、

そ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

刑
訴
法
五
三
条
一
項
五
号
の
証
言
拒
絶
権
に
よ
っ
て
は
報
道
の
自
由
の
保
護
が
不
十
分
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
妥
当
な
も
の
と
し
て

認
め
ら
れ
る
と
し
ま
す
と
、
こ
の
疑
問
は
、
こ
こ
で
〔
の
事
例
に
つ
い
て
)
も
存
在
し
ま
す
。
〔
と
い
う
の
も
〕
押
収
禁
止
は
こ
の
証
言
拒
絶
権

の
範
囲
と
重
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

自
ら
取
材
し
た
資
料

〔
こ
の
点
に
関
す
る
〕
現
在
の
議
論
の
要
点
は
、
刑
訴
法
五
三
条
一
項
五
号
の
証
言
拒
絶
権
が
い
わ
ゆ
る
自
己
取
材
資
料

E
B

B-σ
え
g
n
Z
R
E
q
Z
冨
包
角
互
〕
に
ま
で
及
ぶ
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
律
の
文
言
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
合
憲
的
解

釈
と
い
う
基
準
を
考
慮
に
入
れ
た
と
し
て
も
、
自
ら
取
材
し
た
資
料
に
は
実
際
の
と
こ
ろ
本
規
定
の
証
言
拒
絶
権
が
及
ば
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
疑
う
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
。

B 
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演

刑
訴
法
五
三
条
一
項
五
号
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
保
護

(
訂
)

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
法
状
況
が
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
実
際
そ
れ
ほ
ど
不
十
分
な
も
の
な
の
か
ど
う
か
は
疑
っ
て
み

講

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

心
〔
上
に
述
べ
た
よ
う
な
観
点
か
ら
〕
刑
訴
法
五
三
条
一
項
五
号
を
批
判
す
る
人
達
に
よ
れ
ば
、
〔
こ
の
場
合
に
〕
報
道
関
係
者
に
対
し
て
無

制
限
の
証
言
義
務
を
課
す
こ
と
は
、
報
道
の
自
由
に
不
可
欠
な
保
護
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
認
め
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
。
す
な
わ
ち
、
基
本
法
五
条
一
項
は
、
典
型
的
な
報
道
業
務
に
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
行
為
態
様
、
と
り
わ
け
、
情
報
の
探
知
、
そ
の
収
集
そ

し
て
保
存
を
、
漏
れ
な
く
含
ん
で
お
り
か
つ
保
護
し
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
(
第
二
部
C
H
で
)
述
べ
た
通
り
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

私
見
に
よ
り
ま
す
と
、
自
ら
取
材
し
た
資
料
が
報
道
の
自
由
の
保
護
領
域
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
ら
疑
問
は
な
い
の
で
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
保
護
が
証
言
拒
絶
権
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
方

法
で
〔
報
道
の
自
由
の
保
護
が
〕
確
保
さ
れ
得
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
別
問
題
で
す
。
こ
の
問
題
は
、
部
分
的
に
の
み
肯
定
で
き
る
に

す
ぎ
ま
せ
ん
。

同
自
ら
取
材
し
て
具
体
的
な
犯
罪
行
為
あ
る
い
は
そ
の
惹
起
者
を
認
識
す
る
に
及
ん
だ
場
合
、
そ
の
認
識
内
容
は
、
も
ち
ろ
ん
、
証
言
義

務
の
対
象
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
限
り
で
、
報
道
の
自
由
を
実
際
上
証
言
拒
絶
権
に
よ
っ
て
保
護
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
ま
た
必
要
で
も
あ

り
ま
し
ょ
う
。
|
|
そ
れ
ゆ
え
、
現
行
刑
訴
法
五
三
条
一
項
五
号
に
対
す
る
前
述
の
批
判
は
全
く
正
当
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
次
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
〔
犯
罪
に
関
す
る
〕
こ
の
様
な
知
識
は
、

大
多
数
と
ま
で
は
い
か
な
い
に
し
て
も
多
く
の
場
合
、
第
三
者
の
通
報
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
限
り
で
証
言
拒
絶
権
が

介
在
し
、
〔
そ
れ
に
よ
っ
て
〕
必
要
と
さ
れ
る
保
護
が
十
分
に
保
障
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
|
|
従
っ
て
、

保
護
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
残
る
の
は
、
第
三
者
の
通
報
に
よ
ら
な
い
、
当
該
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
自
身
の
感
覚
的
知
覚
を
通
し
て
得
ら
れ
た
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知
識
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
自
ら
探
知
し
た
資
料
と
第
三
者
の
通
報
に
よ
る
そ
れ
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
実
務
上
も
、
克
服
し

