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一
九
七
六
年
、
ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
の
新
し
い
民
法
典
（
N
一
く
凶
蒔
窃
曾
N
－

げ
暮
F
N
O
切
）
は
、
新
民
事
訴
訟
法
と
と
も
に
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
法
典

は
、
長
年
に
わ
た
る
準
備
作
業
の
後
に
出
来
上
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

準
備
に
、
私
は
多
く
の
委
員
会
の
委
員
長
と
し
て
関
与
し
た
。
こ
の
法
律

に
よ
り
、
ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
に
お
け
る
社
会
主
義
法
体
系
は
完
成
し
た

の
で
あ
る
。
一
九
〇
〇
年
の
民
法
（
ω
O
ω
）
は
、
こ
の
時
ま
で
な
お
効
力

を
も
っ
て
い
た
が
失
効
し
、
そ
の
代
り
に
、
質
的
に
新
し
い
法
規
範
、
す

な
わ
ち
、
一
面
に
お
い
て
は
社
会
の
発
展
が
到
達
し
た
状
態
に
即
応
し
、

ま
た
他
面
に
お
い
て
は
、
社
会
主
義
的
な
発
展
し
た
社
会
を
さ
ら
に
構
築

す
る
の
に
役
立
つ
よ
う
な
規
範
が
そ
れ
に
と
っ
て
代
っ
た
。

　
以
下
に
お
い
て
、
私
は
、
新
し
い
民
法
が
旧
民
法
と
ど
の
よ
う
な
点
で

違
っ
て
い
る
か
を
、
い
く
ら
か
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。
勿
論
、

一
般
的
に
は
、
新
民
法
は
社
会
主
義
的
に
発
展
し
た
社
会
の
私
法
、
そ
し

て
社
会
主
義
的
生
産
関
係
を
基
礎
と
し
て
成
立
す
る
法
規
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
、
新
民
法
に
は
旧
民
法
と
具

体
的
に
著
し
く
異
な
っ
た
一
連
の
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
本
来

的
に
、
ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
の
民
法
典
に
お
け
る
新
し
い
点
を
正
し
く
は

っ
き
り
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
に
お
け
る
新
し
い
民
法
と
民
事
訴
訟
法
、
お
よ
び
こ
の
法
分
野
に
つ
い
て
の
学
生
の
教
育
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五
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ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
に
お
け
る
新
し
い
民
法
と
民
事
訴
訟
法
、
お
よ
び
こ
の
法
分
野
に
つ
い
て
の
学
生
の
教
育

　
ま
ず
第
一
に
、
法
典
に
よ
る
規
制
の
対
象
が
本
質
的
に
変
っ
た
と
い
う

こ
と
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
法
典
は
市
民
と
機
関
－
物
質
的

か
つ
文
化
的
財
物
と
サ
…
ピ
ス
を
も
っ
て
直
接
市
民
の
世
話
を
す
る
た
め

設
け
ら
れ
た
機
関
、
た
と
え
ば
、
小
売
り
業
、
サ
ー
ピ
ス
業
、
交
通
事
業
、

貯
蓄
銀
行
、
保
険
事
業
な
ど
ー
と
の
関
係
を
規
律
し
、
ま
た
市
民
相
互

の
関
係
を
、
売
冗
も
し
く
は
物
の
貸
借
と
い
う
よ
う
な
法
律
関
係
に
即
し

て
規
律
す
る
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
旧
民
法
は
商
品
と
貨
弊
の
関
係
を
規

律
す
る
こ
と
を
も
っ
ば
ら
構
想
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
経
済
的
諸
企
業
間

の
法
律
関
係
を
規
制
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
に
お

け
る
現
代
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
「
経
済
法
」
の
法
分
野
に
属
し
、
社
会

主
義
経
済
に
お
け
る
契
約
制
度
に
関
す
る
法
律
（
契
約
法
）
に
よ
り
規
律

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
法
典
は
、
ー
憲
法
に
基
づ
き
、
か
つ
社
会
主
義
社
会
に
お
け

る
所
有
の
構
造
に
対
応
し
て
1
社
会
主
義
的
所
有
権
の
包
括
的
保
護

（
全
国
家
的
所
有
も
し
く
は
国
有
財
産
、
お
よ
び
共
同
体
所
有
、
社
会
的

機
関
の
所
有
と
い
う
そ
の
三
つ
の
形
式
に
お
い
て
）
、
お
よ
び
そ
れ
を
基

礎
と
し
、
ま
た
そ
れ
か
ら
導
か
れ
る
市
民
の
個
人
的
所
有
権
を
も
規
律
す

る
。
国
有
財
産
不
可
侵
の
原
則
が
存
在
す
る
。
市
民
の
個
人
的
所
有
権
は

労
働
所
有
権
す
な
わ
ち
、
社
会
に
対
す
る
個
人
の
労
働
に
よ
り
、
能
力
原

則
に
よ
り
獲
得
さ
れ
た
所
有
権
の
性
質
を
も
ち
、
そ
れ
は
消
費
財
、
貯
蓄

（
銀
行
預
金
お
よ
び
金
融
機
関
に
お
け
る
そ
の
他
の
投
資
）
お
よ
び
類
似

一
五
二

の
財
産
権
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
全
て
は
、
旧
民
法
の
著
し
く

抽
象
的
な
所
有
権
概
念
と
は
正
反
対
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
法
典
の
主
要
な
部
分
と
し
て
、
市
民
の
物
質
的
文
化
的
利
益
を
充
足
す

る
た
め
の
諸
契
約
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
供
給
業
者
が
市
民
に
対
し
充
足

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
本
的
な
義
務
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
市
民

は
、
供
給
関
係
の
形
成
に
際
し
、
そ
の
協
同
権
を
、
商
業
機
関
（
H
O
）
の

顧
問
団
、
消
費
共
同
体
の
売
場
委
員
会
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
類
似
の
方

法
で
そ
れ
に
参
加
す
る
と
い
う
仕
方
で
行
使
す
る
。
以
前
の
、
旧
民
法
売

冗
に
お
け
る
、
一
方
で
は
担
保
、
他
方
で
は
保
証
と
い
う
二
元
的
な
規
制

は
克
服
さ
れ
た
。
今
目
で
は
、
民
法
に
保
証
に
つ
い
て
の
統
一
的
な
規
定

が
存
在
す
る
。
民
法
が
法
典
の
こ
の
部
分
に
規
定
し
て
い
る
契
約
類
型
の

中
に
は
、
売
冗
契
約
、
住
居
の
賃
貸
、
請
負
契
約
と
い
っ
た
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
類
型
の
ほ
か
、
は
じ
め
て
民
法
に
規
定
さ
れ
た
多
く
の
契
約
、
た

と
え
ば
旅
行
業
者
と
市
民
の
間
の
旅
行
と
休
養
の
給
付
に
関
す
る
契
約
、

あ
る
い
は
市
民
間
の
相
互
援
護
に
関
す
る
契
約
な
ど
が
あ
る
。

　
旧
民
法
に
対
し
、
新
民
法
に
お
け
る
全
く
新
し
い
基
本
的
な
考
え
方

は
、
損
害
の
防
止
と
予
防
の
原
則
で
あ
る
。
ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
の
新
し

