
ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
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小
澤
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五
九

ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽

─
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
最
高
裁
判
所
を
例
に
し
て

─

小
　
　
澤
　
　
久
仁
男

は
じ
め
に

わ
が
国
行
政
訴
訟
、
特
に
環
境
問
題
に
お
け
る
行
政
訴
訟
を
め
ぐ
っ
て
は
、
長
き
に
渡
っ
て
団
体
訴
訟
の
導
入
の
可
否
が
議
論
さ
れ
て

い
る
（
１
）

。
こ
の
よ
う
な
団
体
訴
訟
が
必
要
と
さ
れ
る
理
由
と
し
て
は
、
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
説
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
行
政
事
件
訴

訟
法
九
条
の
原
告
適
格
の
範
囲
が
狭
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
（
２
）

。
す
な
わ
ち
、
原
告
適
格
の
範
囲
を
決
す
る
理
論
と
し
て
法
律
上
保
護

さ
れ
た
利
益
説
が
判
例
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
お
り
（
３
）

、
そ
こ
で
は
原
則
と
し
て
処
分
の
根
拠
法
規
に
原
告
の
法
律
上
の
利
益
が
存
在
し
て

い
る
か
個
別
的
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
処
分
の
名
宛
人
に
つ
い
て
は
当
該
処
分
の
根
拠
法
規
で
彼
の
利
益
が
明
文
で

論
　
説

）
七
二
四
（
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六
〇

言
及
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
読
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
ほ
ぼ
異
論
な
く
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
当
該
処
分
の
名
宛
人
以
外
で
あ
る
第
三
者
に
つ
い
て
は
当
該
処
分
の
根
拠
法
規
で
彼
の
利
益
が
必
ず
し
も
言
及
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
（
４
）

。
し
た
が
っ
て
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
政
活
動
を

統
制
す
る
機
会
を
確
保
し
、
名
宛
人
以
外
の
第
三
者
の
利
益
を
保
護
す
る
べ
く
、
彼
の
原
告
適
格
を
認
め
る
必
要
性
が
生
じ
る
こ
と
に
な

る
。
他
方
で
、
以
上
の
よ
う
な
、
わ
が
国
行
政
法
学
や
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
原
告
適
格
論
は
ド
イ
ツ
行
政
法
学
を
範
と
し
て
形
成
さ

れ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
原
告
適
格
の
解
釈
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
（
５
）

。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ

な
い
環
境
法
の
一
部
の
領
域
で
団
体
訴
訟
の
導
入
が
果
た
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
が
狭
い
と
い
う
問
題
へ
の
解
決
策
と
し
て
、
第
三
者
の
原
告
適
格
を
裁
判
上
拡
大
す
る
、

あ
る
い
は
、
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
第
三
者
の
利
益
を
代
弁
す
る
制
度
と
し
て
団
体
訴
訟
な
ど
を
立
法
上
導
入
す
る
、
と
い
っ

た
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
選
択
肢
は
、
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
が
狭
い
と
い
う
問
題
へ
の
解
決
策
と
し
て
、

二
者
択
一
的
に
判
断
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
従
来
ま
で
の
原
告
適
格
論
も
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
応
じ
て
ケ
ー
ス

バ
イ
ケ
ー
ス
で
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
原
告
適
格
の
拡
大
あ
る
い
は
団
体
訴
訟
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
は
、

最
終
的
に
は
立
法
と
司
法
の
役
割
も
大
き
い
こ
と
も
こ
こ
で
は
指
摘
を
し
た
い
（
６
）

。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
わ
が
国
の
行
政
法
学
・
環
境

法
学
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
団
体
訴
訟
制
度
の
ほ
か
、
欧
米
諸
国
の
制
度
も
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
団
体
訴
訟
導
入
に
関
す
る
議

論
の
土
台
を
形
成
し
て
き
た
。
こ
の
点
、
筆
者
自
身
も
、
ド
イ
ツ
環
境
法
に
お
け
る
団
体
訴
訟
制
度
や
、
そ
れ
ら
の
欧
州
裁
判
所
と
の
関

係
で
生
じ
た
更
な
る
動
向
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
特
に
欧
州
裁
判
所
に
お
け
る
ド
イ
ツ
環
境
法
上
の
団
体
訴
訟

制
度
の
評
価
は
、
極
め
て
厳
し
い
も
の
と
言
え
、
そ
の
結
果
、
オ
ー
フ
ス
条
約
を
踏
ま
え
て
立
法
化
さ
れ
た
二
〇
〇
七
年
環
境
・
権
利
救

）
七
二
四
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

六
一

済
法
は
立
法
当
初
の
原
型
を
留
め
る
こ
と
な
く
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
（
７
）

。
こ
の
点
の
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
と
し
て
、
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ

は
環
境
・
権
利
救
済
法
上
の
団
体
訴
訟
を
当
初
導
入
す
る
に
あ
た
っ
て
、
従
来
ま
で
の
原
告
適
格
論
も
踏
ま
え
つ
つ
、
制
度
設
計
が
な
さ

れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ド
イ
ツ
の
原
告
適
格
論
の
淵
源
を
探
る
こ
と
が
ド
イ
ツ
環
境
法
に
お
け
る
団
体
訴
訟
制
度
の
更
な
る
理
解
に
貢

献
し
、
わ
が
国
に
お
け
る
立
法
や
裁
判
を
行
う
た
め
の
理
論
を
提
供
す
る
こ
と
に
も
繋
が
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
行
政
訴
訟
の
歴
史
的
展
開
を
取
り
上
げ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
も
っ
と
も
、
彼
の
地
の
行
政
訴

訟
の
歴
史
は
非
常
に
長
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て
設
置
さ
れ
、
そ
し
て
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
が
滅
亡
す
る
ま
で

存
続
し
て
い
た
二
つ
の
最
高
裁
判
所
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。
な
お
、
筆
者
は
、
最
終
的
に
、
ベ
ー
ル
＝
グ
ナ
イ
ス
ト
論
争
が
ど
れ
だ

け
今
日
の
ド
イ
ツ
の
原
告
適
格
論
や
団
体
訴
訟
論
に
影
響
を
与
え
た
の
か
ど
う
か
、
そ
し
て
影
響
が
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
ど
れ
だ
け
の
影

響
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
分
析
す
る
こ
と
を
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
考
え
て
い
る
。
か
か
る
ド
イ
ツ
行
政
訴
訟
の
歴
史
的
展
開

の
考
察
を
通
じ
て
、
ド
イ
ツ
環
境
法
上
の
団
体
訴
訟
論
を
再
検
証
し
、
環
境
・
権
利
救
済
法
に
お
け
る
団
体
訴
訟
が
欧
州
裁
判
所
に
よ
っ

て
厳
し
い
評
価
が
な
さ
れ
た
原
因
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
原
告
適
格
論
・
団
体
訴
訟
論
の
解
明
に
さ
さ
や
か
な
が
ら
貢
献
し
た
い
と
考
え
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
展
望
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
本
稿
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
最
高
裁
判
所
に
つ
い
て
探
っ
て
い
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
ベ
ー
ル
＝
グ
ナ
イ
ス
ト
論
争
が
生
じ
る
前
の
歴
史
的
背
景
を
探
り
た
い
（
８
）

。
な
お
、
ド
イ
ツ
行
政
訴
訟
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、

ベ
ー
ル
＝
グ
ナ
イ
ス
ト
論
争
を
経
た
後
の
一
八
六
三
年
に
バ
ー
デ
ン
で
行
政
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
起
源
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
前
に
草
案
さ
れ
て
い
た
一
八
四
九
年
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法

─
パ
ウ
ロ
教
会
憲
法
（P

aulskirchenverfassung

）

─
一
八
二
条
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
が
な
さ
れ
て
い
た
。

）
七
二
四
（
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六
二

「
行
政
裁
判
（V

erw
altungsrechtspflege

）
は
、
廃
止
す
る
。
す
べ
て
の
権
利
侵
害
に
関
し
て
は
、
裁
判
所
が
裁
判
す
る
」

一
般
的
に
、
こ
の
条
文
は
、
司
法
裁
判
所
に
よ
る
行
政
裁
判
の
実
施
を
立
法
者
が
期
待
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、

こ
の
点
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
次
の
こ
と
に
注
目
を
し
た
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
条
文
が
立
案
さ
れ
る
以
前
に
、
行
政
裁
判
が
行
わ
れ
て
き
た

こ
と
も
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
（
９
）

。
そ
の
結
果
、
わ
が
国
で
も
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
裁
判
所
の
歴
史
や
行
政
訴
訟
の
歴
史
は
、
行
政

法
学
者
や
民
事
訴
訟
法
学
者
と
い
っ
た
実
定
法
学
者
、
法
制
史
学
者
と
い
っ
た
基
礎
法
学
者
、
そ
し
て
歴
史
学
者
ら
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ

て
き
た
。
他
方
で
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
裁
判
制
度
、
特
に
行
政
訴
訟
の
歴
史
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
当

時
の
皇
帝
や
領
主
と
い
っ
た
支
配
機
関
と
臣
民
・
国
民
の
関
係
に
も
注
視
す
る
必
要
も
あ
り
、
加
え
て
当
時
の
統
治
制
度
に
も
注
視
す
る

必
要
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
多
く
の
先
行
研
究
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
時
代
を
検
証
す
る
に
あ

た
っ
て
様
々
な
切
り
口
が
存
在
し
て
い
る
中
、
本
稿
に
お
い
て
は
先
行
研
究
を
踏
ま
え
ド
イ
ツ
行
政
訴
訟
の
歴
史
を
再
確
認
す
る
こ
と
を

主
目
的
と
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
を
通
じ
て
今
日
の
ド
イ
ツ
の
原
告
適
格
論
や
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
が
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
分

析
を
し
た
い
。Ⅰ

．
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
裁
判
所
の
創
設

一
．
本
稿
の
対
象

ド
イ
ツ
行
政
訴
訟
の
歴
史
を
再
確
認
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
時
代
を
出
発
点
と
す
る
の
か
、
そ
し
て
何
に
着
目
を
す
る
の
か
、

）
七
三
四
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

六
三

を
示
す
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
行
政
裁
判
の
歴
史
的
起
源
を
い
つ
に
求
め
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
日
、
様
々
な
見

解
が
あ
る
。
す
で
に
上
記
で
触
れ
た
よ
う
に
、
一
八
六
三
年
の
バ
ー
デ
ン
に
お
け
る
行
政
裁
判
所
の
設
置
が
行
政
裁
判
の
起
源
と
す
る
見

解
が
あ
る
中
、
近
代
初
期
に
求
め
る
見
解
も
あ
る
。
例
え
ばM

artin S
ellm

ann

は
、
行
政
上
の
紛
争
の
決
定
に
関
す
る
特
別
裁
判
所
の

創
設
の
み
が
今
日
の
行
政
裁
判
権
の
出
発
点
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
た
上
で
、
領
邦
君
主
と
臣
民
の
対
立
を
扱
っ
た
帝
国
カ
ン
マ
ー

裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
存
在
に
着
目
を
す
る
（
10
）

。
つ
ま
り
、
一
八
六
三
年
に
バ
ー
デ
ン
で
設
置
さ
れ
た
行
政
裁
判
所
を
ド
イ
ツ
に

お
け
る
行
政
裁
判
の
起
源
と
す
る
の
で
は
な
く
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
最
高
裁
判
所
に
ド
イ
ツ
行
政
訴
訟
の
起
源
を
見
出

す
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、W

infried S
chulze

は
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
最
高
裁
判
所
が
、
近
代
初
期
の
ド
イ
ツ
に
お
い

て
農
民
や
臣
民
の
蜂
起
と
い
っ
た
暴
力
に
よ
る
紛
争
解
決
を
法
的
手
段
に
移
行
す
る
、
い
わ
ゆ
る
社
会
的
紛
争
の
法
現
象
化

（V
errechtluchung der sozialer K

onflikten
）
に
寄
与
し
た
も
の
と
評
価
す
る
（
11
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
近
代
初
期
に
お
い
て
は
、
す
で
に
臣
民
に

対
し
て
、
帝
国
あ
る
い
は
領
邦
君
主

─
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
（L

andesherr

）

─
と
の
対
立
を
裁
判
に
よ
っ
て
解
決
す
る
機
会
が
確
保
さ

れ
、
こ
の
よ
う
な
機
関
や
制
度
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
か
ら
武
力
衝
突
が
回
避
さ
れ
て
い
た
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
ド
イ
ツ

に
お
い
て
大
き
な
革
命
運
動
が
隣
国
フ
ラ
ン
ス
と
は
異
な
っ
て
生
じ
な
か
っ
た
の
は
、
司
法
の
成
果
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
（
12
）

。し
た
が
っ
て
、
一
八
六
三
年
の
バ
ー
デ
ン
に
お
け
る
行
政
裁
判
所
の
設
置
以
前
に
、
領
邦
支
配
権

─
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト

（L
andesherrschaft

）・
ラ
ン
デ
ス
ホ
ー
ハ
イ
ト
（L

andeshoheit

）

─
の
行
使
に
対
し
て
臣
民
の
権
利
保
護
を
行
う
機
関
お
よ
び
そ
の
機

会
を
保
障
す
る
制
度
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
最
高

裁
判
所
は
、
最
終
的
に
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
が
滅
亡
す
る
一
八
〇
六
年
ま
で
続
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
の
行
政
裁
判
上
の
権
利
保
護
の
制

）
七
三
四
（
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六
四

度
設
計
お
よ
び
そ
の
理
論
的
展
開
に
も
多
少
な
り
と
も
影
響
を
与
え
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
（
13
）

。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
帝
国
カ
ン

マ
ー
裁
判
所
（R

eichskam
m

ergericht

）
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
（R

eichshofrat

）
を
対
象
に
し
、
こ
れ
ら
が
創
設
さ
れ
た
経
緯
お
よ
び
、

そ
の
機
能
に
つ
い
て
分
析
を
し
て
い
く
（
14
）

。
な
お
、
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
今
日
で
言
う
公
法
・
私
法
の
区
別
が
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
た
め
、
両
裁
判
所
に
お
い
て
は
行
政
と
私
人
と
の
間
の
紛
争
の
ほ
か
、
私
人
間
に
お
け
る
紛
争
も
提
起
さ
れ
、
こ
れ
に
つ
い
て
も