難
い
困
難
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

II 

押
収
禁
止
お
よ
び
捜
索
禁
止
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
保
護

刑事手続きにおける報道の自由 (MedienfreiheitJの保護

こ
れ
に
対
し
て
、
自
ら
作
成
し
た
資
料
、
写
真
、
収
集
情
報
の
保
護
、
あ
る
い
は
、
自
ら
作
成
し
た
フ
ィ
ル
ム
資
料
の
保
護
は
、

に
せ
よ
、
証
言
拒
絶
権
に
よ
っ
て
直
接
的
に
保
障
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
検
証
お
よ
び
書
証
の

対
象
で
は
あ
り
ま
す
が
、
証
言
の
対
象
で
は
な
い
の
で
す
。
刑
事
訴
追
当
局
か
ら
こ
れ
ら
の
資
料
を
保
護
す
る
こ
と
は
捜
索
禁
止
と
結
び
つ

い
た
押
収
禁
止
に
よ
っ
て
の
み
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
情
報
提
供
者
か
ら
報
道
関
係
者
に
手
渡
さ
れ
た
資
料
に
つ
い
て
も
、
原

則
と
し
て
、
刑
訴
法
五
三
条
一
項
五
号
の
証
言
拒
絶
権
と
結
び
つ
い
た
刑
訴
法
九
七
条
五
項
の
押
収
禁
止
を
通
し
て
、
こ
の
よ
う
な
保
護
が

確
保
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
|
|
こ
れ
に
対
し
て
、
自
ら
探
知
し
た
資
料
に
関
し
て
は
押
収
禁
止
規
定
の
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、

刑
訴
法
九
七
条
五
項
お
よ
び
こ
れ
と
必
然
的
に
結
び
つ
い
た
捜
索
禁
止
は
、
た
だ
、
刑
訴
法
五
三
条
一
項
五
号
の
証
言
拒
絶
権
を
確
保
す
る

い
ず
れ

こ
と
に
役
立
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。

憲
法
上
の
証
言
拒
絶
権
お
よ
び
押
収
禁
止
・
捜
索
禁
止
に
よ
る
保
護

以
上
の
こ
と
か
ら
〔
次
に
〕
、
〔
こ
の
よ
う
に
〕
欠
け
て
い
る
保
護
を
他
の
方
法
で
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に

な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
判
例
で
も
学
説
で
も
活
発
か
つ
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
〔
そ
こ
で
は
、
〕

I
 

I
 

I
 

証
言
拒
絶
権
が
、
基
本
法
五
条
一
項
か
ら
直
接
導
き
出
さ
れ
る
か
、
な
い
し
は
、
こ
の
基
本
権
か
ら
要
請
さ
れ
る
報
道
の
自
由
と
刑
事
訴
追

の
利
益
と
の
〔
比
較
〕
衡
量
に
基
づ
き
認
め
ら
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
論
点
が
重
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
押
収
・
捜
索
禁
止
に
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つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
考
慮
を
押
し
広
げ
て
ゆ
か
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

講

引
と
こ
ろ
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
証
言
拒
絶
権
が
報
道
の
自
由
と
い
う
基
本
権
か
ら
直
接
導
き
出
せ
る
と
い
う
こ
と
を
、
承
認
し
て
お

り
ま
す
。

や
は
り
〕
、
幾
っ
か
疑
問
が
ご
ざ
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
基
本
権
が
、
ま
さ
に
刑
事
訴
訟
法

の
中
に
と
り
わ
け
重
要
な
適
用
領
域
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
誰
も
争
わ
な
い
で
し
ょ
う
。
基
本
権
の
保
護
と
刑
事
訴
追
の
利
益
と

は
、
こ
こ
で
相
互
に
歯
止
め
な
く
衝
突
す
る
の
で
す
。
ー
ー
そ
の
よ
う
な
衝
突
は
、
私
見
に
よ
り
ま
す
と
、
リ
ュ

l
卜
判
決
で
で
展
開
さ
れ

1 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
関
し
て
〔
も
、

た
相
互
的
影
響
理
論
〔
己
目
。
、
H
，
Z
R
S
己
常
者
ゅ
の
宮
包
括

E
m
g
∞2-口
出
口
由
回

g
m〕
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
必
要
と
さ
れ
る
報
道
の
自
由
と
刑
事
訴
追
と
の
利
益
衡
量
は
、
ま
ず
最
初
に
、
立
法
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
げ
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
「
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
判
決
」
の
中
で
は
っ
き
り
と
認
め
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
持
r

連
邦
裁
判
所
は
、
こ
の
利
益
衡
量
が
完
全
に
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
だ
け
、
必
要
と
さ
れ
る
利
益
衡
量
〔
の
権
限
〕
を

直
接
裁
判
官
に
割
り
当
て
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
裁
判
官
は
、
報
道
関
係
者
の
証
言
拒
絶
権
を
、
直
接
、
基
本
法
五
条
一
項