い
民
法
は
、
損
害
が
発
生
し
、
ま
た
は
民
法
上
の
結
果
を
伴
っ
た
と
こ
ろ

の
法
律
違
反
が
生
じ
た
後
は
じ
め
て
機
能
す
る
と
い
う
意
味
で
の
紛
争
法

で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
法
典
は
、
損
害
の
予
防
と
権
利
侵
害
の
防
止

と
い
う
線
で
市
民
の
在
り
方
を
方
向
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
し
か
し
、
損



害
の
防
止
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
創
意
と
活
動
を
一
般
的
に
呼
び
か
け

る
と
い
う
形
式
で
規
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
法
律
は
損
害
防
止

の
救
助
行
為
を
し
た
者
に
、
ー
報
酬
お
よ
び
そ
の
積
極
的
な
行
為
に
対

す
る
表
彰
と
し
て
1
彼
が
そ
れ
に
よ
っ
て
受
け
た
損
害
の
補
償
を
求
め

る
請
求
権
を
認
め
た
。
賠
償
義
務
者
は
、
救
助
者
の
行
為
に
よ
り
利
益
を

う
け
た
者
で
あ
り
、
賠
償
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
万
一
の
場
合
に
は
、
ド

イ
ッ
民
主
共
和
国
の
国
家
保
険
が
あ
る
。

　
新
民
法
の
、
旧
民
法
に
対
す
る
基
本
的
な
そ
の
他
の
特
色
は
、
損
害
賠

償
法
を
統
一
し
た
点
に
あ
る
。
以
前
は
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
請

求
は
、
そ
れ
以
外
の
損
害
賠
償
請
求
（
い
わ
ゆ
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損

害
賠
償
請
求
）
と
厳
格
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
い
ま
や
債
務
不
履
行
に
よ

る
請
求
と
そ
れ
以
外
の
請
求
の
要
件
は
統
一
さ
れ
て
い
る
。
民
法
の
契
約

法
は
、
損
害
賠
償
に
つ
い
て
の
契
約
上
の
請
求
を
認
め
る
全
て
の
箇
所
に

お
い
て
、
特
別
の
損
害
賠
償
要
件
を
規
定
す
る
三
三
〇
条
以
下
を
準
用
し

て
い
る
。
こ
の
規
定
は
契
約
法
と
不
法
行
為
法
に
つ
き
統
一
的
に
効
力
を

も
つ
。

　
強
調
さ
れ
て
然
る
べ
き
も
の
は
、
民
法
の
新
し
い
損
害
賠
償
法
に
お
け

る
被
害
者
の
利
益
の
た
め
の
立
証
責
任
の
転
換
で
あ
る
。
旧
民
法
に
お
い

て
は
、
八
二
三
条
に
よ
り
、
損
害
を
引
き
起
こ
し
た
者
が
故
意
ま
た
は
過

失
を
も
っ
て
（
そ
の
責
任
で
）
行
為
し
た
と
い
う
こ
と
に
つ
き
、
被
害
者

が
立
証
責
任
を
負
っ
て
い
た
。
い
ま
や
そ
れ
は
加
害
者
の
も
の
と
さ
れ
、

彼
は
、
損
害
を
発
生
さ
せ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
故
意
・
過
失
（
責

任
性
）
な
く
し
て
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
、
か
つ
必
要
が
あ
れ

ば
そ
れ
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

裁
判
所
で
の
訴
訟
手
続
に
お
い
て
、
事
実
関
係
を
充
分
に
解
明
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
そ
こ
で
裁
判
所
が
立
証
責
任
の
そ
れ
ぞ
れ
の
分
配
法
則
に
従

っ
て
裁
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

　
旧
民
法
に
対
し
、
特
別
に
変
っ
た
新
し
い
種
類
の
も
の
は
、
民
法
四
六

条
の
定
め
て
い
る
一
般
的
な
業
務
条
項
公
布
の
要
求
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
民
法
の
定
め
て
い
る
市
民
の
権
利
が
、
そ
の
よ
う
な
一
般
的
な
条
項

（
例
え
ば
洗
濯
屋
あ
る
い
は
自
動
車
修
理
業
の
業
務
遂
行
に
関
す
る
条

項
）
に
よ
っ
て
再
び
弱
め
ら
れ
あ
る
い
は
否
定
さ
れ
る
と
い
う
危
険
が
生

じ
る
。
そ
こ
で
予
じ
め
こ
の
よ
う
な
契
約
条
項
成
立
の
過
程
に
お
い
て
、

そ
の
合
法
性
に
つ
き
特
別
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
行
な
わ
れ
る
。
民
法
は
、

こ
の
一
般
条
項
は
法
規
範
の
形
式
に
お
い
て
の
み
発
布
さ
れ
る
と
定
め
て

い
る
。
条
項
は
、
例
え
ば
当
該
事
項
担
当
大
臣
の
命
令
の
形
式
で
発
布
さ

れ
、
か
っ
そ
れ
以
外
に
法
務
大
臣
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
同
意
が

与
え
ら
れ
な
い
間
は
、
こ
の
種
の
条
項
に
法
規
範
性
は
生
じ
な
い
。
す
な

わ
ち
こ
の
条
項
は
契
約
内
容
と
し
て
考
慮
さ
れ
な
い
。

　
旧
民
法
に
対
し
、
新
民
法
の
本
質
的
に
新
し
い
点
は
以
上
の
よ
う
な
も

の
ば
か
り
で
は
な
く
、
損
害
賠
償
請
求
に
お
い
て
、
一
方
で
は
企
業
そ
の

他
の
法
人
と
、
他
方
で
は
市
民
と
の
間
に
差
別
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。

ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
に
お
け
る
新
し
い
民
法
と
民
事
訴
訟
法
、
お
よ
び
こ
の
法
分
野
に
つ
い
て
の
学
生
の
教
育

一
五
三



ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
に
お
け
る
新
し
い
民
法
と
民
事
訴
訟
法
、
お
よ
び
こ
の
法
分
野
に
つ
い
て
の
学
生
の
教
育

法
人
と
市
民
が
そ
れ
ぞ
れ
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
と
い
う
二
つ
の
場
合
に
、

法
律
は
あ
る
程
度
、
そ
れ
ぞ
れ
が
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
損
害
を
生
じ

さ
せ
た
と
い
う
こ
と
を
推
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
責
任
を
解
除
す
る
証

拠
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
実
体
的
責
任
を
免
か
れ
る
こ
と
は
、
法
人
の
方

が
市
民
よ
り
も
難
か
し
い
。
市
民
は
、
彼
が
そ
の
責
任
に
お
い
て
（
故
意

ま
た
は
過
失
に
よ
り
）
行
為
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
証
拠
を
提
出
す
る

こ
と
に
よ
り
、
実
体
的
責
任
か
ら
解
除
さ
れ
る
。
法
人
の
場
合
は
こ
れ
に

反
し
て
、
そ
の
責
任
か
ら
免
か
れ
る
た
め
に
は
、
法
人
が
、
社
会
主
義
的

生
産
関
係
を
損
害
の
防
止
の
た
め
提
供
で
き
る
可
能
性
を
充
分
利
用
す
る

こ
と
に
つ
ぎ
、
で
き
る
限
り
の
努
力
を
し
た
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
こ

の
可
能
性
を
利
用
し
尽
く
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
損
害
の
発
生
を
避
け
ら
れ