審
理
が
な
さ
れ
て
い
た
（
15
）

。
も
っ
と
も
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
行
政
裁
判
上
の
権
利
保
護
と
の
関
係
で
、
両
最
高
裁
判
所
に
つ
い
て
取
り
上

げ
た
い
（
16
）

。

二
．
帝
国
改
革
と
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ

一
）
帝
国
改
革

一
五
世
紀
頃
の
ド
イ
ツ
は
、
帝
国
と
領
邦
の
支
配
体
制
に
よ
っ
て
統
治
が
行
わ
れ
て
い
た
（
17
）

。
す
な
わ
ち
、
皇
帝
は
帝
国
諸
侯
の
中
か
ら

選
挙

─
い
わ
ゆ
る
跳
躍
選
挙
（S

pringender W
ahl

）

─
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
い
た
一
方
で
、
皇
帝
と
帝
国
諸
侯
の
関
係
は
一
種
の
契

約
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
皇
帝
か
ら
の
一
方
的
な
支
配
関
係
の
み
に
よ
っ
て
統
治
が
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

加
え
て
、
中
世
以
来
、
帝
国
に
お
い
て
は
荘
園

─
レ
ー
ン
（L

ehen

、G
rundherrschaft

）

─
と
結
び
つ
い
た
帝
国
君
候

（R
eichsfürsten

）
の
支
配
権
が
強
固
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
皇
帝
の
王
権
は
弱
体
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
皇
帝
は
法
律
の
実

施
や
、
臣
民
の
権
利
や
自
由
へ
の
配
慮
を
帝
国
君
候
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
皇
帝
の
財
政
的
基
盤
の
脆
弱
化
を
招
い
た
り
、

帝
国
独
自
の
政
策
を
行
う
機
会
を
失
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
内
に
お
い
て
は
、
統
一
的
な

支
配
権
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
し
ば
し
ば
政
治
的
混
乱
や
内
部
抗
争
も
生
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
改
善
す

る
べ
く
、
帝
国
改
革
（R

eichsreform

）
の
必
要
性
が
生
じ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

）
七
三
二
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

六
五

他
方
で
、
帝
国
改
革
は
、
以
上
の
よ
う
な
内
政
問
題
以
外
に
も
、
他
国
に
よ
る
威
嚇
も
契
機
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

一
四
五
三
年
に
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
（
東
ロ
ー
マ
帝
国
）
を
撃
破
し
て

─
い
わ
ゆ
る
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
陥

落

─
ド
ナ
ウ
川
上
流
へ
と
進
行
し
た
り
、
フ
ラ
ン
ス
も
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
や
イ
タ
リ
ア
の
帰
属
を
巡
っ
て
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
内
に
進
行
す

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
五
世
紀
に
お
い
て
は
、
外
部
か
ら
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
へ
の
進
行
の
脅
威
に
も
脅
か
さ
れ
つ
つ
あ
っ

た
。こ

れ
ら
の
内
政
問
題
と
外
交
問
題
を
踏
ま
え
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て
は
帝
国
改
革
が
必
要
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

一
四
九
五
年
の
ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
帝
国
議
会
（R

eichstag zu W
orm

s des Jahres 1495

）
が
一
連
の
改
革
運
動
の
絶
頂
期
で
あ
っ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
（
18
）

。
な
お
、
ヴ
ォ
ム
ス
の
帝
国
議
会
に
お
い
て
は
、
時
の
皇
帝
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
（M

axim
ilian I.

）
は
、
全
ド
イ
ツ
臣
民

を
対
象
と
す
る
一
般
帝
国
税
の
導
入
お
よ
び
そ
の
税
の
主
要
な
使
途
で
あ
る
帝
国
軍
制
の
導
入
な
ど
を
求
め
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い

て
は
領
邦
君
主
ら
の
抵
抗
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
な
り
実
現
を
見
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
制
度
化
の
動
き
は
統
一

的
な
支
配
体
制
を
構
築
す
る
と
共
に
、
他
国
の
脅
威
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
な
制

度
化
の
動
き
が
あ
っ
た
も
の
の
、
む
し
ろ
本
稿
に
お
い
て
は
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
帝
国
議
会
は
永
久
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
を
導
入
し
た
こ
と
が
、

そ
の
後
の
二
つ
の
最
高
裁
判
所
の
創
設
に
大
き
く
関
連
し
て
お
り
、
以
下
、
こ
の
点
を
取
り
上
げ
た
い
。

二
）
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ

上
記
の
ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
帝
国
議
会
に
お
い
て
は
永
久
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
（ew

ige L
andfriden

）
が
採
択
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
こ
の

点
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
く
（
19
）

。
と
こ
ろ
で
、
永
久
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
が
採
択
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
す
で
に
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
は
ラ
ン
ト

フ
リ
ー
デ
を
制
定
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
（H

einrich IV
.

）
が
一
一
〇
三
年
に
最
初
の
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
を
制

）
七
三
三
（



日
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法
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八
十
八
巻
第
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号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

六
六

定
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
後
の
永
久
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
と
同
様
、
帝
国
内
の
治
安
を
維
持
す
る
べ
く
、
紛
争
の
武
力
的
解
決
を
禁
止
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
永
久
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
も
、
そ
れ
以
前
ま
で
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
を
踏
襲
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
中
世
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て
は
、
皇
帝
自
ら
が
抗
争
禁
止
に
違
反
す
る
な
ど
、
ラ
ン
ト
フ
リ
ー

デ
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
皇
帝
は
、
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
を
維
持
す
る
権

限
を
諸
侯
に
対
し
て
有
し
て
い
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
も
珍
し
く
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
帝
国
内
に
お
け
る
平
和
を
維
持
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、「
中
心
的
任
務
で
あ
る
王
権
の
放
棄
」（V
ersagen des K

önigtum
s in seiner zentralen A

ufgabe

）
と
揶
揄
さ
れ
、
中
世
の

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
は
成
功
し
た
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
（
20
）

。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
一
五
世
紀
に
入
る
と
、
上
記
の
よ
う
な
外
部
か
ら
の
進
行
も
あ
っ
て
、
皇
帝
や
帝
国
等
族
は
帝
国
改
革
に
合

意
を
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
四
九
五
年
の
ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
帝
国
議
会
は
永
久
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
を
採
択
し
、
こ
れ
を
保
護
し
貫
徹
す
る
た

め
の
機
関
と
し
て
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
も
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
至
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
帝
国
改
革
や
永
久
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
と
い
っ
た
出
来
事
が
帝
国
に
お
け
る
裁
判
所
の
創
設
に
大
き
く
関
係
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
。

三
．
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
の
概
観

帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
は
永
久
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
が
採
択
さ
れ
た
一
四
九
五
年
に
創
設
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
創
設
の
目
的
は
、
帝

国
等
族
に
よ
る
抗
争
行
為
や
武
力
行
為
を
行
っ
た
者
を
国
外
追
放
に
す
る
と
い
っ
た
帝
国
内
部
の
平
和
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
21
）

。
し

た
が
っ
て
、
永
久
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
の
維
持
が
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
の
創
設
に
強
い
影
響
を
与
え
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
帝

国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
は
皇
帝
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
て
い
る
が
、「
皇
帝
と
帝
国
の
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
」（K

aisers und des R
eiches 

）
七
三
七
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

六
七

kam
m

ergericht

）
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
創
設
に
は
帝
国
議
会
や
帝
国
等
族
ら
の
協
力
も
あ
っ
た
こ
と
も
軽
視
し
て
は
な

ら
な
い
。
そ
の
際
、
当
初
は
、
皇
帝
や
帝
国
の
諸
勢
力
か
ら
独
立
し
た
裁
判
所
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
以
下
で
も
取
り

上
げ
る
よ
う
に
次
第
に
帝
国
議
会
や
帝
国
等
族
ら
が
影
響
力
を
行
使
し
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
皇
帝
は
、
こ
の
よ
う
な
帝
国
議
会
や
帝

国
等
族
ら
の
影
響
力
を
排
除
す
る
べ
く
、
次
節
の
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
設
置
へ
と
向
か
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

他
方
で
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
の
所
在
地
は
、
一
五
二
七
年
に
シ
ュ
パ
イ
ア
ー
（S

peyer

）、
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
争
後
の
一
六
八
九

年
に
は
ヴ
ェ
ツ
ラ
ル
（W

etzlar

）
に
移
転
す
る
な
ど
各
地
を
転
々
と
し
た
（
22
）

。
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
の
組
織
と
し
て
は
、
一
名
の
首
席
裁

判
官
（K

am
m

errichter

）

─
カ
ン
マ
ー
裁
判
官

─
が
例
え
ば
選
帝
侯
や
帝
国
君
候
と
い
っ
た
帝
国
直
属
の
身
分
を
有
す
る
貴
族
の
中

か
ら
皇
帝
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、
帝
国
裁
判
所
の
長
官
と
し
て
任
務
に
あ
た
っ
た
。
な
お
、
首
席
裁
判
官
は
、
司
法
的
専
門
教
育
を
受
け

て
い
た
か
ど
う
か
は
、
任
命
に
あ
た
っ
て
の
絶
対
的
条
件
で
は
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
実
際
の
裁
判
は
陪
席
裁
判
官
（B

eisitzer

）
に

よ
っ
て
下
さ
れ
て
お
り
、
陪
席
裁
判
官
の
人
数
は
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
が
存
在
し
て
い
た
間
、
不
定
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
一
五
五
五
年

に
は
裁
判
官
の
数
は
二
四
名
で
あ
り
、
一
六
四
八
年
以
降
は
五
〇
名
ま
で
に
達
し
た
（
23
）

。
そ
し
て
、
陪
席
裁
判
官
の
構
成
は
、
半
分
が
帝
国

等
族
か
ら
選
出
さ
れ
、
帝
国
議
会
が
指
名
を
行
っ
た
。
ま
た
、
残
り
の
半
分
は
、
法
学
者
か
ら
選
出
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
後
、
裁

判
の
専
門
化
に
よ
っ
て
、
専
門
的
な
司
法
教
育
を
受
け
た
帝
国
等
族
の
み
が
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
帝
国
カ
ン
マ
ー

裁
判
所
の
組
織
体
制
に
よ
っ
て
皇
帝
の
影
響
力
が
次
第
に
削
が
れ
、
帝
国
等
族
ら
の
影
響
力
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
垣
間
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

ま
た
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
当
初
、
帝
国
内
の
一
般
法
で
あ
っ
た
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
（R

öm
isch-kanonisches 

R
echt

）
が
補
充
的
に
適
用
さ
れ
、
地
域
的
諸
法
や
慣
習
法
が
優
先
的
に
適
用
さ
れ
た
（
24
）

。
け
れ
ど
も
、
後
に
、
地
域
的
諸
法
は
、
複
雑
困

）
七
三
四
（
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六
八

難
で
あ
り
、
か
つ
、
裁
判
に
長
時
間
を
要
す
原
因
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
陪
席
裁
判
官
は
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
に

依
拠
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
25
）

。
そ
の
た
め
、
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
が
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
に
お
い
て
適
用
さ
れ
た
こ
と

は
実
体
法
や
手
続
法
に
つ
い
て
法
統
一
的
効
果
を
及
ぼ
し
、
当
時
の
各
領
邦
に
お
い
て
設
置
さ
れ
た
裁
判
所
で
も
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所

に
な
ら
っ
て
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
が
適
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
帝
国
議
会
で
議
決
し
た
秩
序

─
い
わ
ゆ
る
帝
国
最
終

議
決
（Jüngste R

eichsabshied

）

─
は
、
現
在
で
言
う
と
こ
ろ
の
訴
訟
法
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
こ
で
は
手
続
の

書
式
原
則
、
法
的
聴
聞
の
原
則
、
そ
し
て
争
点
整
理
と
い
っ
た
も
の
が
規
定
さ
れ
た
（
26
）

。
そ
し
て
、
当
事
者
の
利
益
の
主
張
は
、
代
理
人

（P
rokurator

）
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
（
27
）

。

以
上
よ
り
、
帝
国
裁
判
所
は
、
差
し
あ
た
り
国
内
の
治
安
と
い
っ
た
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
て
創
設
さ
れ
た
こ
と
、
帝

国
裁
判
所
の
組
織
に
つ
い
て
帝
国
議
会
の
影
響
力
が
強
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
帝
国
裁
判
所
で
適
用
さ
れ
て
い
た
法
規
は
主
に
帝
国
内
の

一
般
法
で
あ
っ
た
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
確
認
し
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
特
に
帝
国
議
会
の
影
響
力
が
強

か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
皇
帝
は
次
節
の
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
創
設
へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

四
．
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議

前
節
で
取
り
上
げ
た
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
は
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
の
保
護
を
目
的
と
し
て
創
設
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
本
節
で
取
り
上

げ
る
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
の
保
護
を
目
的
と
し
て
創
設
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
（
28
）

。
す
な
わ
ち
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議

が
創
設
さ
れ
た
経
緯
と
し
て
は
、
行
政
改
革
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
一
四
九
七
年
と
一
四
九
八
年
の
宮
廷
改
革
で
あ
る
と
さ
れ
、
神
聖

ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
の
宮
廷
が
置
か
れ
て
い
た
ウ
ィ
ー
ン
に
設
置
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
そ
れ
自
体
は
、
正
確
な
創
設

時
期
を
示
す
の
が
難
し
い
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
が
設
置
さ
れ
る
以
前
の
中
世
に
、
す
で
に
宮
廷
内
に
統
治
活

）
七
三
四
（
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六
九

動
・
外
交
活
動
・
行
政
活
動
に
関
す
る
皇
帝
の
諮
問
機
関
を
設
置
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
最
上
級
の
裁
判
官
（oberster R

ichter

）
を
配

置
し
た
レ
ー
ン
裁
判
所
も
設
置
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
レ
ー
ン
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
帝
国
や
世
襲
領
地

（E
rbländern

）
か
ら
の
法
的
事
項
（R

echtssachen

）
や
恩
赦
事
項
（G

nadenangelegenheit

）
を
裁
判
す
る
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
後
、
一
五
五
九
年
以
降
、
帝
国
君
候
は
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
に
訴
訟
権
限
の
拡
大
を
認
め
て
お
り
、
徐
々
に
帝
国
内
の
最
高
裁
判
所
と

し
て
の
位
置
付
け
が
上
昇
す
る
に
至
っ
て
い
る
（
29
）

。
し
た
が
っ
て
、
永
久
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
の
制
定
お
よ
び
そ
の
保
護
の
必
要
性
が
契
機
と