第
二
文
か
ら
導
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
で
す
。
同
裁
判
所
は
、
押
収
禁
止
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
を
認
め
て
き
て
お
り
ま
し
た
。

2

し
か
し
、
今
で
は
|
l
〔
す
な
わ
ち
、
〕
一
九
七
五
年
〔
の
刑
事
訴
訟
法
の
部
分
的
改
正
立
法
〕
以
降
|
|
立
法
者
は
、
刑
訴
法
五
三
条
一

項
五
号
の
最
終
的
な
規
定
の
中
に
お
い
て
、
刑
事
訴
追
の
利
益
と
報
道
の
自
由
と
の
聞
の
利
益
衡
量
を
行
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
既
に
、

以
前
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
の
諸
原
則
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
が
利
益
衡
量
に
基
づ
い
て
基
本
法
五
条
一
項
第
二
文
か
ら
証
言
拒
絶
権
を
直

接
導
い
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
の
こ
と
は
結
局
、
問
題
と
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

こ
の
点
は
特
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
〔
の
判
断
〕
に
対
し
て
は
っ
き
り
と
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
同
裁
判
所
が
、
目
下
の
と

こ
ろ
最
も
新
し
い
一
九
八
三
年
五
月
一

O
日
の
判
決
の
中
で
、
相
変
わ
ら
ず
こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
認
め
て
い
る
限
り
、
〔
私
共
は
〕
も
は
や
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そ
の
よ
う
な
見
解
に
従
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
す
で
に
フ
エ
ツ
ア

l
〔司

R
U一
が
、
そ
の
詳
細
で
正
当
な
〔
判
例
〕
批
評
の
中
で
、
〔
そ
の
よ

う
な
可
能
性
を
認
め
れ
ば
〕
こ
の
〔
刑
訴
法
五
三
条
一
項
五
号
の
〕
規
定
〔
の
も
つ
価
値
〕
が
ど
れ
ほ
ど
耐
え
難
い
相
対
化
〔
あ
る
い
は
過
少
評

価
〕
を
受
け
、
法
的
安
定
性
を
不
当
に
害
す
る
に
至
る
か
を
強
調
し
ま
し
た
。
そ
の
上
、
個
々
の
事
案
に
お
い
て
裁
判
官
に
よ
る
〔
諸
利
益
の
〕

限
界
設
定
が
許
さ
れ
る
と
し
ま
す
と
、
そ
れ
を
一
貫
す
る
な
ら
、
犯
罪
行
為
が
特
に
重
大
な
場
合
に
は
、
刑
訴
法
五
三
条
一
項
五
号
に
よ
っ

て
保
障
さ
れ
た
証
言
拒
絶
権
を
排
除
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
、
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
ー
ー
し
か
し
、
立
法
者
は
そ
れ
を

望
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
一
般
に
、
重
大
犯
罪
の
場
合
に
も
証
言
拒
絶
権
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
正
当
に
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

同
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
刑
事
訴
訟
上
の
諸
権
利
を
基
本
法
か
ら
直
接
導
き
出
す
こ
と
が
、
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
決
し
て
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
立
法
者
が
刑
事
訴
追
の
利
益
と
憲
法
上
の
利
益
と
の
必
要
な
衡
量
を
自
ら
行
わ
な
か
っ
た
場
合

に
だ
け
、
当
て
は
ま
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

第
三
部

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
自
身
の
可
罰
性

最
後
に
残
さ
れ
た
問
題
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
活
動
は
、

二
文
の
保
護
を
受
け
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
ま
さ
に
可
罰
的
な
方
法
で
行
わ
れ
た
場
合
で
も
基
本
法
五
条
一
項
第

A 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
対
す
る
尋
問

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
、
(
例
え
ば
、
〔
公
開
の
審
理
が
始
ま
る
以
前
に
〕
起
訴
状
を
公
表
す
る
罪
の
嫌
疑
で
)
被
疑
者
〔
・
被
告
人
〕
と
し
て
尋

問
を
受
け
る
場
合
に
は
、
彼
は
、
刑
訴
法
一
三
六
条
に
基
づ
き
ド
っ
さ
い
の
証
言
を
拒
否
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
何
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人
も
自
己
の
有
罪
認
定
に
積
極
的
に
寄
与
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
の
で
す
。

さ
ら
に
ま
た
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
へ
の
情
報
提
供
者
だ
け
が
、
例
え
ば
、
刑
法
三
五
三
条
以
下
に
よ
り
、
あ
る
い
は
、
職
務
上
の
秘
密
の

漏
示
の
ゆ
え
に
処
罰
さ
れ
た
場
合
に
も
そ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
-
証
言
す
る
に
は
及
び
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
、
彼
に
は
刑
訴
法
五
三
条
一
項