な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
し
か

し
、
概
し
て
、
非
常
に
困
難
で
あ
る
。

　
ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
の
新
し
い
民
法
は
、
法
人
の
従
業
員
の
、
被
害
者
に

対
す
る
無
責
任
性
の
原
則
を
導
入
し
た
。
旧
民
法
に
よ
れ
ば
、
雇
傭
関
係

に
あ
る
法
人
の
従
業
員
に
よ
り
損
害
が
引
き
起
さ
れ
た
場
合
、
被
害
者
に

対
し
法
人
と
従
業
員
と
が
併
行
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
た
（
旧
民
法
八
二

三
・
八
三
一
条
）
。
そ
れ
に
対
し
、
新
民
法
三
一
三
条
に
よ
れ
ば
、
そ
の
職

務
の
遂
行
に
際
し
損
害
を
発
生
さ
せ
た
従
業
員
の
実
体
的
責
任
は
、
一
般

的
に
間
題
と
さ
れ
な
い
。
そ
の
代
り
に
、
つ
ね
に
企
業
が
1
前
述
し
た

法
人
の
実
体
的
責
任
に
関
す
る
条
件
に
従
い
i
責
任
を
負
う
。
こ
の
こ

一
五
四

と
の
深
い
原
因
は
ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
の
新
し
い
労
働
法
に
あ
る
。
労
働

法
は
、
就
業
者
が
過
失
に
よ
っ
て
行
為
し
た
場
合
の
企
業
に
対
す
る
労
働

法
上
の
実
体
的
責
任
に
つ
き
、
月
給
の
額
ま
で
の
損
害
賠
償
義
務
を
予
定

し
て
い
る
。
こ
の
労
働
法
上
の
保
護
規
定
は
、
も
し
、
従
業
員
が
そ
の
ほ

か
被
害
を
う
け
た
第
三
者
に
対
し
、
民
法
上
の
観
点
か
ら
無
制
限
の
責
任

を
負
う
と
す
れ
ば
、
実
際
上
効
果
の
な
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
新
し

い
民
法
は
、
つ
ま
り
こ
の
重
要
な
点
に
お
い
て
も
新
し
い
労
働
法
と
調
和

が
と
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
企
業
（
法
人
）
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
労
働

法
上
従
業
員
に
対
し
償
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
外
部
に

対
し
、
被
害
を
う
け
た
第
三
者
に
対
し
て
は
企
業
だ
け
が
責
任
を
負
う
。

　
法
人
と
市
民
の
上
述
し
た
要
件
に
よ
る
一
般
的
な
損
害
賠
償
義
務
と
な

ら
ん
で
、
ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
の
新
し
い
民
法
は
、
客
観
的
賠
償
責
任
に

つ
い
て
法
の
統
一
を
行
な
っ
た
。
以
前
は
、
客
観
的
賠
償
責
任
を
定
め
る

重
要
な
法
規
は
、
旧
民
法
の
そ
と
、
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
鉄
道
事
業
に
お

け
る
損
害
に
関
す
る
旧
帝
国
債
務
法
あ
る
い
は
航
空
法
な
ど
に
規
定
さ
れ

て
い
た
。
新
民
法
は
こ
れ
と
は
反
対
に
、
よ
り
高
い
危
険
の
原
因
に
つ
き

実
体
的
な
責
任
の
統
一
し
た
構
成
要
件
を
規
定
し
た
。
こ
れ
に
は
と
り
わ

け
交
通
機
関
も
入
る
の
で
あ
り
、
そ
の
際
、
あ
る
い
は
存
在
す
る
か
も
知

れ
な
い
主
観
的
な
悪
意
な
い
し
責
任
性
を
考
慮
し
な
い
。
こ
の
客
観
的
賠

償
責
任
は
、
損
害
が
不
可
避
の
事
故
に
よ
り
生
じ
た
場
合
に
は
問
題
と
さ

れ
な
い
。
し
か
し
航
空
機
の
運
航
に
際
し
て
生
じ
た
損
害
の
場
合
に
は
、



そ
れ
が
不
可
避
の
事
故
、
例
え
ば
全
く
予
見
で
き
な
か
っ
た
突
然
の
嵐
に

よ
っ
て
生
じ
た
場
合
に
も
、
航
空
機
保
有
者
の
責
任
は
免
れ
な
い
。

　
新
し
い
民
法
は
、
旧
民
法
に
対
し
民
事
法
関
係
の
著
し
い
簡
素
化
と
明

確
化
を
、
時
効
期
問
の
統
一
と
簡
素
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
し
た
。
旧
民
法

が
認
め
て
い
た
三
〇
年
と
い
う
一
般
的
時
効
期
間
は
い
ま
や
存
在
し
な

い
。
契
約
上
の
請
求
に
つ
い
て
の
通
常
の
時
効
期
間
は
二
年
で
あ
る
。
契

約
関
係
上
の
損
害
賠
償
請
求
、
な
ら
び
に
契
約
外
の
責
任
は
四
年
で
時
効

と
な
る
。
裁
判
上
、
判
決
に
よ
っ
て
確
定
し
た
請
求
は
一
〇
年
で
時
効
で

あ
る
。
こ
れ
は
同
時
に
も
っ
と
も
長
い
時
効
期
間
で
あ
る
。

　
新
民
法
は
、
ま
た
身
体
傷
害
に
お
け
る
被
害
者
の
法
律
上
の
地
位
の
改

善
に
つ
い
て
も
特
別
の
考
慮
を
払
っ
て
い
る
。
被
害
者
の
損
害
賠
償
請
求

は
、
こ
こ
で
は
物
的
な
損
害
の
ほ
か
、
治
療
の
た
め
必
要
な
費
用
を
含
み
、

ま
た
彼
が
身
体
障
害
の
結
果
も
は
や
社
会
生
活
に
参
加
で
き
な
く
な
り
、

ま
た
は
そ
れ
が
制
限
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
適
切
な
補
償
（
例
え
ば
テ

レ
ビ
の
支
給
な
い
し
は
そ
れ
に
必
要
な
金
額
の
支
払
）
の
請
求
を
含
ん
で

い
る
。
そ
れ
以
外
に
、
さ
ら
に
被
害
者
が
身
体
障
害
に
よ
り
、
長
期
間
も

し
く
は
著
し
く
そ
の
健
康
な
生
活
を
損
な
わ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
金
銭
の

補
償
請
求
も
あ
る
（
こ
れ
は
以
前
“
慰
籍
料
”
と
呼
ば
れ
て
い
た
）
。

　
新
し
い
民
法
に
お
け
る
被
害
者
の
よ
り
強
い
保
護
は
、
善
意
者
保
護
の

広
い
範
囲
で
の
廃
止
に
よ
っ
て
も
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
旧
民
法
は
動
産

の
取
得
に
つ
き
、
広
く
善
意
者
保
護
を
取
得
者
の
利
益
の
た
め
、
九
二
九

条
以
下
の
規
定
に
よ
り
認
め
て
い
た
。
も
し
所
有
者
が
そ
の
物
を
自
由
な

意
思
に
基
づ
き
ー
例
え
ば
貸
し
出
し
に
よ
り
～
そ
の
手
か
ら
与
え
た

も
の
で
あ
り
、
か
つ
取
得
者
が
善
意
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
が
そ