な
っ
て
新
た
に
創
設
さ
れ
た
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
、
そ
れ
以
前
か
ら
宮
廷
内
に
皇
帝
に
よ
る
統
治
を
補
助
す
る
機
関
を
継
承
し
た
帝

国
宮
廷
顧
問
会
議
は
創
設
の
経
緯
に
つ
い
て
一
線
を
画
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
創
設
あ
る
い
は
そ
の
訴
訟
権
限
の
拡
大
に
は
、
当
時
の
政
治
的
権
力
争
い
に
も
触
れ
て
お
く
必
要

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
記
の
通
り
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
に
お
い
て
は
帝
国
議
会
の
強
い
影
響
力
が
行
使
さ
れ
て
い
っ
た
結
果
、
こ

の
よ
う
な
状
況
を
克
服
す
る
べ
く
皇
帝
に
よ
る
強
い
影
響
力
を
行
使
で
き
る
機
関
が
必
要
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
帝
国
宮

廷
顧
問
会
議
の
創
設
の
経
緯
は
そ
の
後
の
両
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
権
限
に
も
関
連
し
て
お
り
、
皇
帝
と
帝
国
等
族
の
間
の
権
力
闘
争
の

中
で
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
権
限
が
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
後
に
な
っ
て
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
も
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
の

破
壊
に
対
し
て
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
行
政
訴
訟
に
つ
い
て
は
帝
国
カ
ン
マ
ー

裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
と
い
う
異
な
る
機
関
が
両
立
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
支
配
機
関

─
オ
ー
プ
リ
ッ
ヒ
カ

イ
ト
（O

brigkeit

）

─
に
対
し
て
訴
訟
提
起
を
す
る
機
会
を
確
保
し
、
社
会
的
紛
争
の
法
現
象
化
を
徐
々
に
確
立
す
る
点
で
貢
献
し
て

い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
同
一
の
訴
訟
権
限
を
持
つ
最
高
裁
判
所
が
二
つ
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
一
方
で
利
用
者
で
あ
る

臣
民
に
と
っ
て
は
混
乱
を
招
く
恐
れ
も
無
か
っ
た
と
は
言
い
難
い
も
の
の
、
こ
こ
で
は
両
裁
判
所
の
設
置
そ
れ
自
体
が
ド
イ
ツ
社
会
に
及

）
七
三
四
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七
〇

ぼ
し
た
影
響
の
方
を
強
調
し
た
い
。

こ
の
よ
う
な
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
長
官
を
頂
点
と
し
、
彼
に
は
組
織
管
理
権
が
付
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
実
際
の

裁
判
は
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
同
様
、
陪
審
判
事
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
な
お
、
一
六
五
四
年
の
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
令
に
お
い
て

は
、
一
八
名
の
陪
審
判
事
の
う
ち
、
六
名
が

─
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
派
や
ル
タ
ー
派
と
い
っ
た

─
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
構
成

さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
る
な
ど
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
へ
の
配
慮
を
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
者
で
あ
っ
た
臣
民

か
ら
も
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
へ
の
信
用
を
獲
得
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
（
30
）

。
そ
し
て
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
に
対
す
る
当
事
者
の
利
益
の
主

張
は
、
代
理
人
（A

gent

）
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
。

他
方
で
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
、
皇
帝
が
資
金
を
出
し
、
皇
帝
直
属
の
機
関
と
し
て
皇
帝
に
よ
っ
て
の
み
支
配
さ
れ
た
。
こ
の
点
、

帝
国
等
族
ら
も
資
金
を
捻
出
し
て
設
置
さ
れ
た
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
は
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
帝
国
カ
ン
マ
ー

裁
判
所
は
そ
こ
で
の
裁
判
官
の
構
成
が
帝
国
等
族
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
帝
国
等
族
に
対
し
て
有
利
な
判
決
が
多

く
見
ら
れ
、
次
第
に
臣
民
か
ら
の
信
頼
を
失
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
同
様
、

不
上
訴
特
権
と
い
っ
た
制
約
も
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
陪
審
判
事
の
構
成
な
ど
に
つ
い
て
は
当
時
の
世
情
を
踏
ま
え
て
お
り
、
更
に
は
帝

国
等
族
と
臣
民
の
紛
争
を
公
平
に
審
理
し
て
い
た
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
（
31
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
よ
り
も
、
帝
国
宮
廷
裁
判

所
の
方
が
次
第
に
臣
民
か
ら
の
信
頼
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
訴
訟
権
限
は
、
徐
々
に
拡
大
し
て
い

く
こ
と
に
な
り
、
帝
国
に
は
二
つ
の
最
高
裁
判
所
が
両
立
し
て
い
っ
た
。

）
七
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四
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Ⅱ
．
両
最
高
裁
判
所
の
概
観

一
．
管
轄
権

帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
、
当
初
、
両
者
の
設
立
目
的
の
違
い
か
ら
管
轄
権
の
差
異
が
見
ら
れ
た
も
の
の
、
最

終
的
に
は
ほ
と
ん
ど
同
一
の
管
轄
権
を
持
つ
に
至
っ
た
（
32
）

。
ま
た
、
両
最
高
裁
判
所
は
、
共
に
、
第
一
審
裁
判
所
お
よ
び
上
訴
審
と
し
て
の

機
能
も
有
し
て
お
り
、
特
に
上
訴
審
に
つ
い
て
は
皇
帝
が
領
邦
君
主
や
帝
国
等
族
に
不
上
訴
特
権
を
認
め
る
場
合
も
あ
る
な
ど
、
上
訴
を

制
限
す
る
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
。

一
）
第
一
審

帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
、
共
に
第
一
審
裁
判
所
と
し
て
の
裁
判
管
轄
権
を
有
し
て
い
た
。
こ
れ
に
は
、
例
え

ば
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
の
破
壊
、
お
よ
び
、
帝
国
が
原
告
ま
た
は
被
告
と
な
っ
て
直
接
提
起
さ
れ
る
私
法
上
の
訴
訟
と
い
っ
た
司
法
事
項
の

ほ
か
、
帝
国
警
察
法
（P

oliceygesetze des R
eichs

）
に
対
す
る
侵
害
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
な
ど
の
警
察
事
項
と
い
っ
た
も
の
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
い
う
司
法
事
項
と
警
察
事
項
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
臣
民
訴
訟
の
節
で
取
り
上
げ
た
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う

な
中
で
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
、
帝
国
直
属
の
刑
事
事
件
の
独
占
的
権
限
を
持
つ
だ
け
で
は
な
く
、
帝
国
に
お
け
る
皇
帝
の
留
保
権
、

恩
赦
事
項
、
封
土
事
項
、
そ
し
て
地
位
の
昇
格
・
成
年
後
見
・
保
護
状
・
庇
護
状
と
い
っ
た
特
権
の
付
与
な
ど
に
関
し
て
も
第
一
審
と
し

て
独
占
的
権
限
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
第
一
審
と
し
て
の
独
占
的
権
限
が
あ
っ
た
場
合
を
除
き
、
両
最
高
裁
判
所
で
管
轄
権
が
競

合
し
て
い
る
領
域
の
案
件
に
つ
い
て
、
臣
民
は
、
い
ず
れ
の
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
す
る
の
か
に
つ
い
て
選
択
権
を
有
し
て
い
た
（
33
）

。

）
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二
）
上
訴
審

他
方
で
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
、
共
に
帝
国
に
お
け
る
最
上
級
の
上
訴
機
関
と
し
て
の
機
能
も
有
し
て
い

た
。
こ
の
よ
う
に
両
最
高
裁
判
所
を
上
訴
審
と
し
て
位
置
付
け
る
べ
く
、
帝
国
等
族
は
自
身
の
領
域
内
に
下
級
審
裁
判
所
や
上
訴
裁
判
所

を
設
置
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
を
参
考
に
し
て
制
度
設
計
が
行
わ
れ
た
（
34
）

。
な

お
、
領
域
内
に
お
い
て
も
上
訴
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
の
上
訴
審
に
あ
た
っ
て
は
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
を
貫
徹

す
る
べ
く
、
帝
国
法
へ
の
適
合
性
が
強
く
求
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
当
時
の
帝
国
内
に
お
け
る
法
の
統
一
的
適
用
が
求
め
ら
れ
た
か
ら
で

あ
っ
た
。
と
も
あ
れ
、
領
域
内
・
ラ
ン
ト
レ
ベ
ル
で
も
上
訴
機
関
が
設
置
さ
れ
て
い
た
中
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会

議
は
、
帝
国
レ
ベ
ル
の
手
続
の
上
訴
審
の
ほ
か
、
差
し
あ
た
り
裁
判
の
拒
否
（R

echtsverw
eigerung

）、
法
の
遅
延
（R

echtsverzögerung

）、

あ
る
い
は
判
決
の
無
効
の
場
合
に
上
訴
審
と
し
て
の
権
限
を
持
っ
た
。
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
下
記
の
不
上
訴
特
権
に
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
、
上
訴
が
可
能
と
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
帝
国
の
手
続
の
場
合
や
、
領
域
内
に
お
け
る
上
訴
が
機
能
し
て
い
な
い
場

合
に
関
し
て
は
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
に
対
し
て
上
訴
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
に
該
当
し

な
い
場
合
に
不
上
訴
特
権
が
領
邦
君
主
に
認
め
ら
れ
て
い
れ
ば
、
上
訴
が
制
限
さ
れ
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
領
邦
君
主
が
領
邦

支
配
権
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
臣
民
へ
の
措
置
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
ほ
か
、
帝
国
等
族
は
、
当
事
者
の
円
満
な
意
見
一
致
を
目
的
と
す
る
仲
裁
裁
判
所
（S

chiedsgericht, A
usträge Instanz

）
も
設

置
す
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
仲
裁
裁
判
所
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
に
上

訴
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
仮
の
権
利
保
護
を
求
め
る
裁
定
訴
訟
（M

andatsprozess

）
が
領
域
内
の
裁
判
所
で
提
起
さ
れ
、

そ
こ
で
の
領
域
内
の
裁
判
所
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
ま
た
は
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
に
上
訴
す
る

）
七
七
四
（
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七
三

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
更
に
、
裁
判
上
の
手
続
で
は
な
い
も
の
の
、
領
邦
君
主
が
官
憲
的
な
権
力
（obrigkeitliche G

ew
alt

）
に
基
づ

い
て
交
付
し
た
命
令
や
禁
止
に
対
す
る
裁
判
外
の
控
訴
（E

xtrajudizialappellation

）
に
つ
い
て
は
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷

顧
問
会
議
に
訴
え
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
た
。

以
上
を
簡
潔
に
纏
め
る
と
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
が
上
訴
審
と
し
て
裁
判
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
帝
国
レ
ベ

ル
の
手
続
に
該
当
す
る
場
合
、
領
域
内
の
上
訴
審
が
機
能
し
て
い
な
い
場
合
、
領
域
内
の
仲
裁
裁
判
所
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
、
そ

し
て
領
邦
君
主
の
措
置
に
対
す
る
裁
判
外
の
控
訴
の
場
合
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国

宮
廷
顧
問
会
議
の
上
訴
審
と
し
て
の
管
轄
権
は
、
第
一
審
と
比
べ
る
と
限
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
中
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と

帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
上
訴
審
と
し
て
の
機
能
を
、
も
っ
と
も
限
定
す
る
制
度
と
し
て
不
上
訴
特
権
を
以
下
で
は
取
り
上
げ
た
い
。

三
）
不
上
訴
特
権

不
上
訴
特
権
（privilegia de non appellando
）
と
は
、
換
言
す
れ
ば
「
控
訴
さ
れ
ざ
る
特
権
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
（
35
）

。
つ
ま
り
、

領
域
内
の
臣
民
が
行
お
う
と
す
る
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
や
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
へ
の
上
訴
の
禁
止
を
領
邦
君
主
に
認
め
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
制
度
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
皇
帝
で
あ
っ
た
カ
ー
ル
四
世
（K

arl IV
.

）
が
一
三
五
六
年
に
金
印
勅
書
（G

oldene bulle

）
を

発
布
し
た
こ
と
が
萌
芽
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
金
印
勅
令
を
通
じ
て
不
上
訴
特
権
を
選
帝
侯
に
付
与
し
た
（
36
）

。
そ
の
た
め
、
ラ

ン
ト
フ
リ
ー
デ
と
同
様
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
が
設
置
さ
れ
る
以
前
か
ら
不
上
訴
特
権
は
存
在
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
こ
の
点
、
一
七
世
紀
に
入
る
と
、
領
邦
君
主
は
、
帝
国
議
会
や
皇
帝
の
選
挙
協
約
（W

ahlkapitulation

）
に
あ
た
っ
て
不
上
訴

特
権
の
付
与
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
不
上
訴
特
権
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
皇
帝
や
帝
国
議
会
は
、
領
邦
君
主
か
ら
の

支
持
を
得
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
無
制
限
に
不
上
訴
特
権
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
は
選
帝
侯
の

）
七
七
四
（
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四

み
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
領
邦
君
主
は
限
定
的
な
範
囲
内
に
の
み
不
上
訴
特
権
が
付
与
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
37
）

。
ま

た
、
不
上
訴
特
権
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
、
皇
帝
や
帝
国
議
会
が
行
お
う
と
し
た
諸
政
策
を
支
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
帝
国

内
で
統
一
的
な
諸
政
策
の
実
施
を
行
お
う
と
す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
領
域
内
に
お
け
る
裁
判
機
関
の
整
備
が
求

め
ら
れ
た
（
38
）

。

他
方
で
、
選
挙
協
約
の
中
で
付
与
さ
れ
た
不
上
訴
特
権
は
、
主
に
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
に
適
用
さ
れ
、
下
記
で
取
り

上
げ
る
裁
定
訴
訟
や
臣
民
訴
訟
に
対
す
る
上
訴
が
対
象
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
に
お
け
る
手
続
に
は
、
裁
定

訴
訟
の
上
訴
が
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
（
39
）

。
そ
し
て
、
不
上
訴
特
権
の
具
体
的
な
対
象
と
し
て
は
、
要
塞
と

い
っ
た
ラ
ン
ト
防
衛
の
た
め
の
費
用
に
関
す
る
増
税
と
い
っ
た
高
権
（H

oheitsrecht

）
に
関
す
る
紛
争
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
よ
り
、
不
上
訴
特
権
に
よ
っ
て
領
邦
支
配
権
に
基
づ
く
措
置
が
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
で
裁
判
さ
れ
る