五
号
に
基
づ
く
証
言
拒
絶
権
が
認
め
ら
れ
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
通
常
の
場
合
は
、
そ
れ
が
教
唆
で
あ
れ
利
益
供
与
の
承
諾
で
あ
れ
、
あ

る
い
は
説
得
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
犯
罪
と
な
り
う
る
情
報
提
供
者
の
行
為
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
〔
何
ら
か
の
形
で
〕
関
与

し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
場
合
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
証
人
と
し
て
尋
問
さ
れ
る
な
ら
、
彼
は
、
刑
訴
法
五
三
条
一
項
五
号
だ
け
で
な
く
、
さ

ら
に
、
同
法
五
五
条
の
供
述
拒
否
権
〔
皆
目
〉
5
W
C口
洋
哲

2
4
2
-
m
q
g
m回日
n
y
C
を
も
援
用
で
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
証
人
尋
問
の
範
囲
内

で
も
、
何
人
も
自
己
を
刑
事
訴
追
の
危
険
に
曝
す
こ
と
を
強
い
ら
れ
な
い
の
で
す
。

講

B 

押
収
禁
止

〔
次
に
〕
こ
の
〔
よ
う
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
自
身
の
可
罰
性
が
問
題
と
な
る
〕
場
合
に
〔
資
料
等
の
〕
押
収
が
で
き
な
い
の
か
ど
う
か
が
、
問
題

と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
刑
事
訴
訟
法
が
押
収
禁
止
を
予
定
し
て
い
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら

同
法
五
二
条
、
五
三
条
、
五
三
条

a
の
証
言
拒
絶
権
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
り
、
被
疑
者
〔
・
被
告
人
〕
の
黙
秘
権
を
確
保
す
る
た
め
で
は
な

く
、
し
た
が
っ
て
刑
訴
法
五
五
条
の
供
述
拒
否
権
を
確
保
す
る
た
め
で
も
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
り
ま
す
。

I 

刑
事
訴
訟
法
に
基
づ
く
押
収
の
可
能
性

こ
の
よ
う
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
被
疑
者
〔
・
被
告
人
〕
で
あ
る
場
合
、
情
報
書
類
、
写
真
、
ビ
デ
オ
カ
セ
ッ
ト
等
と
い
っ
た
日
証
拠
物
件
は

そ
し
て
そ
れ
ら
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
向
け
ら
れ
た
審
理
に
と
っ
て
証
拠
方
法
と
し
て
の
意
味

す
べ
て
、
こ
れ
を
押
収
す
る
こ
と
が
で
き
、
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を
持
ち
ま
す
。
〔
そ
し
て
〕
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
可
罰
性
が
情
報
提
供
者
の
犯
罪
行
為
に
可
罰
的
に
協
力
し
た
点
に
認
め
ら
れ
る
場
合
に
も
、

い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
情
報
提
供
者
が
盗
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
可
罰
的
な
方
法
で
入
手
し
た
資
料
を
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
善
意
で

(
岨
)

取
得
し
た
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
が
当
て
は
ま
り
ま
す
。
刑
訴
法
九
七
条
五
項
第
二
文
が
同
条
二
項
第
三
文
を
準
用
し
て
い

る
こ
と
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
立
法
者
〔
自
身
〕
は
そ
の
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
の
で
す
。

II 

解
決
の
可
能
性

刑事手続きにおける報道の自由 (Medienfreiheitlの保護

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
法
状
況
は
〔
決
し
て
〕
満
足
の
い
く
も
の
と
は
お
も
わ
れ
ま
せ
ん
。
証
拠
禁
止
に
関
す
る
判
例
の
中
で
は
、

例
え
ば
、

日
記
に
記
さ
れ
た
メ
モ
と
か
録
音
テ
l
プ
等
は
、
基
本
法
一
条
一
項
と
結
び
つ
い
た
同
二
条
一
項
の
基
本
権
を
侵
害
す
る
が
ゆ
え

に
、
〔
す
な
わ
ち
、
〕
使
用
禁
止
が
憲
法
か
ら
直
接
導
き
出
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
判
決
発
見
の
基
礎
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
か

な
り
以
前
か
ら
承
認
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
〔
だ
と
す
れ
ば
〕
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
一
定
の
取
材
資
料
を
(
証
拠
と
す
る
こ
と
は
〕
そ
れ
が

報
道
の
自
由
を
不
当
に
侵
害
す
る
が
ゆ
え
に
〔
証
拠
と
し
て
〕
使
用
で
き
な
い
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
、
も
は
や
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
(
で