れ
で
あ
る
。
民
法
の
新
し
い
規
定
に
よ
れ
ば
、
善
意
取
得
は
金
銭
お
よ
び

無
記
名
証
券
の
ほ
か
、
な
お
小
売
り
商
か
ら
取
得
し
た
物
に
つ
い
て
だ
け

生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
全
て
の
場
合
に
お
い
て
は
、
本
当
の
所
有

者
が
所
有
権
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
所
有
者
が
紛
失
し
た
と
か
、

そ
の
他
の
方
法
で
そ
の
手
か
ら
離
れ
た
と
い
う
動
産
に
つ
い
て
だ
け
で
は

な
く
、
全
て
の
物
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
旧
民
法
に
対
し
特
に
新
し
い
も
の
は
、
新
民
法
に
お
け
る
綜
合
的
な
人

格
権
の
保
護
で
あ
る
。
新
民
法
は
七
条
に
よ
り
人
格
権
尊
重
の
広
汎
な
原

則
を
設
け
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
各
市
民
は
、
そ
の
人
格
権
、
特
に
そ
の
名

誉
、
声
望
、
人
物
像
（
い
わ
ゆ
る
肖
像
権
）
、
著
作
権
お
よ
び
他
の
同
様

な
創
造
的
活
動
か
ら
生
じ
る
権
利
ー
そ
の
中
に
は
演
奏
家
お
よ
び
そ
の

他
同
種
の
権
利
保
有
者
（
訳
者
注
、
例
え
ば
歌
手
）
の
活
動
保
護
権
が
含

ま
れ
る
ー
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
権
利
を
も
っ
て
い
る
。

彼
の
権
利
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
て
は
多
数
の
防
禦
権
が
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
、
将
来
の
権
利
侵
害
に
関
す
る
不
作
為
請
求
、
あ
る
い
は
公
的
な

訂
正
に
よ
る
法
律
状
態
の
回
復
請
求
の
よ
う
に
、
責
任
性
の
有
無
を
考
慮

す
る
こ
と
な
く
認
め
ら
れ
る
。
人
格
権
侵
害
に
お
い
て
損
害
賠
償
請
求

は
、
権
利
侵
害
に
よ
り
物
的
損
害
が
被
害
者
に
生
じ
た
場
合
に
の
み
認
め

ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
に
お
け
る
新
し
い
民
法
と
民
事
訴
訟
法
、
お
よ
び
こ
の
法
分
野
に
つ
い
て
の
学
生
の
教
育

一
五
五



ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
に
お
け
る
新
し
い
民
法
と
民
事
訴
訟
法
、
お
よ
び
こ
の
法
分
野
に
つ
い
て
の
学
生
の
教
育

ら
れ
る
。
人
格
権
侵
害
そ
の
も
の
だ
け
で
、
つ
ま
り
こ
の
侵
害
に
よ
り
生

じ
た
非
物
質
的
損
害
に
つ
い
て
は
、
上
述
し
た
健
康
を
害
し
た
場
合
を
除

い
て
、
ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
で
は
損
害
賠
償
請
求
は
成
立
し
な
い
。

　
総
括
す
る
と
、
こ
こ
に
要
約
し
て
述
べ
た
新
ら
し
い
規
定
に
よ
っ
て

も
、
新
民
法
は
社
会
主
義
的
市
民
法
の
基
本
的
な
法
典
と
し
て
、
著
し
く

簡
素
化
さ
れ
、
な
か
ん
ず
く
市
民
に
わ
か
り
や
す
く
、
か
つ
よ
り
よ
く
概

観
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
法
典
を
作
る
こ

と
は
、
ド
イ
ッ
社
会
主
義
統
一
党
が
立
法
作
業
の
最
後
の
段
階
に
出
発
の

合
図
を
出
し
た
と
き
、
当
時
の
第
八
回
党
大
会
が
設
定
し
た
特
別
の
法
政

策
目
標
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
が
過
去
六
年
間
、
新
し
い
法
典
に

つ
き
実
務
に
お
い
て
え
た
経
験
、
そ
し
て
ま
た
多
数
の
外
国
の
専
門
家
の

評
判
は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
法
典
に
よ
り
、
ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
に
お
い

て
、
そ
の
設
定
し
た
目
標
に
著
し
く
接
近
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

二

　
民
法
典
と
同
様
、
新
し
い
民
事
訴
訟
法
は
、
民
事
訴
訟
手
続
の
簡
素
な

そ
し
て
各
市
民
に
よ
く
概
観
で
き
る
形
式
を
心
が
け
た
。
民
事
訴
訟
法

は
、
同
じ
く
長
年
に
わ
た
る
学
問
的
準
備
作
業
と
裁
判
所
に
お
け
る
経

験
、
と
く
に
ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
の
最
上
級
裁
判
所
の
判
決
を
そ
の
基
礎

と
し
て
い
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
新
し
い
民
事
訴
訟
法
の
旧
民
事
訴
訟

法
に
対
し
新
し
い
点
を
要
約
し
よ
う
。

一
五
六

　
基
本
的
な
相
違
は
、
一
般
的
に
は
裁
判
所
の
地
位
に
、
そ
し
て
特
別
に

は
訴
訟
当
事
者
に
対
す
る
関
係
に
あ
る
。
裁
判
所
は
各
紛
争
事
件
に
お
い

て
、
紛
争
資
料
に
つ
き
真
実
を
探
知
し
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
迅
速
な
手

続
に
お
い
て
法
律
に
即
し
た
判
決
を
言
渡
す
こ
と
を
任
務
と
し
て
い
る
。

裁
判
所
は
、
い
わ
ゆ
る
「
形
式
的
真
実
」
を
も
っ
て
満
足
し
て
は
な
ら

ず
、
客
観
的
真
実
を
探
究
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
の
故
に
裁
判
所
は

職
権
に
よ
り
あ
ら
ゆ
る
証
拠
資
料
を
用
い
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
す
な
わ

ち
、
例
え
ば
証
人
を
訴
訟
当
事
者
の
申
立
に
基
づ
い
て
ば
か
り
で
は
な

く
、
職
権
に
よ
っ
て
も
ま
た
訊
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
訴
訟
手
続
は
、

し
か
し
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
訴
訟
当
事
者
に
と
っ
て
必
要
な
権
利
保
護

を
可
能
な
限
り
素
早
い
判
決
に
よ
っ
て
は
か
る
た
め
に
停
滞
な
く
進
行
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
実
の
探
究
と
手
続
の
迅
速
な
実
施
は
互
に
妨

げ
て
は
な
ら
ず
、
か
え
っ
て
互
に
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所

は
そ
れ
だ
か
ら
、
当
事
者
に
対
し
適
切
な
指
示
に
よ
り
妥
当
な
申
立
を
な

す
よ
う
示
唆
し
、
彼
ら
を
釈
明
義
務
の
範
囲
内
で
、
そ
の
訴
訟
上
の
権
利

の
責
任
あ
る
主
張
と
訴
訟
上
の
義
務
の
履
行
に
つ
き
援
助
す
る
、
と
い
う

任
務
を
も
っ
て
い
る
。

　
右
の
ほ
か
、
旧
民
事
訴
訟
法
に
対
し
て
非
常
に
重
要
な
差
異
は
、
訴
訟

事
件
の
解
明
に
お
い
て
当
事
者
の
固
有
の
責
任
お
よ
び
固
有
の
主
体
性
が

高
め
ら
れ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
す
で
に
民
法
典
に
お
い
て
、
市
民
と
法