機
会
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
不
上
訴
特
権
に
つ
い
て
は
、
単
純
に
上
訴
を
制
限
し
た
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
副

産
物
と
し
て
領
域
内
で
の
上
訴
裁
判
所
が
整
備
さ
れ
、
そ
し
て
ま
た
領
域
内
で
の
上
訴
裁
判
所
は
帝
国
法
へ
の
適
合
が
求
め
ら
れ
て
い
た

点
は
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
領
域
内
で
は
あ
る
も
の
の
、
臣
民
に
は
領
邦
支
配
権
に
基
づ
く
措
置
に
対
し
て
上
訴
の

機
会
も
あ
る
程
度
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
言
え
る
。

二
．
訴
訟
手
続

帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
差
異
は
、
訴
訟
手
続
の
中
で
も
存
在
し
て
い
た
（
40
）

。
帝
国
裁
判
所
に
お
い
て
は
、

ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
に
基
づ
き
カ
ン
マ
ー
手
続
と
い
う
詳
細
で
独
立
の
秩
序
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
書
面
主
義
、
裁
判

期
日
の
確
定
、
ロ
ー
マ
法
的
用
語
法
が
導
入
さ
れ
た
（
41
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
庁
（stilus curiae

）
の

）
七
七
二
（
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七
五

手
続
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
結
果
と
し
て
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
に
裁
量
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
（
42
）

。
ま
た
、
両
最
高
裁
判

所
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
委
員
会
の
権
限
も
異
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
は
限
定
的
な
権
限
を
持
っ
た
特
別
委

員
と
し
て
地
域
の
裁
判
官
を
指
名
す
る
の
に
留
ま
っ
て
お
り
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
に
お
け
る
特
別
委
員
は
法
律
上
規
定
さ
れ
た
仲
裁

手
続
の
枠
内
で
自
由
に
判
決
を
下
す
権
限
が
与
え
ら
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
王
家
の
構
成
者
間
を
調
停
し
、
領
土
の
所
有
関
係
を
確
定
し
、

収
益
を
分
配
し
、
破
産
手
続
を
実
施
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
地
域
に
対
す
る
法
的
紛

争
を
完
全
に
解
決
す
る
権
限
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
上
で
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
当
事
者
の
申
請
に
基
づ
い
て
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、

同
委
員
会
は
職
権
証
拠
調
べ
、
調
査
、
そ
し
て
手
続
の
指
揮
と
い
っ
た
機
能
を
担
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
訴
訟
手
続
の
中
で
差
異
が
見
ら
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
両
者
は
競
合

関
係
も
し
く
は
対
立
関
係
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
帝
国
内
で
異
な
っ
た
機
能
を
有
す
る
機
関
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
伝
わ
っ
て
い

る
（
43
）

。
す
な
わ
ち
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
は
皇
帝
の
任
務
を
最
上
級
の
裁
判
官
と
し
て
擁
護
し
た
の
に
対
し
て
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は

帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
の
権
限
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
案
件
を
取
り
扱
う
権
限
が
当
初
付
与
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
帝

国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
共
に
紛
争
中
の
当
事
者
の
平
和
的
合
意
を
目
的
と
し
て
い
た
点
で
異
な
る
と
こ
ろ
は
無

か
っ
た
結
果
、
判
決
よ
り
も
裁
判
外
の
和
解
に
よ
っ
て
紛
争
解
決
が
図
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

三
．
利
用
状
況

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
最
高
裁
判
所
は
、
永
久
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
の
維
持
を
も
た
ら
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
が
、

徐
々
に
管
轄
権
が
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
に
お
い
て
は
二
〇
〇
件
程
度
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
に
お

い
て
二
、〇
〇
〇
件
～
三
、〇
〇
〇
件
の
訴
訟
提
起
を
受
理
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
44
）

。

）
七
七
三
（
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六

な
お
、F

ilippo R
anieri

の
分
析
に
よ
る
と
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
の
成
立
か
ら
最
初
の
一
〇
年
間
は
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
破
壊
に

関
す
る
訴
訟
提
起
が
主
に
な
さ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
に
お
け
る
全
手
続
の
う
ち
、
ラ
ン
ト
フ

リ
ー
デ
の
破
壊
に
関
し
て
は
、
全
手
続
の
一
〇
％
か
ら
一
五
％
ま
で
で
あ
り
、
一
五
二
七
年
か
ら
一
五
二
九
年
は
二
三
％
に
ま
で
達
し

た
（
45
）

。
そ
の
後
、Jürgen W

eitzel

は
、
一
五
五
五
年
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
和
議
後
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
に
お
い
て
宗
教
問
題
に
関

す
る
訴
訟
提
起
の
受
理
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
の
破
壊
に
関
す
る
訴
訟
が
減
少
し
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
結

果
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
は
、
支
払
請
求
あ
る
い
は
王
家
内
部
の
紛
争
な
ど
が
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
（
46
）

。

帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
に
お
け
る
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
の
破
壊
に
関
す
る
訴
訟
が
減
少
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議

と
の
競
合
関
係
や
対
立
関
係
は
、
次
第
に
緩
和
し
て
い
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
（
47
）

。
も
っ
と
も
、
一
八
世
紀
に
入
る
と
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会

議
の
利
用
が
飛
躍
し
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
に
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
で
取
り
上
げ

ら
れ
た
紛
争
は
、
王
家
の
問
題
、
経
済
的
問
題
、
宗
教
的
問
題
、
そ
し
て
社
会
的
問
題
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

以
上
よ
り
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
最
高
裁
判
所
は
、
最
終
的
に
訴
訟
権
限
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
の

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
内
で
の
状
況
や
事
情
な
ど
を
経
て
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
利
用
が
徐
々
に
増
し
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
帝
国

宮
廷
顧
問
会
議
の
み
が
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
内
の
最
高
裁
判
所
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
48
）

。

四
．
裁
定
訴
訟

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
二
つ
の
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
今
日
で
言
う
と
こ
ろ
の
仮
の
権
利
救
済
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
裁
定
訴
訟

（M
andatsprozess

）
の
提
起
が
認
め
ら
れ
て
い
た
（
49
）

。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
当
面
の
間
の
権
利
保
護
を
求
め
る
べ
く
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の

二
つ
の
最
高
裁
判
所
の
い
ず
れ
か
に
救
済
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
の
手
続
は
、
通
常
の
訴
訟
を
簡
略
し
た
略
式
訴
訟
で
、
緊

）
七
七
七
（
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七
七

急
の
場
合
に
は
相
手
方
か
ら
の
聴
聞
な
し
に
暫
定
的
な
措
置
を
採
る
こ
と
な
ど
も
可
能
と
さ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
裁
定
訴
訟
の
対
象
は
、
①
法
や
慣
習
を
明
確
に
侵
害
し
た
場
合
、
②
損
害
賠
償
を
行
う
べ
き
中
、
そ
れ
を
行
っ
て
い
な
い
場

合
、
③
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
の
破
壊
、
そ
し
て
④
公
共
の
利
益
を
侵
害
し
た
場
合
に
、
提
起
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
な
お
、
そ
こ
で
は
、

例
え
ば
暴
力
的
な
支
配
者
（saevitia dom

inorum

）
に
よ
る
圧
政
を
、
公
共
の
利
益
の
侵
害
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
な
ど
、

裁
定
訴
訟
の
対
象
に
つ
い
て
は
柔
軟
な
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
た
（
50
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
裁
定
訴
訟
も
、
臣
民
に
よ
る
暴
力
的
救
済
や
自
力
救

済
を
防
ぎ
社
会
的
紛
争
の
法
現
象
化
に
貢
献
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。

五
．
臣
民
訴
訟

一
）
概
要

近
代
初
期
の
ド
イ
ツ
の
司
法
に
お
い
て
は
、
公
法
と
私
法
の
区
別
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
（
51
）

。
こ
の
よ
う

な
中
、
臣
民
訴
訟
（U

ntertanenklage, U
ntertanenprozess

）
と
呼
ば
れ
る
訴
訟
類
型
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
富
裕
層
の

臣
民
と
下
級
層
の
臣
民
と
の
間
の
対
立
と
い
っ
た
よ
う
に
臣
民
同
士
の
紛
争
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
臣
民
と
ラ
ン
ト
支
配
機
関

（L
andesobrigkeit

）
と
の
間
の
訴
訟
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
（
52
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
臣
民
訴
訟
は
、
今
日
で
言
う
と
こ
ろ
の
行

政
訴
訟
と
の
共
通
性
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
臣
民
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
後
世
に
お
い
て
、
更
に
支
配
機
関
に

よ
る
違
法
な
手
続
あ
る
い
は
支
配
機
関
に
よ
る
既
得
権
侵
害
に
対
す
る
個
人
に
よ
る
臣
民
訴
訟
と
、
領
邦
君
主
の
侵
害
に
対
し
て
都
市
の

住
民
や
農
民
た
ち
と
い
っ
た
集
団
に
よ
る
臣
民
訴
訟
と
い
っ
た
区
別
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

そ
し
て
、
個
人
に
よ
る
臣
民
訴
訟
の
具
体
例
と
し
て
は
、
新
し
い
公
租
公
課
に
対
す
る
臣
民
訴
訟
の
ほ
か
、
ツ
ン
フ
ト
の
特
権
に
対
す

る
領
邦
君
主
か
ら
の
債
権
の
償
還
訴
訟
や
、
臣
民
の
生
活
お
よ
び
領
土
内
の
一
般
関
係
に
関
し
て
支
配
機
関
が
行
う
警
察
規
制
へ
の
訴
訟

）
七
七
四
（
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と
い
っ
た
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
で
、
集
合
的
な
臣
民
訴
訟
は
、
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
後
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な

わ
ち
、
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
の
終
結
に
あ
た
り
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
同
盟
に
対
し
て
示
さ
れ
た
農
民
側
の
農
民
戦
争
の
降
伏
条
件
お
よ
び

一
五
二
六
年
の
帝
国
最
終
議
決
に
お
い
て
は
、
農
民
と
領
邦
君
主
と
の
間
の
法
的
手
段
を
認
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
要
求
が
集

団
に
よ
る
臣
民
訴
訟
と
し
て
結
実
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
民
ら
は
帝
国
の
裁
判
所
を
頻
繁
に
利
用
す
る
こ
と
に
な
り
、
集
団
に
よ
る
臣

民
訴
訟
は
絶
対
的
主
義
体
制
に
お
け
る
領
土
支
配
の
調
整
機
能
を
果
た
し
て
い
っ
た
。

こ
れ
ら
の
状
況
に
対
し
て
、
支
配
機
関
は
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
訴
訟
活
動
を
、
出
来
る
だ
け
制
限
す
る

よ
う
試
み
た
。
こ
れ
は
、
支
配
機
関
が
持
つ
高
権
へ
の
介
入
を
防
ご
う
と
し
た
た
め
で
あ
り
、
そ
の
現
れ
と
し
て
、
下
記
の
警
察
事
項
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
）
警
察
事
項
の
原
告
適
格

上
記
ま
で
の
通
り
、
二
つ
の
最
高
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
臣
民
は
行
政
上
の
紛
争
を
裁
判
所
で
取
り
上
げ
る
機
会
が

確
保
さ
れ
て
い
た
（
53
）

。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
一
八
世
紀
に
入
る
と
、
変
化
が
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
帝
国
等
族
や
領
邦
君
主
は
、
警
察

事
項
と
司
法
事
項
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
領
邦
内
で
の
活
動
を
裁
判
上
の
影
響
力
の
行
使
か
ら
引
き
離
す
こ
と
を
試
み
た
か
ら
で

あ
る
。
な
お
、
司
法
事
項
（Justizsache

）
と
は
、
個
人
の
権
利
の
侵
害
、
す
な
わ
ち
個
人
の
既
得
権
に
関
す
る
法
関
係
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
。
他
方
で
、
警
察
事
項
（P

oliceysache

）
は
統
治
事
項
（R

egierungssache

）
と
も
表
現
さ
れ
た
り
、
両
者
の
併
記
が
な
さ
れ
た

り
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
国
家
の
直
接
的
利
益
や
公
共
の
福
祉
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
（
54
）

。
も
っ
と
も
、
両
者
の
区
別
は
実
際
に
は

曖
昧
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
55
）

。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
両
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
は
ど
の
範
囲
ま
で
訴
訟
の
対
象
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
も
問
題
と
さ
れ
た
。

）
七
七
四
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

七
九

こ
の
よ
う
な
中
で
、
警
察
事
項
が
訴
訟
提
起
の
対
象
と
な
ら
な
い
根
拠
と
し
て
は
、
一
六
四
八
年
の
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約

（W
estfälische F

riedensschluss

）
六
四
条
で
領
邦
高
権
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
（
56
）

。
そ
こ
で
は
次
の
通
り
規
定
す
る
。

ロ
ー
マ
帝
国
の
全
て
の
選
帝
侯
、
君
候
お
よ
び
等
族
は
、
そ
の
旧
来
の
権
利
、
優
先
権
（V

orrechten

）、
自
由
、
特
権
（Privileg

）、

ラ
ン
ト
高
権
、
教
会
の
問
題
・
世
俗
的
問
題
、
統
治
権
、
レ
ガ
リ
ー
エ
ン
（R

egalien

）、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
占
有
が
、
い
か
な
る
理
由
に

よ
っ
て
も
誰
か
ら
も
妨
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

そ
の
後
、
こ
れ
を
受
け
、
一
六
五
四
年
の
帝
国
最
終
議
決
（Jüngster R

eichsabshied von 1654

）
一
〇
六
条
は
、
警
察
事
項
、
ツ
ン
フ

ト
事
項
（Z

unftsachen

）、
手
工
業
事
項
（H

andw
erkssachen

）
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
を
行
っ
た
。

…
裁
判
官
は
審
理
に
あ
た
っ
て
、
各
支
配
機
関
の
利
益
と
そ
の
事
情
に
応
じ
た
公
的
地
位
（Status publici

）
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
お
け
る
禁
止
に
対
し
て
容
易
に
判
決
を
下
し
て
は
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
規
定
に
基
づ
き
、
警
察
事
項
は
両
最
高
裁
判
所
へ
の
訴
訟
の
提
起
お
よ
び
上
訴
が
否
定
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ

る
の
が
今
日
に
お
い
て
は
一
般
的
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
規
定
お
よ
び
そ
の
理
解
に
対
し
て
、
両
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
は
警

察
事
項
の
司
法
的
執
行
可
能
性
（Justitiabilität

）
も
検
討
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
警
察
事
項
に
属
す
紛
争
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

個
人
の
既
得
権
の
侵
害
に
も
関
連
す
る
場
合
、
臣
民
は
君
主
な
い
し
行
政
官
庁
を
相
手
に
両
最
高
裁
判
所
へ
の
訴
え
の
提
起
が
認
め
る
場

）
七
七
四
（
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合
も
あ
っ
た
（
57
）

。
更
に
、S

iegrid W
estphal

は
、
両
最
高
裁
判
所
の
判
例
か
ら
、
①
既
得
権
、
自
由
権
、
そ
し
て
諸
権
利
が
侵
害
さ
れ
た

場
合
、
②
支
配
機
関
が
権
力
を
濫
用
し
、
公
共
の
利
益
や
一
般
的
利
益
を
侵
害
し
た
場
合
、
③
帝
国
警
察
法
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
、
警
察

事
項
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
訴
訟
提
起
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
、
よ
り
詳
細
な
説
明
を
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う

既
得
権
と
し
て
は
、
特
権
、
契
約
、
そ
し
て
時
効
の
ほ
か
、
慣
習
な
ど
を
通
じ
て
発
生
し
た
財
産
権
や
占
有
権
な
ど
も
該
当
す
る
と
さ
れ

た
（
58
）

。
ま
た
、
こ
こ
で
い
う
自
由
権
は
自
然
的
自
由
（natürliche F

reiheit

）
の
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
一
八
世
紀
に
お
い
て
は
既
得
権

に
該
当
し
な
い
場
合
、
自
然
的
自
由
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
が
探
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
59
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
警
察
事
項
の
訴
訟
提
起
の
余
地

に
つ
い
て
は
既
得
権
が
主
張
で
き
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
（
60
）

が
、
既
得
権
の
主
張
の
可
能
性

を
探
る
以
外
に
も
柔
軟
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
点
も
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

以
上
に
つ
い
て
、
帝
国
国
法
学
者
（R
eichspublizist

）
の
多
く
は
、
両
最
高
裁
判
所
の
見
解
を
支
持
し
て
い
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
い
る
（
61
）

。

こ
の
よ
う
な
判
例
や
学
説
の
動
向
を
踏
ま
え
、
後
世
に
お
い
て
は
、
警
察
事
項
が
両
最
高
裁
判
所
へ
の
訴
訟
の
提
起
お
よ
び
上
訴
を
否
定

す
る
、
と
い
う
原
則
す
ら
根
拠
に
乏
し
か
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
62
）

。

お
わ
り
に

す
で
に
別
稿
で
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
環
境
法
上
の
団
体
訴
訟
の
歴
史
的
背
景
と
し
て
、
ド
イ
ツ
自
然
保
護
運
動
に
つ
い
て
取
り
上
げ

た
（
63
）

。
そ
こ
で
は
、
ド
イ
ツ
自
然
保
護
運
動
が
一
九
世
紀
前
半
の
プ
ロ
イ
セ
ン
を
中
心
に
展
開
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
が
そ
の
後

の
連
邦
自
然
保
護
法
に
お
け
る
団
体
訴
訟
制
度
の
形
成
に
強
い
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
も
っ
と
も
、
一
九
世
紀
前

）
七
七
四
（
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澤
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半
の
ド
イ
ツ
自
然
保
護
運
動
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
最
高
裁
判
所
が
存
続
し
て
い
た
時
代
と
は
僅

か
な
が
ら
時
期
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
一
八
〇
六
年
に
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
が
崩
壊
し
、
二
つ
の
最
高
裁
判
所
も
廃
止
さ
れ
た

後
に
、
自
然
保
護
運
動
が
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
二
つ
の
最
高
裁
判
所
が
存
在
し
て
い
た
時
期
の
諸
制

度
は
、
そ
の
後
の
環
境
法
上
の
団
体
訴
訟
に
直
接
的
な
関
連
性
を
直
ち
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
後
世
に
環
境
法
上
の
団
体
訴
訟
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
と
は
直
接
的
な
関
連
性
を
肯
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
し
て
も
、

次
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
は
、

─
例
え
ば
不
上
訴
特
権
や
警
察
事
項
の
訴
訟

対
象
性
の
否
定
と
い
っ
た
諸
制
限
も
見
ら
れ
た
も
の
の

─
行
政
上
の
紛
争
に
つ
い
て
柔
軟
な
解
釈
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
訴
訟
の
提

起
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
つ
の
最
高
裁
判
所
は
、
臣
民
に
よ
る
行
政
上
の
紛
争
へ
の
裁
判
ア
ク
セ
ス
を

確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
紛
争
の
法
現
象
化
に
貢
献
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
わ
け
で
あ
る
（
64
）

。

と
こ
ろ
で
、
上
記
の
ド
イ
ツ
自
然
保
護
運
動
は
、
当
時

─
本
稿
で
取
り
上
げ
た
そ
の
後

─
プ
ロ
イ
セ
ン
な
ど
の
法
制
度
・
裁
判
制

度
と
の
関
係
も
あ
っ
て
、
管
見
の
限
り
、
自
然
保
護
と
い
う
問
題
に
対
し
て
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
解
決
が
図
ら
れ
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
自
然
保
護
を
必
要
と
す
る
喫
緊
の
必
要
性
が
無
か
っ
た
こ
と
や
、
訴
訟
を
提
起
す
る
ま
で
の
権
利
・
利
益

と
し
て
自
然
保
護
が
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
社
会
的
紛
争
を
武
力
以
外
の
手
段
で
解
決
を
図
ろ
う

と
す
る
土
台
が
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
最
高
裁
判
所
の
設
置
に
よ
っ
て
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
自
然
保
護
の
必
要
性
を
訴
え
る
た
め
の
啓
蒙
活
動
や
市
民
に
よ
る
実
践
的
な
自
然
保
護
活
動
と
い
っ
た
ソ
フ
ト
な
社
会
運
動
を

通
じ
て
、
自
然
保
護
の
実
現
を
試
み
た
こ
と
の
淵
源
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
最
高
裁
判
所
の
存
在
も
見
過
ご
す
こ
と
が

で
き
な
い
と
理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

）
七
七
四
（
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第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

八
二

し
た
が
っ
て
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
最
高
裁
判
所
の
存
在
が
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
の
原
告
適
格
論
や
団
体
訴
訟
論
の
制
度

設
計
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
今
後
は
、
自
然
保
護
運
動
が
行
わ
れ
た
時
期
と
時
間
的
に
密
接
な
、
神

聖
ロ
ー
マ
帝
国
崩
壊
後
に
生
じ
た
ベ
ー
ル
＝
グ
ナ
イ
ス
ト
論
争
の
時
期
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
い
く
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
環
境
法
上
の
団
体

訴
訟
の
歴
史
的
展
開
の
一
部
を
更
に
解
明
し
て
い
き
た
い
。

本
研
究
に
あ
た
り
、
令
和
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
【
基
盤
研
究
C
、
課
題
番
号20K

01428

、
研
究
課
題
名
「
ド
イ
ツ
行
政
上
の

権
利
保
護
の
歴
史
的
展
開
か
ら
見
た
環
境
法
上
の
団
体
訴
訟
論
」】
に
よ
る
援
助
を
受
け
た
。

（
1
） 

こ
の
点
、
高
橋
滋
編
『
改
正
行
訴
法
の
施
行
状
況
の
検
証
』
商
事
法
務
（
二
〇
一
三
年
）
一
一
〇
頁
に
お
い
て
は
、「
環
境
、
文
化
財
保
護
、

消
費
者
保
護
等
の
分
野
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
団
体
訴
訟
制
度
を
想
定
さ
れ
得
る
と
の
指
摘
が
さ
れ
、
こ
れ
に
賛
同
す
る
意
見
が
多
か
っ
た
」
と

の
記
述
が
あ
る
。

（
2
） 

こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
こ
こ
で
は
、
例
え
ば
阿
部
泰
隆
『
行
政
法
解
釈
学
Ⅱ
』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
九
年
）
一
四
六
頁
～

一
四
八
頁
を
挙
げ
た
い
。

（
3
） 

わ
が
国
行
政
事
件
訴
訟
に
お
け
る
原
告
適
格
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
主
婦
連
ジ
ュ
ー
ス
訴
訟
最
高
裁
判
決
（
最
判
昭

和
五
三
年
三
月
一
四
日
民
集
三
二
巻
二
号
二
一
一
頁
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
阿
部
泰
隆
『
処
分
性
・
原
告
適
格
・
訴
え
の
利
益

の
消
滅
』
信
山
社
（
二
〇
二
一
年
）
二
五
三
頁
に
お
い
て
は
、「
判
例
の
と
る
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
説
は
、
い
わ
ゆ
る
ジ
ュ
ー
ス
訴
訟
で
突
然

宣
言
さ
れ
た
が
、
こ
の
訴
訟
は
広
く
庶
民
に
代
わ
っ
て
提
起
し
た
代
表
訴
訟
で
あ
る
の
で
、
本
来
、
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
説
か
、
法
的
保
護
に

値
す
る
利
益
説
の
い
ず
れ
を
と
る
べ
き
な
の
か
決
着
を
つ
け
る
場
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
ら
理
由
も
示
さ
れ
る
こ
と
な
く
判
例
と
さ
れ
、

そ
の
後
の
判
例
は
不
合
理
な
点
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
、
以
後
、
い
く
ら
批
判
が
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
は
先
例
病
に
か
か
っ
て
い
る
の
か
、
こ
の
説

）
七
四
四
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

八
三

を
採
用
し
、
調
査
官
解
説
は
、
学
説
我
関
せ
ず
、
判
例
だ
け
を
調
査
し
、
し
か
も
、
そ
れ
を
拡
大
解
釈
し
て
い
る
」
と
、
同
判
決
を
原
告
適
格
の

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
す
る
こ
と
へ
の
批
判
を
示
し
て
い
る
。

（
4
） 
宇
賀
克
也
『
行
政
法
概
説
Ⅱ
』
有
斐
閣
（
二
〇
二
一
年
）
一
九
四
頁
～
一
九
五
頁
参
照
。

（
5
） 
例
え
ばW

. E
rbguth, A

llgem
eines V

erw
altungsrecht 8. A

ufl., N
om

os 2016, S
.106

は
「
条
文
が
公
共
の
利
益
の
み
に
資
す
る
の
か
、

そ
れ
と
も
（
少
な
く
と
も
）
個
人
の
権
利
も
保
護
す
る
か
ど
う
か
は
、
解
釈
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
し
か
し
、
多
く
の
条

文
か
ら
、
そ
れ
が
個
人
の
利
益
を
保
護
し
、
主
観
的
権
利
を
取
り
な
す
の
か
ど
う
か
を
推
測
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
」
と
し
た
上
で
、
建
設
法

（B
aurecht

）、
危
険
防
止
法
（G

efahrenabw
ehrrecht

）、
営
業
法
（G

ew
erberecht

）、
補
助
金
法
（S

ubventionsrecht

）、
記
念
物
保
存
法

（D
enkm

alschutzrecht
）
な
ど
の
領
域
に
お
け
る
原
告
適
格
の
判
断
の
困
難
さ
を
指
摘
す
る
。

（
6
） 

こ
の
点
、
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅱ
』
有
斐
閣
（
二
〇
一
九
年
）
一
三
〇
頁
に
お
い
て
は
、「
取
消
訴
訟
の
原
告
適
格
を
何
人
に
認
め
る
か
は
、
立

法
政
策
上
の
問
題
と
な
る
。
…
…
裁
判
を
受
け
る
権
利
は
行
政
処
分
に
対
し
て
も
等
し
く
妥
当
し
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
立
法
に
は
限
界
が
あ
る
こ

と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
本
稿
は
、
こ
の
記
述
に
司
法
の
役
割
を
追
加
し
て
記
載
を
行
っ
た
。

（
7
） 

環
境
・
権
利
救
済
法
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
規
子
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
環
境
・
法
的
救
済
法
の
成
立
（
一
・
二
）
─
団
体
訴
訟
の
法
的

性
質
を
め
ぐ
る
一
考
察
─
」
阪
大
法
学
五
七
巻
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
〇
三
頁
以
下
、
同
五
八
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
）
二
七
九
頁
以
下
、
小
澤
久

仁
男
「
環
境
法
に
お
け
る
団
体
訴
訟
の
行
方
─
ド
イ
ツ
環
境
・
権
利
救
済
法
を
参
考
に
し
て
─
」
香
川
大
学
法
学
部
創
設
三
〇
周
年
・
法
学
研
究
院

創
設
記
念
論
文
集
『
現
代
に
お
け
る
法
と
政
治
の
探
求
』
成
文
堂
（
二
〇
一
二
年
）
五
一
頁
以
下
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
の
同
法
の
改
正
お
よ
び

欧
州
裁
判
所
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
規
子
「
混
迷
す
る
ド
イ
ツ
の
環
境
団
体
訴
訟
─
環
境
・
法
的
救
済
法
２
０
１
３
年
改
正
を
め
ぐ
っ
て

─
」
新
世
代
法
政
策
学
研
究
二
〇
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
二
七
頁
以
下
、
同
「
環
境
情
報
の
司
法
ア
ク
セ
ス
と
オ
ー
フ
ス
条
約
─
ド
イ
ツ
環
境
訴
訟

へ
の
影
響
を
中
心
と
し
て
─
」
松
本
和
彦
編
『
日
独
公
法
学
の
挑
戦
─
グ
ロ
ー
バ
ル
化
社
会
の
公
法
─
』
日
本
評
論
社
（
二
〇
一
四
年
）
二
九
七
頁

以
下
、
小
澤
久
仁
男
「
ド
イ
ツ
環
境
法
に
お
け
る
実
体
的
排
除
効
の
終
焉
と
新
た
な
展
開
─
２
０
１
５
年
欧
州
裁
判
所
判
決
を
参
考
に
し
て
─
」
碓

井
光
明
ほ
か
編
『
行
政
手
続
・
行
政
救
済
法
の
展
開
（
西
埜
章
先
生
・
中
川
義
朗
先
生
・
海
老
澤
俊
郎
先
生
喜
寿
記
念
）』
五
三
九
頁
以
下
が
あ
る
。