し
ょ

'Zo--つ
ま
り
、
基
本
法
二
条
か
ら
〔
証
拠
の
〕
使
用
禁
止
が
導
き
出
せ
る
よ
う
に
、
他
の
基
本
権
か
ら
も
、
す
な
わ
ち
、
基
本
法
五

条
一
項
第
二
文
か
ら
も
〔
証
拠
の
使
用
禁
止
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
〕
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
使
用
禁
止
〔
を
導
き
出
す
こ
と
〕

そ
の
よ
う
な
使
用
禁
止
は
、
〔
そ
も
そ
も
〕
そ
の
証
明
の
対
象
が
判
決
発
見
の
基
礎
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
よ
う

な
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
〔
自
体
〕
を
、
既
に
禁
止
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
問
題
を
、
さ
ら
に
提
起
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
に
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
こ
の
問
題
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
す
。
す
な
わ
ち
、
基
本
法
二
条
な
い
し
、
例
え
ば
、
五
条
の
基
本
権
は
、
許
さ

れ
な
い
証
拠
資
料
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
侵
害
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
刑
事
訴
追
当
局
が
そ
れ
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
既
に
侵
害
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
私
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
の
判
決
発
見
の
際
に
そ
の
使
用
が
排
除
さ
れ
る
よ

が
可
能
だ
と
し
ま
し
で
も
、
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演

う
な
資
料
は
、
〔
そ
も
そ
も
〕
押
収
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
〔
そ
の
よ
う
な
〕
基
本
法
上
の
〔
証
拠
の
〕
使
用
禁
止
か
ら
基
本
法
上
の
押
収

禁
止
が
導
か
れ
、
さ
ら
に
、
|
そ
れ
を
確
保
す
る
た
め
に
基
本
法
上
の
捜
索
禁
止
が
導
か
れ
る
の
で
す
。
か
よ
う
な
理
由
か
ら
、
基
本
法

上
押
収
禁
止
の
い
く
つ
か
の
可
能
性
が
原
則
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

報
道
の
自
由
の
領
域
で
は
、
そ
の
よ
う
な
〔
証
拠
の
〕
使
用
禁
止
お
よ
び
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
押
収
禁
止
は
、
い
わ
ゆ
る
リ
ュ

l
卜
判
決
で

展
開
さ
れ
た
反
転
理
論
を
適
用
し
、
報
道
の
自
由
の
利
益
と
刑
事
訴
追
の
そ
れ
と
を
〔
比
較
〕
衡
量
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
の
み
導
き
出
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
に
も
、
こ
の
点
に
関
す
る
立
法
者
の
決
定
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
初
め
て
、
個
々
の
事
案
に
お
け
る
裁
判
官
の

具
体
的
〔
利
益
〕
衡
量
が
許
さ
れ
る
の
で
す
。
刑
訴
法
九
七
条
五
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
主
と
し
て
証
言
拒
絶
権
を
確
保
す
る
た
め
の

押
収
禁
止
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
、
被
疑
者
〔
・
被
告
人
〕
と
さ
れ
た
報
道
関
係
者
に
対
す
る
刑
事
訴
追
の
利
益
と
報
道
の
自
由
と
の
関

係
の
問
題
は
、
刑
訴
法
九
七
条
二
項
第
三
文
で
わ
ず
か
に
付
臨
的
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
点
を
考
慮
し
ま
す
と
、
そ
の
限

り
で
、
少
な
く
と
も
不
備
の
あ
る
法
規
定
が
存
在
し
て
い
る
〔
こ
と
に
な
り
ま
す
〕
。
〔
そ
し
て
〕
こ
の
規
定
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て

シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
判
決
が
下
さ
れ
た
当
時
の
刑
訴
法
旧
五
三
条
に
相
当
す
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
裁
判
官
が
個
々
の
事
案
に
お
い

て
〔
利
益
〕
衡
量
を
行
う
余
地
が
あ
る
の
で
す
。
|
|
し
か
し
、
そ
れ
が
〔
具
体
的
に
〕
ど
の
よ
う
に
な
さ
る
べ
き
か
は
、
全
く
未
解
決
の
問
題

で
す
。
〔
た
だ
し
〕
そ
の
よ
う
な
利
益
衡
量
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
刑
事
訴
追
当
局
に
よ
っ
て
取
り
調
べ
ら
れ
て
い
る
〔
犯
罪
〕
事
実
の
重
大

講

さ
に
着
目
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

自
ら
取
材
し
た
資
料
も
押
収
を
免
れ
る
資
料
と
同
様
に
扱
う
場
合
に
は
、
情
報
提
供
者
が
訴
追
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
限
り
、
証
言
拒
絶
権

の
保
護
は
捜
索
・
押
収
禁
止
を
通
じ
て
拡
大
さ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
限
り
で
〔
証
拠
の
〕
使
用
禁
止
が
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。
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第
四
部