人
は
裁
判
所
に
訴
を
起
こ
す
前
に
、
法
的
紛
争
を
自
己
の
責
任
に
お
い
て



除
去
す
る
た
め
可
能
な
全
て
の
方
法
を
試
み
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
民
法
一
六
条
に
よ
り
、
す
で
に
裁
判
手
続
の
開
始
前
に
は
た
ら
い

て
い
る
こ
の
規
範
は
、
同
様
に
し
て
開
始
さ
れ
た
手
続
の
中
に
お
い
て
も

考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所
は
、
手
続
が
如
何
な
る
状
態
に

あ
っ
て
も
、
訴
訟
当
事
者
間
に
合
意
の
成
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
を
審

査
し
、
な
お
場
合
に
よ
っ
て
は
、
合
意
の
提
案
を
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
合
意
は
ま
た
、
原
告
に
よ
る
訴
の
取
下
げ
、
あ
る
い
は
請

求
の
認
諾
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
る
。
訴
訟
当
事
者
が
あ
わ
て
て
誤
ま
っ
た

決
意
を
し
た
場
合
の
た
め
、
当
事
者
は
、
二
週
間
の
間
、
合
意
を
撤
回
で

き
る
機
会
を
も
っ
て
い
る
（
当
事
者
は
合
意
の
締
結
に
際
し
て
撤
回
を
放

棄
す
る
こ
と
も
で
き
る
）
。

　
ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
の
新
し
い
民
事
訴
訟
法
は
、
特
に
、
市
民
の
裁
判

所
利
用
の
機
会
を
拡
張
し
た
点
で
優
れ
て
い
る
。
第
一
審
裁
判
所
は
地
区

裁
判
所
（
国
お
一
詔
震
8
窪
）
で
あ
る
（
た
だ
例
外
の
場
合
、
す
な
わ
ち
事

件
に
社
会
的
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
の
み
、
地
方
裁
判
所
〈
ω
①
・

N
凶
詩
詔
R
8
拝
〉
が
、
所
長
の
申
立
に
よ
り
第
一
審
裁
判
所
と
し
て
審
理

し
裁
判
す
る
）
。
第
一
審
に
お
い
て
敗
訴
し
た
者
に
は
地
方
裁
判
所
へ
の

控
訴
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
終
局
的
に
確
定
し
た
判
決
が
言
渡
さ
れ

る
。
控
訴
は
い
か
な
る
場
合
に
も
可
能
で
あ
り
、
控
訴
申
立
額
は
一
定
の

額
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。
控
訴
は
、
不
服
申
立
の
な
さ
れ
る
判

決
を
言
渡
し
た
第
一
審
の
裁
判
所
に
申
し
立
て
ら
れ
る
。
弁
護
士
強
制

は
、
ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
で
は
廃
止
さ
れ
た
の
で
、
控
訴
の
提
起
に
つ
い

て
弁
護
士
は
必
要
で
な
い
。
訴
訟
費
用
予
納
義
務
の
廃
止
も
、
こ
の
規
則

の
行
な
わ
れ
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
原
告
に
裁
判
所
の
利
用

を
容
易
な
ら
し
め
て
い
る
。

　
特
別
に
重
要
な
の
は
、
手
続
の
集
中
に
つ
い
て
の
民
事
訴
訟
法
の
要
求

で
あ
る
。
裁
判
所
に
は
、
第
一
回
の
口
頭
弁
論
期
目
の
準
備
を
な
す
に
当

り
、
第
一
回
期
日
に
事
件
の
事
実
関
係
が
解
明
さ
れ
、
可
能
な
ら
ば
ー

無
条
件
に
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
1
訴
訟
が
早
く
も
こ
の
期
日
に
終

了
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
訴
訟
経
済
上
認
め
ら
れ
る
す
べ
て
の
処
置

を
と
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
訴
訟
要
件
が
欠
け
て
お

り
、
そ
の
欠
陥
が
補
正
で
き
な
い
と
い
う
場
合
、
訴
は
決
定
に
よ
っ
て
不

適
法
と
し
て
却
下
さ
れ
る
、
訴
が
明
ら
か
に
理
由
の
な
い
も
の
で
あ
る
と

き
、
そ
れ
は
同
様
に
し
て
口
頭
弁
論
の
期
目
を
開
く
こ
と
な
く
決
定
に
よ

り
理
由
な
し
と
し
て
却
下
さ
れ
る
。

　
新
し
い
民
事
訴
訟
法
は
手
続
の
口
頭
主
義
を
以
前
よ
り
も
は
る
か
に
強

化
し
て
い
る
。
第
一
審
裁
判
所
は
、
裁
判
長
と
し
て
の
一
人
の
職
業
裁
判

官
と
陪
席
と
し
て
の
二
人
の
俗
人
裁
判
官
（
参
審
員
）
に
よ
り
、
第
二
審

裁
判
所
は
、
三
人
の
職
業
裁
判
官
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
裁
判

所
は
口
頭
弁
論
を
行
な
い
、
手
続
に
お
い
て
事
実
関
係
が
活
発
な
陳
述
と

反
対
陳
述
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
解
明
さ
れ
う
る
よ
う
に
準
備
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
例
外
の
場
合
に
だ
け
、
両
当
事
者
の
了
解
の
下
に
書
面

ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
に
お
け
る
新
し
い
民
法
と
民
事
訴
訟
法
、
お
よ
び
こ
の
法
分
野
に
つ
い
て
の
学
生
の
教
育

五
七



ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
に
お
け
る
新
し
い
民
法
と
民
事
訴
訟
法
、
お
よ
び
こ
の
法
分
野
に
つ
い
て
の
学
生
の
教
育

手
続
に
よ
り
判
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所
に
お
け
る
実
務
で

は
、
一
方
も
し
く
は
双
方
の
当
事
者
が
弁
護
士
に
よ
り
代
理
さ
れ
て
い
る

場
合
、
通
常
、
訴
訟
当
事
者
自
身
の
出
頭
が
命
令
さ
れ
る
。

　
新
し
い
民
事
訴
訟
法
に
は
、
欠
席
手
続
に
関
す
る
新
た
な
規
定
が
、
当

事
者
欠
席
の
場
合
に
も
実
際
の
事
実
関
係
に
則
し
た
判
決
を
可
能
な
ら
し

め
る
と
い
う
目
標
を
も
っ
て
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
旧
民
事
訴
訟
法

の
欠
席
判
決
は
廃
止
さ
れ
た
。
一
方
当
事
者
（
原
告
も
し
く
は
被
告
）
の

欠
席
に
際
し
て
は
、
裁
判
所
は
、
手
続
を
そ
の
状
況
の
下
で
可
能
な
範
囲

で
進
行
さ
せ
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
も
し
そ
の
際
裁
判
が
下

さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
一
方
当
事
者
の
最
初
の
欠
席
に
際
し
て
な
さ

れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
通
常
、
判
決
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
訴
訟
進
行
上

の
処
置
、
例
え
ば
証
拠
提
出
命
令
で
あ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
手
続
に
お