（
8
） 

こ
の
点
、
宮
崎
良
夫
『
法
治
国
理
念
と
官
僚
制
』
東
京
大
学
出
版
会
（
一
九
八
六
年
）
二
二
頁
以
下
に
お
い
て
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
帝
国

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

八
四

カ
ン
マ
ー
裁
判
所
お
よ
び
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
が
、
帝
国
の
最
高
裁
判
所
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
を
前
提
に
、「
後
世
の
学
者
、
…
19
世
紀
中
葉
の

『
法
治
国
』
論
の
主
唱
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ベ
ー
ル
、
さ
ら
に
は
プ
ロ
イ
セ
ン
の
行
政
裁
判
所
の
提
唱
者
と
し
て
知
ら
れ
る
グ
ナ
イ
ス
ト
ら
に
よ
っ

て
高
く
評
価
さ
れ
た
裁
判
制
度
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
鈴
木
庸
夫
「
プ
ロ
イ
セ
ン
行
政
裁
判
制
度
─
グ
ナ
イ
ス
ト
モ
デ

ル
の
分
析
─
」
千
葉
大
学
教
養
部
研
究
報
告
九
号
（
一
九
七
六
年
）
三
九
頁
～
九
七
頁
（
特
に
四
九
頁
の
註
５
）
に
お
い
て
は
、「
有
名
な
帝
室
裁

判
所
（R

eichskam
m

ergericht

）
や
帝
国
宮
廷
会
議
（R

eichshofrat

）
は
よ
く
独
立
性
を
保
持
し
、
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
た
ち
の
違
法
な
公
権
力
の

行
使
に
対
し
て
裁
判
権
を
行
使
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
間
接
的
に
等
族
の
支
配
を
も
抑
制
す
る
機
能
を
も
有
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
帝
室
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
グ
ナ
イ
ス
ト
も
オ
ッ
ト
ー
・
ベ
ー
ル
も
非
常
に
高
い
評
価
を
与
え
て
い
た
」
と
し
て
い
る
。
更
に
、
ド
イ
ツ
環
境

法
上
の
団
体
訴
訟
制
度
の
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
るS
abine S

chlacke

教
授
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
お
い
て
も
、
今
日
の
環
境
法
上
の
団
体
訴
訟

制
度
の
分
析
を
行
う
前
に
、
絶
対
主
義
に
お
け
る
行
政
上
の
紛
争
に
つ
い
て
触
れ
た
上
で
、
ベ
ー
ル
＝
グ
ナ
イ
ス
ト
論
争
な
ど
を
中
心
に
行
政
訴
訟

の
歴
史
的
展
開
を
分
析
し
て
い
る
（V

gl. S
. S

chlacke, Ü
berindividueller R

echtschutz, M
ohr S

iebeck 2008, S
.30

～S
.43

）。
し
た
が
っ

て
、
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
記
述
に
大
き
く
影
響
を
受
け
て
い
る
。

（
9
） 

南
博
方
『
行
政
裁
判
制
度
─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
成
立
と
発
展
─
』
有
斐
閣
（
一
九
六
〇
年
）
六
一
頁
～
七
〇
頁
（
特
に
六
八
頁
）
参
照
。
な
お
、

こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
今
日
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
行
政
裁
判
制
度
の
歴
史
を
研
究
す
る
文
献
の
中
で
も
多
く
見
ら
れ
て
お
り
、
後
掲
の
脚
註
も
参
照
。

（
10
） V

gl. M
. S

ellm
ann, D

er W
eg zur neuzeitlichen V

erw
altungsgerichtsbarkeit, in: H

-R
. K

ülz/ R
. N

aum
ann 

（H
rsg.

）, 

S
taatsbürger und S

taatsgew
alt, B

d. 1, K
arlsruhe 1963, S

.25

～S
.33.

（
11
） V

gl. W
. S

chulze, E
inführung in die N

euere G
eshichte, S

tuttgart 1987, S
.61 ;

と
こ
ろ
で
、“V

errechtluchung ”

の
訳
語
に
つ
い

て
は
、「
法
化
」
や
「
法
制
化
」
と
い
っ
た
訳
語
が
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
西
谷
敏
「
西
ド
イ
ツ
争
議
法
論
の
展
開
─
争

議
行
為
の
『
法
現
象
化
』（V

errechtlichung

）
を
中
心
と
し
て
─
」
日
本
労
働
協
会
雑
誌
二
〇
巻
四
号
（
一
九
七
八
年
）
一
七
頁
～
二
七
頁
を
参

考
に
し
て
、
法
現
象
化
の
訳
語
を
あ
て
た
。

（
12
） V

gl. K
. H

ärter, S
oziale U

nruhen und R
evolutionsabw

ehr: A
usw

irkungen der F
ranzösischen R

evolution auf die 

R
echsprechung der R

eichskam
m

ergerichts, in: B
. D

iestelkam
p 

（H
rsg.

）, D
as R

eichskam
m

ergericht am
 E

nde des A
lten R

eiches 

）
七
四
二
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

八
五

und sein F
ortw

irken im
 19. Jahrhundert, K

öln 2002, S
.43ff. ;

こ
の
よ
う
な
指
摘
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
ド
イ
ツ
側
か
ら
の
指
摘
で

あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
側
か
ら
の
指
摘
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
社
会
的
紛
争
の
法
現
象
化
を
背
景
に
、
ド
イ
ツ
は
そ
の
後
の
制
度
お
よ
び
理
論
が
展

開
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
制
度
比
較
を
す
る
際
に
、
一
つ
の
物
差
し
に
な
り
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
13
） 
本
稿
で
取
り
上
げ
る
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
が
創
設
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
す
で
に
帝
国
宮
廷
裁
判
所
（königliche 

K
am

m
ergericht

）
な
ど
が
存
在
し
て
い
た
。
但
し
、
帝
国
宮
廷
裁
判
所
は
一
四
五
一
年
に
解
体
さ
れ
た
。

（
14
） 

と
こ
ろ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、「R

eichskam
m

ergericht

」
を
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
、「R

eichshofrat

」
を
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
訳

語
を
そ
れ
ぞ
れ
充
て
て
い
る
。
こ
の
点
、
美
濃
部
達
吉
教
授
は
帝
室
裁
判
所
・
帝
国
宮
廷
顧
問
と
示
し
て
お
り
【
オ
ッ
ト
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
／
美
濃
部

達
吉
訳
『
独
逸
行
政
法
第
１
巻
（
復
刻
版
）』
信
山
社
（
一
九
九
三
年
）
四
一
頁
】、
南
博
方
教
授
は
ラ
イ
ヒ
ス
カ
ン
マ
ー
ゲ
リ
ヒ
ト
・
ラ
イ
ヒ
ス
ホ

フ
ラ
ー
ト
と
示
し
て
お
り
【
南
・
前
掲
註（
９
）七
九
頁
】、
宮
崎
良
夫
教
授
は
帝
国
裁
判
所
・
帝
国
宮
廷
裁
判
所
と
示
し
て
お
り
【
宮
崎
・
前
掲
註

（
８
）二
二
頁
】、
そ
し
て
田
口
正
樹
教
授
は
帝
国
最
高
法
院
・
帝
国
宮
内
法
院
の
訳
語
を
充
て
て
い
る
【
ペ
ー
タ
ー
・
エ
ス
ト
マ
ン
（
田
口
正
樹
訳
）

「
ド
イ
ツ
国
民
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
２
つ
の
最
高
裁
判
所
（
１
４
９
５
年
か
ら
１
８
０
６
年
）：
歴
史
・
研
究
・
展
望
」
北
海
道
大
学
法
学
論
集

六
四
巻
四
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
〇
三
頁
～
二
四
三
頁
（
特
に
二
〇
五
頁
）】。
そ
の
た
め
、
両
者
に
つ
い
て
、
様
々
な
訳
語
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
、

本
稿
は
文
字
浩
教
授
の
訳
語
を
参
照
に
し
た
【
文
字
浩
「
旧
帝
国
に
お
け
る
帝
国
最
上
級
裁
判
所
に
つ
い
て
」
南
山
法
学
二
一
巻
四
号
（
一
九
九
八

年
）
一
三
頁
～
四
二
頁
】。

（
15
） 

こ
の
点
、
宮
崎
・
前
掲
註（
８
）二
九
頁
に
お
い
て
は
、「
…
今
日
の
ご
と
き
公
法
私
法
の
明
確
な
概
念
的
区
別
の
知
ら
れ
て
い
な
い
時
代
の
訴

訟
形
式
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
今
日
の
行
政
訴
訟
と
直
ち
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
訴
訟
形
式
の
み
に
限
定
す
れ
ば
、
そ

れ
は
紛
れ
も
な
く
公
権
力
の
行
使
に
対
す
る
抗
告
訴
訟
と
同
等
の
意
味
を
有
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
訴
訟
形
式
に
よ
っ
て
ラ
ン
デ
ス
ヘ

ル
の
違
法
な
高
権
の
行
使
に
対
す
る
一
種
の
『
行
政
訴
訟
』
の
制
度
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
き
わ
め
て
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ

た
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、S

chlacke, 

（F
ußn. 8

）, S
.30

に
お
い
て
も
、「
中
世
の
司
法
権
は
、
私
法
的
紛
争
と
公
法
的
紛
争
を
区
別
し
て
こ

な
か
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
で
の
多
く
の
手
続
は
市
民
と
絶
対
君
主
と
の
関
係
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。

（
16
） 

本
稿
は
、S

. W
estphal, G

erichtliche V
erw

altungskontrolle im
 A

lten R
eich, in: K

.-P
. S

om
m

erfeld/B
. S

chaffarzik

（H
rsg

）, 

）
七
四
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

八
六

H
andbuch der G

eschichte der V
erw

altungsgerichtsbarkeit in D
eutschland und E

uropa

（B
d. 1

）, B
erlin 2018, S

.3

～S
.29.

に
負

う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
な
お
、
ド
イ
ツ
の
著
名
な
国
法
学
者
で
あ
る
ル
ド
ル
フ
・
ス
メ
ン
ト
は
、
教
授
資
格
論
文
に
お
い
て
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判

所
を
取
り
上
げ
て
い
る
（C

.-F
. R

udolf S
m

end, D
as R

eichskam
m

ergericht;G
eschichte und V

erfassung, B
öhlau, 1911

）。
但
し
、
帝
国

カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
研
究
は
、
現
在
も
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
エ
ス
ト
マ
ン
（
田
口
訳
）・
前
掲
註

（
14
）に
て
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
17
） 

本
項
の
記
述
は
、W

estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.7

─S
.8. ;

山
本
文
彦
「
近
世
ド
イ
ツ
国
政
史
２
　
研
究
─
皇
帝
・
帝
国
ク
ラ
イ
ス
・
諸
侯
─
」

北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
（
一
九
九
五
年
）
四
二
頁
～
四
六
頁
を
主
に
参
考
に
し
た
。
そ
の
他
、
一
五
世
紀
頃
の
ド
イ
ツ
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
法

律
学
の
ほ
か
、
歴
史
学
に
お
い
て
も
紹
介
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
主
に
勝
田
有
恒
「
帝
室
裁
判
所
規
則
（
１
４
９
５
年
）
の
成
立
」
一
橋
論
叢

六
八
巻
四
号
（
一
九
七
二
年
）
三
一
七
頁
～
三
三
三
頁
、
お
よ
び
村
上
淳
一
＝
守
矢
健
一
／
ハ
ン
ス
・
ペ
ー
タ
ー
・
マ
ル
チ
ュ
ケ
『
ド
イ
ツ
法
入
門

（
改
訂
第
９
版
）』
有
斐
閣
（
二
〇
一
八
年
）
一
〇
頁
～
一
九
頁
（
一
一
頁
）
も
参
考
に
し
た
。

（
18
） V

gl. W
estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.7.

（
19
） 

本
項
の
記
述
は
、W

estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.8

～S
.9

を
参
考
に
し
た
。

（
20
） V

gl. H
. C

arl, L
andfrieden als K

onzept und R
ealität kollektiver S

icherheit im
 H

eiligen R
öm

ischen R
eich, in: G

. N
aegle

（H
rsg.

）, F
reden schaffen und sich verteidigen im

 S
pätm

ittelalter, G
öttingen 2011, S

.121

～S
.122.

（
21
） 

本
節
の
記
述
は
、W

estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.9

～S
.11. ;

文
字
・
前
掲
註（
14
）二
三
頁
～
三
七
頁
、
小
野
秀
誠
『
ド
イ
ツ
法
学
と
法
実
務
家
』

信
山
社
（
二
〇
一
七
年
）
五
六
頁
～
六
〇
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
22
） 

な
お
、
一
五
二
七
年
に
シ
ュ
パ
イ
ア
ー
に
置
か
れ
る
ま
で
の
間
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
（W

orm
s

）、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
（A

ugsburg

）、
ニ
ュ
ル
ン

ベ
ル
ク
（N

ürnberg

）、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
（R

egensburg

）
な
ど
の
都
市
を
転
々
と
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
帝
国
カ
ン
マ
ー

裁
判
所
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
占
領
や
裁
判
所
の
人
事
を
め
ぐ
る
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
よ
っ
て
、
機
能
が
停
止
し
た
時
期
も
あ
っ
た
【
山
本
文
彦
「
近
世
ド

イ
ツ
に
お
け
る
帝
国
裁
判
所
」
社
会
文
化
研
究
所
紀
要
（
九
州
国
際
大
学
）
五
〇
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
二
三
頁
～
一
五
六
頁
参
照
】。
こ
れ
が
、

後
掲
の
訴
訟
件
数
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。

）
七
四
七
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

八
七

（
23
） 

帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
ミ
ッ
タ
イ
ス
・
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
／
世
良
晃
志
郞
『
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説
（
改
定
版
）』

創
文
社
（
一
九
七
一
年
）
四
五
八
頁
、
文
字
・
前
掲
註（
14
）二
八
頁
～
三
〇
頁
、
ペ
ー
タ
ー
・
エ
ス
ト
マ
ン
（
田
口
正
樹
訳
）「
ド
イ
ツ
国
民
の
神

聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
裁
判
制
度
に
つ
い
て

─
管
轄
と
訴
訟
原
則

─
」
北
大
法
学
論
集
六
四
巻
四
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
四
五
頁
～
二
八
四

頁
（
二
五
三
頁
）、
渋
谷
聡
「
近
世
ド
イ
ツ
帝
国
に
お
け
る
裁
判
と
諸
地
域
─
18
世
紀
帝
国
最
高
法
院
と
陪
席
判
事
推
挙
の
構
造
─
」
社
会
文
化
論

集
一
五
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
頁
～
一
〇
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
24
） 

な
お
、
村
上
ほ
か
・
前
掲
註（
17
）一
四
頁
に
よ
る
と
、「
…
ロ
ー
マ
＝
カ
ノ
ン
法
が
、
い
わ
ゆ
る
普
通
法
（Ius C

om
m

une, gem
eines 

R
echt

）
と
し
て
、
ド
イ
ツ
に
次
第
に
浸
透
す
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
地
域
の
特
別
法
は
、
そ
の
存
在
さ
え
当
事
者
に
よ
り
証
明
さ
れ
れ
ば
普

通
法
に
優
先
的
に
行
わ
れ
た
（「
特
別
法
は
一
般
法
を
破
る
」）。
そ
の
証
明
が
な
い
場
合
に
も
、
法
の
欠
缺
を
容
易
に
認
め
る
の
で
は
な
く
、
ロ
ー

マ
法
が
補
充
的
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
本
文
の
記
述
に
お
い
て
は
参
考
に
し
た
。

（
25
） V

gl. W
estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.10.