テ
ー
ゼ

〔
本
日
の
講
演
を
終
え
る
に
あ
た
り
ま
し
て
、
私
が
こ
れ
ま
で
申
し
上
げ
て
ま
い
り
ま
し
た
こ
と
を
、
次
の
よ
う
な
テ

i
ゼ
に
要
約
し
、

結
び
に
代
え
た
い
と
存
じ
ま
す
。
〕

刑事手続きにおける報道の自由 CMedienfreiheit)の保護

刑
事
手
続
き
で
は
、
刑
事
訴
追
の
利
益
と
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
報
道
の
自
由
の
保
護
と
が
相
互
に
対
立
す
る
。
か
よ
う
な
対
立
は
、
〔
そ

れ
ぞ
れ
の
〕
対
立
す
る
利
益
を
〔
比
較
〕
衡
量
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ー
l
l〔
た
だ
し
そ
れ
は
、
〕
こ
れ
ら
の
利
益

の
い
ず
れ
か
一
方
に
原
則
的
な
優
位
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ー
常
に
優
先
さ
れ
る
べ
き
i
立
法
者
の
決
定
を
通
し
て
、
あ
る

い
は
〔
立
法
者
が
こ
の
点
を
明
確
に
し
て
い
な
い
場
合
は
〕
具
体
的
事
案
に
お
け
る
裁
判
官
の
〔
利
益
〕
衡
量
を
通
し
て
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な

1 ら
な
い
。刑

訴
法
五
三
条
一
項
五
号
に
規
定
す
る
報
道
関
係
者
の
証
言
拒
絶
権
は
、
報
道
の
自
由
の
保
護
に
役
立
つ
。
立
法
者
は
、
こ
の
規
定
に

よ
っ
て
{
特
定
の
〕
あ
る
分
野
に
つ
い
て
、
包
括
的
規
制
を
設
け
た
の
で
あ
る
。
法
律
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
利
益
衡
量
と
並
ん
で
、

裁
判
官
に
よ
る
〔
個
々
の
事
案
に
お
け
る
〕
具
体
的
〔
利
益
〕
衡
量
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
も
は
や
な
い
。
〔
基
本
権
の
制
限
に
際
し
て
の
〕
比
例

性
〔
〈

2
E
}宮
町
宮
以

E
m
w
m伊
丹
〕
の
原
則
を
維
持
す
る
場
合
に
も
同
様
の
こ
と
が
妥
当
す
る
。

ω
〔
証
言
拒
絶
権
の
認
め
ら
れ
る
範
囲
を
〕
プ
レ
ス
並
び
に
放
送
制
作
の
編
集
部
門
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
憲
法
上
疑
問
が
あ
る
。

情
報
提
供
者
等
の
所
在
に
関
す
る
質
問
に
は
、
そ
の
限
り
で
い
か
な
る
証
言
義
務
も
存
在
し
な
い
が
ゆ
え
に
答
え
る
必
要
が
な
い
。

も
っ
ぱ
ら
自
分
で
調
査
し
た
資
料
は
、
捜
索
禁
止
と
結
び
つ
い
た
押
収
禁
止
に
よ
っ
て
の
み
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な

2 )
 

旬。c) 
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演

い
ず
れ
に
せ
よ
、
証
言
拒
絶
権
に
よ
っ
て
直
接
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

調
査
に
際
し
て
〔
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
〕
可
罰
的
行
為
に
関
し
て
、
自
ら
感
覚
的
に
知
覚
し
た
事
柄
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
刑
訴
法
五
三

条
一
項
五
号
の
証
言
拒
絶
権
に
含
ま
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
制
限
の
な
い
証
言
義
務
を
負
う
。

3

刑
訴
法
九
七
条
五
項
の
押
収
・
捜
索
禁
止
に
関
す
る
規
定
は
、
一
定
の
〔
者
の
〕
証
言
拒
絶
権
を
保
障
す
る
た
め
に
だ
け
役
立
つ
に
す
ぎ

な
い
。
同
規
定
は
、
自
ら
探
知
し
た
資
料
を
含
ん
で
い
な
い
。
ー
ー
そ
の
限
り
で
、
〔
こ
の
よ
う
な
資
料
に
関
し
て
は
〕
基
本
法
五
条
一
項
第

二
文
か
ら
直
接
、
押
収
禁
止
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
〔
に
す
ぎ
な
い
〕
。
そ
れ
ら
〔
の
押
収
禁
止
〕
は
、
報
道
の
自
由
と
刑
事
訴
追
の
利
益

と
い
う
対
立
す
る
利
益
を
、
個
々
の
事
案
に
お
い
て
裁
判
官
が
〔
比
較
〕
衡
量
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
化
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