い
て
判
決
が
な
さ
れ
た
場
合
、
欠
席
し
た
当
事
者
は
1
上
述
し
た
控
訴

額
制
限
廃
止
の
結
果
1
い
か
な
る
場
合
に
も
、
そ
の
利
益
を
控
訴
の
提

起
に
よ
り
守
る
こ
と
が
で
き
る
。
控
訴
期
間
の
一
般
的
な
短
縮
、
1
そ

れ
は
欠
席
手
続
以
外
で
も
同
じ
で
あ
る
が
ー
そ
れ
に
よ
り
、
こ
の
場
合

に
お
い
て
も
、
全
て
の
訴
訟
関
係
者
に
つ
き
訴
訟
の
終
局
的
な
結
果
が
速

や
か
に
明
確
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
以
前
の
法
律
状
態
と
の
関
係
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
も
の
は
、

新
し
い
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
督
促
手
続
の
簡
素
化
で
あ
る
。
裁
判
所
の

支
払
要
求
（
鴨
誉
算
ぎ
訂
蟄
巨
§
鴨
m
q
ぎ
三
。
霊
轟
）
発
布
の
申
立

一
五
八

は
、
こ
の
手
続
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
お
そ
ら
く
は
争
わ
れ
な
い
で
あ
ろ

う
支
払
物
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
、
被
申
立
人
が
こ

れ
ま
で
当
該
請
求
に
反
対
し
て
い
な
い
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
た
。
そ
う

で
な
い
場
合
に
は
こ
の
申
立
は
拒
否
さ
れ
、
申
立
人
は
通
常
の
訴
に
よ
る

こ
と
を
指
示
さ
れ
た
。
裁
判
所
の
支
払
要
求
発
布
の
手
続
に
お
い
て
は
ー

ー
以
前
の
支
払
手
続
と
は
反
対
に
ー
た
だ
一
つ
の
裁
判
所
の
裁
判
、
つ

ま
り
支
払
要
求
そ
の
も
の
が
発
せ
ら
れ
る
。
被
申
立
人
が
そ
れ
に
対
し
異

議
を
申
立
て
た
と
き
、
そ
の
手
続
は
第
一
審
裁
判
所
、
す
な
わ
ち
地
区
裁

判
所
に
お
け
る
通
常
の
訴
訟
手
続
に
お
い
て
続
行
さ
れ
る
。
被
申
立
人
が

異
議
を
申
立
て
な
か
っ
た
と
き
、
裁
判
所
の
支
払
要
求
は
確
定
す
る
。

　
新
し
い
民
事
訴
訟
法
は
、
こ
れ
ま
で
存
在
し
た
破
棄
手
続
（
国
器
・

ω
注
o
房
く
段
貯
日
睾
）
の
可
能
性
を
継
受
し
た
。
通
常
、
こ
の
手
続
は
、

訴
訟
手
続
に
お
い
て
判
決
ま
た
は
決
定
に
よ
り
終
局
裁
判
が
下
さ
れ
、
か

つ
こ
の
裁
判
が
確
定
し
た
後
に
行
な
わ
れ
る
。
法
律
に
著
し
く
違
反
し
た

確
定
裁
判
が
あ
る
と
ぎ
、
そ
れ
は
ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
の
最
上
級
裁
判
所

も
し
く
は
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
破
棄
手
続
で
審
査
さ
れ
、
な
お
場
合
に

よ
っ
て
は
破
棄
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
に
引
き
続
く
手
続
に
お
い
て
、
－
破

棄
裁
判
所
自
身
に
お
い
て
、
も
し
く
は
確
定
し
た
裁
判
を
下
し
た
審
級
裁

判
所
の
手
続
に
お
い
て
、
1
正
し
い
裁
判
に
よ
っ
て
か
え
ら
れ
る
。
民

事
訴
訟
法
に
お
け
る
破
棄
手
続
の
実
施
の
申
立
は
、
し
か
し
確
定
後
一
年

の
期
間
内
に
限
り
許
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
期
間
経
過
後
は
、
確
定
し
た
裁



判
は
い
か
な
る
場
合
に
も
効
力
を
も
つ
。
確
定
し
た
裁
判
を
審
査
し
か
つ

破
棄
す
る
こ
と
を
目
指
す
破
棄
手
続
は
、
社
会
的
な
利
益
が
あ
る
場
合
に

の
み
行
な
わ
れ
る
。

　
新
し
い
民
事
訴
訟
法
は
、
裁
判
所
に
、
そ
の
下
し
た
裁
判
が
実
現
さ
れ

る
こ
と
を
確
実
な
も
の
と
す
る
義
務
を
課
し
て
い
る
。
裁
判
所
は
、
判
決

手
続
に
お
い
て
認
め
た
請
求
が
、
後
に
履
行
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
体
私
法
に
お
け
る
の
と
同
じ
く
、
こ
こ
で
も

こ
の
請
求
が
実
際
上
満
足
さ
れ
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
そ
の
故
に
こ
の

請
求
の
実
現
の
可
能
性
は
、
裁
判
所
の
判
決
の
言
渡
し
と
の
関
係
に
お
い

て
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
裁
判
所
は
も
し
必
要
で
あ
れ
ば
、
そ
の

判
決
に
お
い
て
、
原
告
に
受
認
を
期
待
で
き
る
範
囲
内
で
、
支
払
を
求
め

ら
れ
た
被
告
に
一
定
の
支
払
期
間
お
よ
び
そ
の
他
の
支
払
方
式
を
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
仮
処
分
命
令
の
手
続
に
関
し
て
は
、
そ
れ
は
以
前
の
仮

処
分
お
よ
び
仮
差
押
の
手
続
に
対
し
て
著
し
く
簡
素
化
さ
れ
て
お
り
、
進

行
中
の
請
求
手
続
に
お
い
て
も
、
ま
た
本
案
手
続
以
外
に
お
い
て
も
、
つ

ま
り
訴
提
起
に
よ
る
請
求
開
始
前
に
お
い
て
も
申
立
人
の
権
利
は
保
全
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
実
務
に
お
い
て
は
、
ま
ず
仮
処
分
命
令
に
よ

っ
て
始
ま
っ
た
民
事
事
件
で
は
、
非
常
に
多
く
の
場
合
当
事
者
間
に
合
意

が
成
立
し
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
、
本
案
訴
訟
に
つ
い
て
の

訴
の
提
起
を
不
用
の
も
の
と
し
て
い
る
。

　
そ
の
ほ
か
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
強
制
執
行
手
続
、
す

な
わ
ち
確
定
し
た
裁
判
の
強
制
執
行
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
の
新
民
事

訴
訟
法
の
新
し
い
規
定
で
あ
る
。
裁
判
所
の
裁
判
の
仮
執
行
、
す
な
わ
ち

裁
判
確
定
前
の
執
行
の
可
能
性
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
以
前
の
二
つ
の

執
行
機
関
、
す
な
わ
ち
一
方
に
お
い
て
は
執
行
官
、
ま
た
他
方
に
お
い
て

は
、
地
区
裁
判
所
の
書
記
官
と
い
う
そ
れ
の
代
り
に
、
い
ま
や
地
区
裁
判

所
に
お
け
る
書
記
官
と
い
う
か
た
ち
で
、
統
一
し
た
執
行
機
関
が
設
け
ら

れ
、
そ
こ
で
全
て
の
執
行
事
件
が
処
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
支
払
事