（
26
） 

帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
は
、
一
四
九
五
年
、
一
五
二
一
年
、
一
五
四
八
年
、
一
五
五
五
年
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、

一
五
五
五
年
の
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
法
に
つ
い
て
は
、
文
字
浩
教
授
が
訳
出
を
し
て
い
る
【
文
字
浩
「
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
法
（
１
５
５
５

年
）（
１
）
～
（
６
）」
南
山
法
学
一
六
巻
一
・
二
号
（
一
九
九
二
年
）
一
八
三
頁
～
二
四
六
頁
、
同
三
・
四
号
（
一
九
九
二
年
）
二
三
五
頁
～

二
五
六
頁
、
同
一
七
巻
一
号
（
一
九
九
三
年
）
一
一
三
頁
～
一
三
四
頁
、
同
二
号
（
一
九
九
三
年
）
一
五
五
頁
～
一
七
五
頁
、
同
三
号
（
一
九
九
三

年
）
一
七
九
頁
～
二
〇
四
頁
、
同
二
一
巻
三
号
（
一
九
九
七
年
）
九
三
頁
一
三
五
頁
】。

（
27
） 

な
お
、
林
屋
礼
二
『
西
欧
に
お
け
る
民
事
裁
判
の
発
達
と
展
開
─
西
欧
大
陸
民
事
訴
訟
史
概
観
─
』
有
斐
閣
（
二
〇
二
一
年
）
一
九
一
頁
～

一
九
二
頁
に
よ
る
と
、「
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
の
手
続
は
複
雑
で
あ
り
、
…
…
弁
護
士
強
制
主
義
（A

nw
altszw

ang

）
が
と
ら
れ
て
、
手
続
は
訴

訟
代
理
人
に
よ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
ロ
ー
マ
＝
カ
ノ
ン
法
か
ら
訴
訟
代
理
人
と
し
て
の
代
理
人
（P

rokurator

）
と
弁
護
人

（A
dvokat

）
＝
代
弁
人
（F

ürsprecher

）
の
区
別
が
継
受
さ
れ
、
前
者
は
当
事
者
を
代
理
す
る
者
、
後
者
は
当
事
者
を
補
佐
す
る
者
と
し
て
当
事

者
と
と
も
に
の
み
行
為
す
る
も
の
と
さ
れ
…
…
、
弁
護
人
（A

nw
alt

）
と
し
て
一
元
化
さ
れ
た
」
と
あ
る
。

（
28
） 

本
節
の
記
述
は
、W

estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.11

～S
.12; 

文
字
・
前
掲
註（
14
）三
七
頁
～
四
二
頁
を
参
考
に
し
た
。

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

八
八

（
29
） 

こ
の
他
、
一
六
世
紀
末
に
は
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
に
上
級
ラ
ン
ト
財
務
官
が
創
設
さ
れ
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
で
行
わ
れ
て
い
た
国
庫
事

件
を
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
に
移
す
と
い
っ
た
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
る
。

（
30
） 
エ
ス
ト
マ
ン
（
田
口
訳
）・
前
掲
註（
14
）二
三
〇
頁
に
お
い
て
は
、「
…
…
裁
判
所
長
官
と
裁
判
所
長
は
常
に
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、

陪
席
裁
判
官
の
意
見
が
同
数
で
分
か
れ
た
場
合
に
は
、
事
案
を
決
定
す
る
権
利
を
持
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
宮
崎
・
前

掲
註（
８
）四
三
頁
に
よ
る
と
、「
…
当
時
の
宗
教
的
対
立
の
下
で
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
旧
教
派
に
好
意
的
で
あ
っ
た
た
め
に
…
…
、
ラ
イ
ヒ
等

族
か
ら
は
寛
大
な
目
で
見
ら
れ
た
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
陪
審
判
事
の
構
成
を
、
旧
教
派
の
み
に
有
利
に
作
用
し
た
と
見
る
の
か
、
そ
れ
と
も
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
か
ら
の
信
用
に
も
貢
献
し
た
と
見
る
の
か
、
評
価
が
分
か
れ
る
も
の
と
言
え
る
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
で
の
比
率
の
大
小
は
と
も
か
く
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
陪
審
判
事
に
含
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
立
場
も
念
頭
に
置
い
て
裁
判
制
度
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
、

筆
者
は
肯
定
的
に
見
て
い
る
。
そ
の
他
、
鈴
木
山
海
『
１
６
５
４
年
「
帝
国
宮
内
法
院
令
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
』
北
海
道
大
学
文
学
研
究
科
博
士
論

文
（
二
〇
一
九
年
）
三
一
頁
～
三
三
頁
（http://hdl.handle.net/2115/74560 ;

二
〇
二
二
年
一
〇
月
三
一
日
確
認
）
に
お
い
て
は
、
宗
派
同
数

制
に
つ
い
て
の
詳
細
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

（
31
） 

鈴
木
・
前
掲
註（
30
）三
五
頁
参
照
。
但
し
、
皇
帝
の
恣
意
が
全
く
も
っ
て
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
点
に
注
意
が
必
要
と
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
ほ
か
、
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
デ
ィ
ー
ス
テ
ル
カ
ン
プ
（
村
上
裕
・
田
中
実
訳
）「
成
立
期
か
ら
18
世
紀
末
ま
で
の
ド
イ
ツ

国
民
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
最
高
裁
判
権
─
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
国
と
の
比
較
か
ら
─
」
関
東
学
院
法
学
一
号
・
二
号
（
一
九
九
二
年
）

二
五
三
頁
～
二
八
一
頁
（
特
に
二
六
一
頁
～
二
六
二
頁
）
に
お
い
て
も
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

（
32
） 

本
節
の
記
述
は
、W

estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.12

～S
.14

を
参
考
に
し
た
。

（
33
） 

な
お
、
本
文
の
通
り
、
臣
民
に
対
し
て
選
択
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
文
字
・
前
掲
註（
14
）四
一
頁
に
お
い
て
は
、
受
任
を
し
た
裁
判
所
に

は
優
先
権
（P

rävention

）
が
形
成
さ
れ
た
、
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
各
裁
判
所
に
対
し
て
優
先
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
中
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン

グ
・
ゼ
ラ
ー
ト
（
和
田
卓
朗
訳
）「
帝
国
宮
廷
顧
問
会
と
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
─
そ
の
意
義
と
研
究
─
」
法
学
雑
誌
（
大
阪
市
立
大
学
）
四
六
巻

四
号
六
五
三
頁
に
お
い
て
は
、「
た
と
え
ば
、
自
分
の
訴
訟
が
帝
国
宮
廷
顧
問
会
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
）
に
お
い
て
好
ま
し
い
裁
判
官
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い

な
い
と
考
え
た
当
事
者
は
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
（
Ｒ
Ｋ
Ｇ
）
に
願
い
出
よ
う
と
試
み
た
。
反
対
に
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
（
Ｒ
Ｋ
Ｇ
）
に
お

）
七
四
四
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

八
九

い
て
成
果
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
当
事
者
は
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
）
に
訴
え
出
た
」
と
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
臣
民
に
と
っ
て
は
、

各
裁
判
所
の
優
先
権
に
よ
る
拘
束
力
が
強
く
及
ぶ
も
の
で
は
無
か
っ
た
も
の
と
言
え
る
。

（
34
） 
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
不
上
訴
特
権
に
も
大
き
く
関
連
す
る
。
す
な
わ
ち
、
帝
国
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
が
上
訴
審
と
成
る
た

め
に
は
、
そ
の
下
級
審
で
あ
る
裁
判
所
が
必
要
と
な
る
一
方
で
、
不
上
訴
特
権
を
認
め
る
反
対
給
付
と
し
て
各
領
邦
内
に
上
訴
裁
判
所
を
設
置
す
る

必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
以
上
に
つ
い
て
は
、
エ
ス
ト
マ
ン
（
田
口
訳
）・
前
掲
註（
22
）二
六
六
頁
も
参
考
に
し
た
。
ま
た
、
民
事
訴
訟
法
の

観
点
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
上
訴
の
歴
史
的
展
開
を
取
り
上
げ
た
も
の
と
し
て
、
佐
瀬
裕
史
「
民
事
控
訴
審
の
構
造
に
関
す
る
一
考
察
（
１
）
─

ド
イ
ツ
と
日
本
に
お
け
る
控
訴
審
の
誕
生
と
展
開
を
追
っ
て
」
法
学
協
会
雑
誌
（
東
京
大
学
）
一
二
五
巻
九
号
一
九
一
五
頁
～
一
九
九
〇
頁
（
特
に

一
九
三
二
頁
以
下
）
も
あ
る
。

（
35
） 

南
・
前
掲
註（
９
）八
〇
頁
参
照
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
不
上
訴
特
権
の
み
を
取
り
上
げ
る
が
、
領
域
内
の
裁
判
所
か
ら
帝
国
カ
ン
マ
ー

裁
判
所
ま
た
は
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
へ
の
移
管
を
阻
む
制
度
と
し
て
、
不
移
管
特
権
と
い
っ
た
制
度
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
藤
田
宙
靖
教
授
は
、

「
不
移
管
・
不
上
訴
特
権
」（privilegia de non evocando et non appellando

）
と
し
て
い
る
【
藤
田
宙
靖
『
公
権
力
の
行
使
と
私
的
権
利
主
張

─
オ
ッ
ト
ー
・
ベ
ー
ル
「
法
治
国
」
の
立
場
と
ド
イ
ツ
行
政
法
学
─
』
有
斐
閣
（
一
九
七
八
年
）
三
四
頁
】。
ま
た
、
不
上
訴
特
権
に
つ
い
て
は
、

本
節
で
挙
げ
る
文
献
の
他
、
藤
田
貴
宏
『
不
上
訴
特
権
と
帝
国
法
─
ダ
ー
フ
ィ
ッ
ト
・
メ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
裁
判
権
論
』
獨
協
法
学
六
九
巻
七
一
頁
～

一
三
一
頁
も
あ
る
。

（
36
） 

小
野
・
前
掲
註（
21
）六
〇
頁
～
六
一
頁
参
照
。
な
お
、
金
印
勅
令
に
つ
い
て
は
国
王
選
挙
の
手
続
な
ど
も
定
め
て
お
り
、
そ
こ
で
は
七
名
の
諸

侯
に
皇
帝
選
挙
権
を
付
与
し
、
選
挙
侯
の
権
利
義
務
を
定
め
る
な
ど
、
根
本
法
と
し
て
も
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
山
田
晟

『
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
法
の
入
門
と
基
礎
─
ド
イ
ツ
の
憲
法
お
よ
び
民
法
─
（
改
定
版
）』
有
信
堂
高
文
社
（
一
九
九
一
年
）
一
〇
頁
～
一
一
頁
、
お

よ
び
、
木
村
靖
二
編
『
ド
イ
ツ
の
歴
史
』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
〇
年
）
三
一
頁
～
三
二
頁
（
森
田
安
一
執
筆
）
参
照
。

（
37
） 

文
字
・
前
掲
註（
14
）二
七
頁
～
二
八
頁
参
照
。

（
38
） 

渋
谷
聡
「
帝
国
都
市
と
帝
国
裁
判
所
─
18
世
紀
帝
国
最
高
法
院
に
お
け
る
ケ
ル
ン
上
層
市
民
間
の
裁
判
─
」
島
根
大
学
社
会
文
化
論
集
第
七
号

（
二
〇
一
一
年
）
一
頁
～
一
〇
頁
（
五
頁
）
参
照
。

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

九
〇

（
39
） V

gl. W
estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.21.

（
40
） 

本
節
の
記
述
は
、W

estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.10

～S
.11 ;

文
字
・
前
掲
註（
14
）三
〇
頁
～
三
一
頁
お
よ
び
四
〇
頁
～
四
二
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
41
） 
な
お
、
本
文
の
よ
う
な
手
続
が
導
入
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
当
時
に
お
い
て
判
決
理
由
を
当
事
者
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
は
無
く
、
判
決

理
由
は
裁
判
所
内
部
で
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ゼ
ラ
ー
ト
（
和
田
卓

朗
訳
）「
特
に
ラ
イ
ヒ
ス
ホ
ー
フ
ラ
ー
ト
（
帝
国
宮
廷
法
院
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
）
と
ラ
イ
ヒ
ス
カ
ン
マ
ー
ゲ
リ
ヒ
ト
（
帝
室
裁
判
所
）
の
例
に
見

る
当
事
者
に
対
す
る
判
決
の
合
理
的
理
由
付
け
の
歴
史
に
つ
い
て
」
法
学
雑
誌
（
大
阪
市
立
大
学
）
四
五
巻
三
・
四
号
（
一
九
九
九
年
）
八
一
一
頁

～
八
四
七
〇
頁
（
八
一
六
頁
）
が
詳
し
い
。

（
42
） 

な
お
、
一
六
四
八
年
の
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
講
和
条
約
は
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
に
お
い
て
も
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と

が
規
定
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
帝
国
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
に
お
い
て
は
、
重
要
な
手
続
な
ど
に
つ
い
て
共
通

の
法
が
適
用
さ
れ
て
い
た
【
文
字
・
前
掲
註（
14
）四
〇
頁
以
下
参
照
】。
そ
の
後
、
一
六
五
四
年
に
は
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
法
が
定
め
ら
れ
、
帝

国
宮
廷
顧
問
会
議
は
原
則
と
し
て
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
の
訴
訟
手
続
が
適
用
さ
れ
た
が
、
自
由
な
訴
訟
手
続
を
行
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
た
【
山
本

文
彦
・
前
掲
註（
22
）一
二
七
頁
参
照
】。

（
43
） V

gl. E
. O

rtlieb, D
as P

rozeßverfahren in der F
orm

ierungsphase des R
eichshofrats

（1519

─1564

）, in: P
. O

estm
ann

（H
rsg.