資
料
は
検
証
・
書
証
の
対
象
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

d
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門
出
侶
巴
ぽ

V
U
2仲

間

n
y
g
ω
g同庁印吋巾
n
F
N印
〉
口
出
ム

H∞司自

(
4
)
ω
n
v
o
-
N・
』

N
E∞
y
g
y
g
ω
・

(
5
)

区
間
山
内
問
問
阿
ハ
回
同
陪
明
〉
2
・
印
〉
冨
・
?
戸
河
内
山
口
・

5
日
一
回
陸
回
出
門
畑
町
間
阿
倍
h
同
町

F
。
P
品〉ロ同
]w
〉
え
・
印
河
内
同
ロ
-
N
〈
・
冨
5nvw

。
P
K
Fえ・印一
mE-Mω
一
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
確
立
し
た
判
例
で
も
あ
る
。

4m--N-∞
∞
〈
巾
『
出
開
N

Y

N

吋H
w

問団・

(6)

切
〈
巾
え
の
何
一
ア

H
E
-
M
O∞・

(
7
)

切
〈
巾
岡
崎
の
同
一
戸

HU∞
-MOU・

(
8
)

∞
〈
巾
止
の
悶
叶
.H由∞
.MHC
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(∞) 穿~Q判~~'描n(1きいの""Q -'J~い v. Munch， GG， Art. 5 Rdn. 52. 

(ヨ) Maunz-Durig-Herzog， Art. 5 Abs. 1， II， Rdn. 260. 

(口)おfaunz-Duri将-Herzog，Art. 5 Abs. 1， II， Rdn. 275. 
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(記) JR. 1983， 382. 
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(日) BVerfGE 21， 271，笠9.
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(~) BGHSt. 28， 240‘ 

(自) BGHSt. 28， 240， 246. 

(自) BGHSt. 28， 240， 247ff. 

(お) S. z.B生虫邑盟&.DNot2 1984， 195， 202. 

(~) Vg1. z.B Lowe-Rosenberg-Meyer， ~ 97 Rdn. 3 und ~ 103 Rdn. 9 

(~) Jarass， AfP 1977， 214， 215. 

(宕) Vg1. z.B BVerfGE 56， 247， 248. und - unveroffentlicht - Besch1. v. 16.1.198θ， 2 BvR 1499/79; BGHSt. 28，240，255; 
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Kohlhaas， LoffJer-Festschrift 1980 S. 143， 150絹~ ~ LoffJer， NJW 1978，913，915.笠r トJ.長..lJl区京01:::1螺;{d心わい二令。。

(~) Vgl. Gros und LoffJer a.a.O. (jiii;召;l;lijg)

(~) R生旦担旦， AtP 1982， 189， 190. 

(沼) KK-Laufhutte， ~ 97 Rdn. 18 

(沼) 言三日吉土日長平機 11 郎総川わ<0~王女~(ìユトr笠 F 迫田鰻践川話凶-;{d4総監キJ 付。

(お) I道主犯眠Eさや.lQ令。o vgI. z.B Lowe-Rosenberg-Meyer， a.a.O (1這ヨヨm罰)

(お) BVerfGE 64， 108， 118; so schon fruher z.B BVerfGE 25，296，305; 33， 367， 374. 

(お) BVerfGE 7， 198. 

(沼) BVerfGE 20， 162， 187; ebenso BVerfGE 33， 367，378; 

(~) BVerfGE 20， 162， 189. 

(宕) BVerfGE 25， 296， 305; 64， 108， 119f 

(弓) BVerfGE 38，103，105. 

(ミ) Vgl. BVerfGE 20， 162， 187; 25， 296， 305. 

(記) BVerfGE 64， 108， 118ff 

(::;J:) I堅笠， JZ 1983， 799. 

(写) ト J0暖;{d煩~~思震ドト(l，.，j) 0 ..lJ~い E生旦担旦， AtP 1982， 189， 192. 

(~) Vgl. BGHSt. 14 ， 358， 364 定結鴬 1111 1(~ 1邸燃11わ<' ~11 g]111機固郎総 1-t{;{d，.，j)総監キJ.L{，。

(与) Vgl. Lowe-Rosenberg-Meye!:， ~ 97 Rdn. 1; KK-1担 fhut笠， ~ 97 Rdn. 1 

(等) Vgl.z.BLowe-Rosenberg-Meyer， ~ 97 Rdn. 32 

(~) Vgl. dazu z.B. Gδssel， JZ 1984， 361 

(呂) Vgl. z.B. BVerfGE 38，103， 105 m.w.N 

(巴) BVerfGE 7， 198; ~J 0J廷は~~\J笠F 湿潤Q燃 1 ¥詰υ冨.D;{d 4特~陛キJ .L{， O

(自) BVerfGE 20， 162 ;{d~総監キ1 付。
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Zipf， Strafrecht Allgemeiner Tei!， Tei!band 2， 1984; Lowe-Rosenberg-Gossel. StPO. Groskommentar. 24 Aufl， 12. 