件
に
お
け
る
裁
判
所
の
判
決
執
行
の
主
た
る
方
法
は
、
賃
金
の
差
押
え
手

続
で
あ
り
、
そ
れ
は
支
払
義
務
者
が
労
働
契
約
関
係
に
お
い
て
働
ら
い
て

い
た
企
業
に
お
い
て
な
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
手
続
を

開
始
す
る
に
際
し
、
す
で
に
訴
状
を
作
成
す
る
段
階
で
訴
訟
当
事
者
、
こ

と
に
被
告
の
表
示
に
つ
き
勤
務
先
を
合
わ
せ
て
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
こ
と
が
役
立
っ
て
い
る
。
強
制
執
行
の
こ
の
主
た
る
方
法
に

対
し
、
債
務
者
の
住
居
で
物
を
差
押
え
る
こ
と
は
、
裁
判
所
実
務
で
は
後

退
し
た
。
こ
の
こ
と
は
し
か
し
、
物
の
差
押
え
が
重
要
で
な
く
な
っ
た
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
労
働
賃
金
差
押
え
と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
れ
は

た
だ
補
充
的
性
格
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

三

　
民
法
お
よ
び
民
事
訴
訟
法
の
領
域
に
お
け
る
学
生
の
養
成
と
教
育
は
、

ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
で
は
大
学
の
教
員
の
特
に
責
任
重
大
な
任
務
で
あ

ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
に
お
け
る
新
し
い
民
法
と
民
事
訴
訟
法
、
お
よ
び
こ
の
法
分
野
に
つ
い
て
の
学
生
の
教
育

一
五
九



ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
に
お
け
る
新
し
い
民
法
と
民
事
訴
訟
法
、
お
よ
び
こ
の
法
分
野
に
つ
い
て
の
学
生
の
教
育

る
。
そ
れ
は
学
生
が
第
一
学
年
に
お
い
て
獲
得
し
た
哲
学
、
政
治
、
経

済
、
社
会
主
義
的
国
家
お
よ
び
法
の
理
論
の
知
識
と
そ
の
能
力
の
上
に
形

成
さ
れ
る
。
民
法
と
民
事
訴
訟
法
の
教
育
は
統
一
し
た
課
題
と
し
て
理
解

さ
れ
、
三
学
年
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
教
育
は
将
来
の
法

曹
の
人
格
、
す
な
わ
ち
将
来
の
裁
判
官
、
検
察
官
、
弁
護
士
等
と
し
て
の

研
究
態
度
、
職
業
気
質
の
形
成
に
つ
き
極
め
て
重
要
な
要
因
の
一
つ
を
な

し
て
い
る
。
一
九
八
二
年
九
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
る
最
も
新
し
い

詳
細
に
決
め
ら
れ
た
学
習
プ
ラ
ン
に
よ
る
と
、
こ
の
教
育
は
、
ベ
ル
リ
ン

の
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
で
実
施
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
以
下
に
述
べ
る
主
要

段
階
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
第
二
学
年
に
お
い
て
三
学
期
間
に
わ
た
り
民
法
の
基
礎
教

育
が
始
ま
る
。
大
学
の
講
義
は
こ
の
法
分
野
の
対
象
と
課
題
を
扱
う
民
法

入
門
を
も
っ
て
始
ま
り
、
か
つ
社
会
主
義
法
の
他
の
分
野
と
の
関
係
に
お

よ
ぶ
。
そ
の
後
、
市
民
と
法
人
の
民
法
上
の
地
位
に
つ
い
て
の
一
般
的
な

問
題
、
所
有
権
法
お
よ
び
債
権
法
の
一
般
的
問
題
が
講
義
に
お
い
て
取
り

扱
わ
れ
る
。
講
義
の
ほ
か
学
生
は
週
二
時
間
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
参
加
し
、

授
業
の
教
材
を
、
多
く
の
場
合
よ
り
細
部
に
わ
た
っ
た
事
件
を
使
用
し
て

く
り
返
え
し
、
ま
た
詳
細
に
研
究
す
る
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
そ
の
後
、
第
四

学
期
に
な
る
と
実
体
私
法
の
前
述
し
た
問
題
に
つ
い
て
の
最
初
の
演
習
に

移
行
す
る
。
基
礎
教
育
は
民
法
の
中
間
試
験
に
よ
り
終
了
す
る
。
こ
の
試

験
は
全
て
の
学
生
が
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
少
な

一
六
〇

く
と
も
四
点
の
成
績
を
も
っ
て
こ
の
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
が
そ
の
後
さ

ら
に
勉
学
を
続
け
る
た
め
の
要
件
と
な
っ
て
い
る
。

　
実
体
私
法
の
講
義
の
終
了
は
民
事
訴
訟
法
の
講
義
と
結
び
つ
い
て
お

り
、
第
三
学
年
に
お
け
る
学
生
の
教
育
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
学
生
は
こ

の
時
点
に
お
い
て
ま
だ
裁
判
実
務
の
経
験
が
な
い
の
で
、
民
事
訴
訟
法
の

学
習
に
は
特
別
の
考
慮
が
払
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
民
事
訴
訟
法
の
講

義
は
民
事
訴
訟
法
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
結
ん
で
い
る
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
学
生

は
、
民
事
事
件
裁
判
官
と
し
て
の
自
己
の
経
験
に
よ
り
、
詳
細
に
裁
判
所

の
実
務
を
知
っ
て
い
る
大
学
教
員
に
よ
っ
て
、
学
習
に
つ
い
て
の
集
中
し

た
指
導
を
う
け
、
か
つ
彼
ら
の
理
論
的
知
識
を
適
用
す
る
最
初
の
機
会
を

も
つ
。
そ
れ
と
併
行
し
て
、
講
義
の
ほ
か
、
民
法
の
債
権
法
各
論
と
相
続
法

が
論
議
さ
れ
る
。
実
体
私
法
の
演
習
、
1
そ
こ
で
は
学
生
は
裁
判
実
務

に
お
け
る
複
雑
な
事
件
を
用
い
て
そ
の
能
力
を
試
し
、
か
つ
さ
ら
に
発
展

さ
せ
る
機
会
を
も
つ
。
相
続
法
の
講
義
に
引
き
続
き
、
公
証
手
続
法
の
講

義
が
な
さ
れ
、
そ
の
間
、
学
生
は
国
営
公
証
人
役
場
の
課
題
と
事
務
処
理

の
方
法
を
理
解
せ
し
め
ら
れ
る
。
教
育
の
頂
点
は
司
法
機
関
で
の
学
生
の

実
務
修
習
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
三
学
年
の
終
り
に
十
二
週
間
に
わ
た
り
行

な
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
捜
査
機
関
お
よ
び
地
区
裁
判
所
の
刑
事
部
に
お
け

る
五
週
間
の
刑
事
事
件
の
修
習
を
も
っ
て
始
ま
る
。
学
生
が
実
務
修
習
を

す
る
地
区
裁
判
所
に
は
、
多
く
て
も
五
名
ま
で
の
学
生
が
割
り
当
て
ら
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
徹
底
的
な
実
務
教
育
が
保
証
さ
れ
て
い
る
。
残
り
の
七
週