Lieferung， ~~ 359-373a; Die Stellung des Verteidigers im rechtsstaatlichen Strafverfahren， in; ZStW Bd 94，1982， S. 

5ff; Uberlegungen zur Bedeutung des Legalitatsprinzips im rechtsstaatlichen Strafverfahren， in: Festschrift fur 

Dunnebier， 1982， S.l2lff; Uber die Zulassigkeit der Wiederaufnahme gegen tei!rechtskraftige Verwertungsverbote 

im Strafverfahren， in; ]2 1984， S.36lff; Das Rehtsgut als ungeschriebenes straibarkeitseinschrankendes Tat-

Zugleich ein Versuch uber Das Verhalfnis von Rechtsgut， Tatbestand und Norm. in; Fest-

schrift fur Oehler 1985 S. 97ff.~為雨時。総鞘Q騨闘・榊廷はmiR..-Jいさ'個民拠 11畢『困tムヤト百三潟糾糾縛!葉~ (1・R中
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演

一
二
六
七
頁
、
宮
沢
浩
一
、
井
田

良
「
西
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
現
状
(
追
録
刊
)

L

慶
応
義
塾
大
学
法
学
研
究
五
七
巻
一
二
号
(
一

八
年
)

九
八
四
年
)

一
四
一
二
頁
参
照
。

一
九
八
六
年
九
月
に
慶
応
義
塾
大
学
の
招
き
で
来
日
さ
れ
、
約
一
ヶ
月
に
わ
た
り
全
国
の
各
大
学
で
様
々
な
テ
l
マ

言誇

ゲ
ッ
セ
ル
教
授
は
、

の
講
演
を
さ
れ
た
。

本
講
演
(
常
盤
大
学
で
も
同
一
内
容
の
講
演
が
行
わ
れ
た
由
)
の
内
容
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
研
究
が
比
較
的
少
な
い
我
国
の
現
状
(
刑

事
司
法
と
報
道
の
自
由
に
関
す
る
従
前
の
研
究
と
し
て
は
、
古
く
は
、
鴨
良
弼
「
報
道
の
自
由
と
刑
事
訴
訟
法
|
|
証
言
拒
否
権
|
|
」

一
橋
論
叢
六
二
巻
四
号
(
一
九
六
九
年
)
三
五
頁
以
下
が
特
記
で
き
よ
う
。
そ
の
他
、
「
特
集
報
道
の
自
由
と
刑
事
裁
判
」
法
律
の
ひ
ろ
ば

二
二
巻
一
一
号
(
一
九
六
九
年
)
六
頁
以
下
、
「
特
集
刑
事
司
法
と
報
道
の
自
由
L

ジ
ュ
リ
ス
ト

Z
。
・
品
包
(
一
九
六
九
年
}
一
五
頁
以

下
、
町
野
朔
「
栽
判
と
マ
ス
コ
ミ
|
刑
事
司
法
と
報
道
の
自
由
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
『
総
合
特
集
現
代
の
マ
ス
コ
ミ
』
(
一
九
七
六
年
)
な

ど
。
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、
鴨
良
弼
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
証
言
拒
否
権
」
『
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
四
巻
』
(
一
九
八
五

年
)
二
三
七
頁
以
下
、
上
口
裕
「
刑
事
司
法
と
報
道
の
自
由
ア
メ
リ
カ
と
西
ド
イ
ツ
の
現
状
ご
)
(
二
)
」
南
山
法
学
一

O
巻
一
号
(
一

九
八
六
年
)
一
頁
以
下
、
二
号
(
問
)
一
頁
以
下
、
松
本
一
郎
「
犯
罪
報
道
と
刑
事
手
続
L

ジ
ュ
リ
ス
ト
吾
∞
巴
(
一
九
八
六
年
)
一

O
二
頁
以

下
が
あ
る
。
)
の
下
で
は
、
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
翻
訳
に
際
し
て
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
原
文
を
尊
重
し
で
き
る
だ
け
忠
実
に
訳
す
よ
う
に
配
慮
し
た
が
、
多
少
意
訳
し
た
部
分

)
の
部
分
は
、
原
文
自
体

も
あ
る
。
〔

〕
の
部
分
は
、
訳
者
が
便
宜
上
言
葉
を
補
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
原
語
を
示
し
た
個
所
で
あ
り
、
(

が
括
弧
を
使
用
し
て
い
る
個
所
で
あ
る
。
ま
た
、
原
文
の
引
用
記
号
。

。
に
つ
い
て
は
、
「

」
に
変
え
て
使
用
し
た
。
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