間
の
中
、
民
事
事
件
と
家
庭
事
件
に
つ
ぎ
そ
れ
ぞ
れ
三
週
間
、
労
働
事
件

に
つ
き
一
週
間
、
学
生
は
地
区
裁
判
所
で
修
習
す
る
。
学
生
は
こ
の
法
分

野
で
は
口
頭
弁
論
に
参
加
し
、
練
習
の
た
め
裁
判
所
の
裁
判
i
そ
れ
に

は
証
拠
命
令
や
判
決
、
ま
た
訴
訟
指
揮
命
令
な
ど
が
あ
る
ー
を
起
草
す

る
。
ま
た
学
生
は
裁
判
所
の
相
談
窓
口
、
事
件
受
付
窓
口
で
補
佐
を
す

る
。
彼
等
は
裁
判
所
の
す
べ
て
の
活
動
分
野
で
こ
の
修
習
科
目
に
参
加

し
、
最
後
に
、
彼
ら
が
修
習
裁
判
所
で
口
頭
お
よ
び
書
面
で
示
し
た
成
績

に
つ
い
て
特
別
の
評
価
を
う
け
る
。
学
生
の
口
頭
に
よ
る
成
績
は
特
に
重

要
視
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
裁
判
所
に
お
け
る
弁
論
の
準
備

に
際
し
、
訴
訟
記
録
か
ら
の
演
述
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
民
法
お
よ
び
民
事
訴
訟
法
の
教
育
は
第
四
学
年
で
終
了
す
る
。
こ
こ
で

の
授
業
は
、
学
生
が
司
法
実
務
修
習
に
お
い
て
え
た
経
験
お
よ
び
そ
の
成

果
と
結
ん
で
い
る
。
す
で
に
第
三
学
生
の
終
り
頃
、
し
か
し
ま
だ
実
務
修

習
の
始
ま
る
前
に
、
演
習
が
始
ま
る
、
こ
の
演
習
は
実
体
私
法
と
民
事
訴

訟
法
と
を
関
連
し
て
考
察
し
、
か
つ
こ
の
二
つ
の
法
を
こ
の
た
め
選
ば
れ

た
裁
判
実
務
例
に
つ
き
適
用
す
る
こ
と
を
、
特
に
そ
の
目
的
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
学
生
は
、
こ
こ
で
は
訴
状
、
決
定
そ
し
て
判
決
を
ま
と
め
上
げ
、

そ
し
て
ま
た
自
ら
裁
判
演
習
記
録
を
作
成
す
る
。
こ
の
演
習
は
、
学
生
の

修
習
の
た
め
に
は
特
に
教
育
効
果
の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
第
四
学
年
に

お
い
て
も
強
化
さ
れ
継
続
さ
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、
民
法
お
よ
び
民
事
訴
訟

法
の
特
別
の
講
義
が
行
な
わ
れ
る
。
例
え
ば
そ
の
分
野
で
指
導
的
な
活
動

を
し
て
い
る
実
務
家
に
よ
る
、
保
険
法
あ
る
い
は
鉄
道
運
送
法
に
関
す
る

講
義
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
著
作
権
法
の
講
義
も
同
じ
く
第
四
学
生
に
お

い
て
行
な
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
学
生
の
民
事
法
教
育
を
補
充
す
る
も
の
で

あ
る
。
学
生
が
こ
の
科
目
に
つ
い
て
書
面
で
提
出
し
た
試
験
の
成
績
は
、

民
法
の
総
合
成
績
の
中
に
算
入
さ
れ
る
。

　
民
法
お
よ
び
民
事
訴
訟
法
の
主
た
る
試
験
は
、
第
四
学
年
の
終
り
に
行

な
わ
れ
る
。
そ
れ
は
口
頭
に
よ
る
試
験
で
あ
る
。
こ
の
試
験
を
受
け
る
前

提
要
件
は
一
定
の
数
の
書
面
に
よ
る
答
案
（
宿
題
、
年
間
課
題
お
よ
び
筆

記
試
験
の
答
案
）
を
提
出
し
、
か
つ
そ
れ
が
合
格
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
試
験
は
四
名
の
学
生
の
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、
大
学
の
教
員
（
教
授
あ

る
い
は
講
師
）
が
議
長
と
な
り
、
研
究
員
（
上
級
助
手
ま
た
は
助
手
）
が

陪
席
を
つ
と
め
る
試
験
委
員
会
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
。
試
験
は
お
よ
そ

一
時
間
に
わ
た
り
行
な
わ
れ
、
学
生
達
が
充
分
法
理
論
的
知
識
を
も
っ
て

い
る
か
、
ま
た
彼
等
が
法
律
実
務
に
お
け
る
紛
争
を
社
会
的
関
係
に
お
い

て
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
ま
た
彼
ら
の
知
識
と
能
力
か
ら
、
法
律

鑑
定
も
し
く
は
裁
判
所
の
裁
判
に
お
け
る
法
の
適
用
に
際
し
、
正
し
い
結

果
を
引
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
試
験
す
る
。

〔
訳
者
あ
と
が
ぎ
〕

昭
和
五
七
年
一
一
月
一
九
日
、
ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
ベ
ル
リ
ソ
・
フ
ン
ボ

ル
ト
大
学
の
ハ
イ
ソ
ツ
・
ピ
ュ
ッ
シ
ェ
ル
教
授
（
ギ
o
h
国
色
醤
勺
房
9
巴
）

ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
に
お
け
る
新
し
い
民
法
と
民
事
訴
訟
法
、
お
よ
び
こ
の
法
分
野
に
つ
い
て
の
学
生
の
教
育

一
六
一



ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
に
お
け
る
新
し
い
民
法
と
民
事
訴
訟
法
、
お
よ
び
こ
の
法
分
野
に
つ
い
て
の
学
生
の
教
育

一
六
二

は
、
早
稲
田
大
学
比
較
法
研
究
所
に
お
い
て
、
「
東
ド
イ
ッ
の
民
法
と
民

事
訴
訟
法
」
と
題
し
て
講
演
を
行
な
わ
れ
た
。
本
稿
は
、
そ
の
際
、
教
授

が
講
演
の
草
稿
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
の
翻
訳
で
あ
る
。
草
稿
の
原
題

名
は
U
器
ま
垢
曽
邑
お
o
窪
¢
＆
N
三
一
震
0
8
守
8
窪
山
醇
U
①
¢
壁

ω
o
ゲ
o
U
①
ヨ
o
犀
轟
菖
の
o
げ
o
昌
肉
o
℃
自
亘
涛
岱
5
α
　
臼
o
　
》
q
ω
転
鼠
仁
騎
α
R

ω
9
号
葺
窪
餌
旨
島
8
①
B
O
魯
8
什
・
と
さ
れ
て
い
る
。
講
演
で
は
時
問

の
関
係
上
、
本
訳
稿
三
の
部
分
は
省
略
さ
れ
た
。
な
お
、
一
の
部
分
は
、

教
授
が
立
命
館
大
学
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
講
演
の
内
容
と
ほ
ぼ
同
一
で

あ
る
（
こ
れ
に
っ
い
て
は
木
棚
照
一
教
授
の
翻
訳
が
あ
る
。
木
棚
訳
・
ピ

ュ
ッ
シ
ェ
ル
・
東
ド
イ
ッ
の
新
民
法
に
関
す
る
若
干
の
基
本
問
題
に
つ
い

て
、
民
商
法
八
七
巻
六
号
一
五
二
頁
以
下
）
。