）, 

Z
w

ischen F
orm

strenge und B
illigkeit: F

orschungen zum
 vorm

odernen Z
ivilprozeß, K

öln 2009, S
.135.

（
44
） 

本
節
の
記
述
は
、W

estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.14

～S
.16

お
よ
び
文
字
・
前
掲
註（
14
）三
八
頁
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
45
） V

gl. F
. R

anieri, R
echt und G

esellschaft im
 Z

eitalter der R
ezeption; E

ine rechts- und sozialgeschichtliche A
nalyse der 

T
ätigkeit des R

eichskam
m

ergerichts im
 16. Jahrhundert, K

öln 1985, S
.241.

（
46
） V

gl. J. W
eitzel, D

ie R
olle des R

eichskam
m

ergerichts bei der A
usform

ung der R
echtsordnung zur allgem

einen 

F
riedensordnung, in: I. S

cheurm
ann 

（H
rsg. 

）, F
rieden durch R

echt; D
as R

eichskam
m

ergericht von 1495 bis 1806, M
ainz 1994, 

S
.48.

（
47
） V

gl. W
estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.15.

）
七
四
四
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

九
一

（
48
） V

gl. W
estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.15.

（
49
） 

本
節
の
記
述
は
、W

estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.19 ;

宮
崎
・
前
掲
註（
８
）二
六
頁
～
二
七
頁
を
参
考
に
し
た
。
な
お
、W

estphal

は
、

“･･･einstw
eilige V

erstöße gleichkom
m

ende M
andatsklage ”

と
い
う
表
現
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
文
の
通
り
、
仮
の
権
利
救
済
に
相

当
す
る
と
し
た
。
但
し
、
裁
定
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
訳
語
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
も
、
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
部
分
が
あ
る
。

ま
た
、
裁
定
訴
訟
の
全
容
の
解
明
に
と
っ
て
は
、
仲
裁
裁
判
に
お
け
る
領
邦
君
主
の
特
権
や
、
裁
判
外
の
控
訴

─
例
外
上
訴
訴
訟

─
と
い
っ
た

制
度
も
触
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
取
り
上
げ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
上
記
宮
崎
教
授
の
著
書
が
詳
し
い
。

（
50
） V

gl. S
chulze 

（F
ußn. 11

）, S
.81f.

（
51
） 

本
節
の
記
述
に
つ
い
て
は
、W

estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.16

～S
.23 ;

エ
ス
ト
マ
ン
（
田
口
訳
）・
前
掲
註（
14
）二
二
八
～
二
三
〇
頁
を
参
照

し
た
。

（
52
） 

こ
の
記
述
に
つ
い
て
は
、R

ita S
ailer, U

ntertanenproze6se vor dem
 R

eichskam
m

ergericht, B
oehlau 1999, S

.12

～S
.13; 

池
田
利

昭
「
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
以
降
の
帝
国
都
市
と
帝
国
宮
廷
法
院

─
ト
ー
マ
ス
・
ラ
ウ
の
業
績
か
ら

─
」
愛
知
県
立
大
学
大
学
院
国
際
文

化
研
究
論
集
一
六
号
（
二
〇
一
五
年
）
二
四
一
頁
～
二
六
〇
頁
（
二
四
六
頁
～
二
四
八
頁
）
を
参
照
し
た
。

（
53
） 

本
節
の
記
述
に
つ
い
て
は
、W

estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.23

～S
.25. ; S

ailer 

（F
ußn. 52

）, S
.430

～S
.440

を
参
考
に
し
た
。

（
54
） 

司
法
事
項
と
警
察
事
項
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
南
・
前
掲
註（
９
）九
〇
頁
～
九
一
頁
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
藤
田
宙
靖
・
前
掲
註（
35
）四
三
頁

に
お
い
て
は
、「Justizsache

と
は
、
私
的
権
利
状
態
（P

rivat=R
echtszustand

）
の
侵
害
に
関
し
、
法
律
適
合
性
の
見
地
よ
り
の
決
定
が
要
求

さ
れ
る
よ
う
な
す
べ
て
の
場
合
を
い
う
。
こ
こ
で
は
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
、
公
共
の
福
祉
の
観
点
は
全
く
無
縁
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

R
egierungssache

と
は
、
合
目
的
性
の
見
地
か
ら
、
公
共
の
福
祉
の
利
益
に
お
い
て
処
分
（V

erfügung

）
が
要
求
さ
れ
る
す
べ
て
の
場
合
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
た
だ
達
せ
ら
れ
る
べ
き
目
的
と
の
合
致
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
良
い
の
で
あ
っ
て
、Justizsache

に
お
け
る
如
く
、
法
律
と
の
完

全
な
一
致
が
必
ず
し
も
排
他
的
条
件
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
法
律
適
合
性
は
常
に
合
目
的
性
に
屈
服
す
る
」
と
し
て
い
る
。

更
に
、
岩
尾
祐
司
・
井
上
繁
子
編
著
『
近
代
ド
イ
ツ
の
歴
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
（
二
〇
〇
五
年
）
一
七
頁
（
神
寶
秀
夫
執
筆
）
に
お
い
て
は
、

「
…
ポ
リ
ツ
ァ
イ
（
英
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
ポ
リ
ス
）
は
今
日
で
は
警
察
を
意
味
す
る
が
、
元
来
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
ポ
リ
テ
イ
ア

─
『
全
住
民

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

九
二

の
公
共
の
利
益
と
統
治
目
的
と
す
る
真
の
国
制
』（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
）
を
意
味
す
る

─
に
由
来
す
る
用
語
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
15
世
紀

末
の
ブ
ル
グ
ン
ド
に
お
い
て
行
政
官
庁
用
語
（
従
来
の
平
和
概
念
で
は
と
ら
え
に
く
い
公
共
福
祉
の
必
要
性
と
い
う
新
た
な
統
治
目
的
─
行
為
）
と

し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
経
て
、
近
世
ド
イ
ツ
で
は
『
広
範
な
行
政
（
特
に
内
政
）
行
為
や
そ
れ
が
お
こ
な
わ
れ
る
公
共
体
』
を
表
現
す
る
言
葉
と

し
て
広
く
使
用
さ
れ
て
い
っ
た
」
と
あ
る
。
そ
の
他
、
こ
こ
で
は
、
カ
ー
ル
・
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
（
村
上
淳
一
訳
）「
司
法
事
項
と
ポ
リ
ツ
ァ
イ
事
項
」

法
学
協
会
雑
誌
九
九
巻
九
号
（
一
九
八
二
年
）
一
四
〇
四
頁
～
一
四
二
六
頁; P

. P
reu, P

olizeibegriff und S
taatszw

ecklehre, G
öttingen 

1993, S
.15

～S
.51 ;

松
本
尚
子
「
ベ
ル
ク
の
ポ
リ
ツ
ァ
イ
概
念
─
19
世
紀
初
頭
ド
イ
ツ
の
国
家
目
的
論
と
権
力
分
立
論
の
一
例
─
」
一
橋
論
叢

一
一
五
巻
一
号
（
一
九
九
六
年
）
一
七
一
頁
～
一
八
九
頁
（
一
七
一
頁
）
な
ど
も
参
考
に
し
た
。

（
55
） 

こ
の
点
、
宮
崎
・
前
掲
註（
８
）五
五
頁
に
お
い
て
は
、「
実
際
に
は
、
司
法
事
項
と
警
察
・
統
治
事
項
の
区
別
は
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ

れ
だ
か
ら
こ
そ
、
ラ
ン
ト
に
お
い
て
等
族
的
司
法
機
関
と
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
の
官
僚
機
関
と
の
権
限
争
議
が
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
18
世
紀

末
葉
か
ら
19
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
国
法
学
に
と
っ
て
も
、
右
の
区
別
の
問
題
は
重
要
な
理
論
的
課
題
と
さ
れ
、
そ
の
理
論
化
の
作
業
を
通
し
て
、

現
実
の
『
行
政
司
法
』
の
是
非
が
論
じ
ら
れ
、『
法
治
国
』
の
理
念
が
模
索
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
藤
田
宙
靖
・
前
掲
註

（
35
）三
三
頁
～
三
四
頁
に
お
い
て
は
、「
君
主
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
爾
後
の
意
味
に
お
け
る
公
権
力
の
行
使
と
私
権
の
行
使
と
の
別
は
当
初
甚
だ

不
明
確
で
あ
っ
た
が
、
後
の
裁
判
権
と
行
政
権
の
一
部
を
含
め
たJurisdiction

が
次
第
に“

公
権
力”

を
形
成
す
る
に
至
り
、
そ
の
場
合
、
裁
判

手
続
に
よ
る
決
定
に
つ
い
て
は
通
常
の
控
訴
、
裁
判
外
の
手
続
に
よ
る
決
定
（
警
察
権
の
行
使
は
主
と
し
て
こ
れ
に
含
ま
れ
る
）
に
つ
い
て
は
裁
判

外
の
控
訴
（E

xtra

＝Judicial=A
ppellation

）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ラ
イ
ヒ
ス
カ
マ
ー
ゲ
リ
ヒ
ト
に
対
し
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
のJurisdiction

に

該
当
せ
ざ
る
も
の
は
、
君
主
の
私
的
債
務
同
様
、
仲
裁
裁
判
強
制
の
例
外
を
除
け
ば
、
原
則
と
し
て
直
接
ラ
イ
ヒ
ス
カ
マ
ー
ゲ
リ
ヒ
ト
へ
訴
え
る
こ

と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
や
が
て
一
方
で
は
、
領
邦
君
主
に
よ
る
不
移
管
・
不
上
訴
特
権
（privilegia de non evocando et non appellando

）

の
獲
得
等
に
よ
り
、
18
世
紀
の
中
頃
に
は
、
既
に
大
領
邦
に
て
は
ラ
イ
ヒ
ス
カ
マ
ー
ゲ
リ
ヒ
ト
へ
の
控
訴
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
君
主

は
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
の
代
り
に
自
己
の
ラ
ン
デ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
へ
の
み
訴
え
ら
れ
る
、
と
の
原
則
が
ほ
ぼ
確
立
さ
れ
る
に
到
っ
た
。
そ
し
て
、
他
方

で
はJurisdiction

よ
り
行
政
と
司
法
の
分
化
が
始
ま
る
と
共
に
、
従
来
は
君
主
の
私
権
と
さ
れ
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
も
司
法
事
件

（Justizsache

）
と
行
政
事
件
（V

erw
altungssche od. R

egierungssache

）
へ
の
分
化
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
結
果
は
、
18
世
紀

）
七
四
四
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

九
三

中
に
お
い
て
既
に
、
君
主
はP

rivatsache

に
つ
い
て
の
み
、
し
か
も
ラ
ン
ト
の
裁
判
所
に
の
み
訴
え
ら
れ
る
、
と
の
原
則
を
徐
々
に
形
成
せ
し
め

る
に
至
り
、
次
第
に
、
よ
り
主
権
的
絶
対
的
な
国
家
権
力
の
成
立
へ
と
向
わ
し
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ

ら
の
記
述
を
参
考
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
司
法
事
項
と
警
察
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
官
房
司
法
な
ど
に
も
関
連
す
る

こ
と
か
ら
、
今
後
の
研
究
課
題
に
し
た
い
。

（
56
） 

本
稿
に
お
い
て
は
、
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
の
条
文
を
取
り
上
げ
た
が
、
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
講
和
条
約
（Instrum

entum
 P

acis 

O
snabrugense

）
八
条
が
同
内
容
の
規
定
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
両
条
約
に
つ
い
て
は
、
ア
ッ
シ
ェ
ン
ド
ル
フ
／
ミ
ュ
ン
ス

タ
ー
出
版
（V

erlag A
schendorff/M

ünster

）
お
よ
び
「
社
団
法
人
　
現
代
史
研
究
会
」（V

ereinigung zur E
rforschung der N

eueren 

G
eschichte e.V

.

）
に
よ
っ
て
全
文
が
公
開
さ
れ
て
い
る
（http://w

w
w

.pax-w
estphalica.de/ ;

二
〇
二
二
年
一
〇
月
三
一
日
確
認
）。
ま
た
、

ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
に
つ
い
て
は
、
友
清
理
士
氏
に
よ
る
訳
語
が
Ｗ
ｅ
ｂ
上
で
公
開
さ
れ
て
お
り
（http://cryptiana.w

eb.fc2.com
/docs/

w
estph.htm

 ;

二
〇
二
二
年
一
〇
月
三
一
日
確
認
）、
訳
語
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
参
考
に
し
た
。

（
57
） V

gl. A
. N

iesler, Individualrechtsschutz im
 V

erw
altungsprozess, S

.73

～S
.77 ;

こ
の
点
、S

ailer 

（F
ußn. 52

）, S
.432

に
よ
る
と
、

公
務
員
の
増
大
や
都
市
の
法
律
顧
問
の
選
任
の
訴
訟
可
能
性
を
具
体
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
例
え
ば
、
都
市
が
適
切
な
法
律
顧
問
を

単
に
探
し
て
い
る
場
合
、
純
粋
な
警
察
事
項
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
都
市
が
市
民
に
異
議
の
機
会
を
与
え
て
い
た
場
合
、
司
法
事
項
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。

（
58
） V

gl. W
estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.24

～S
.25.

（
59
） V

gl. W
estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.25.

（
60
） 

但
し
、
例
え
ば
米
田
雅
宏
「
現
代
国
家
に
お
け
る
警
察
法
理
論
の
可
能
性
（
１
）
─
危
険
防
御
の
規
範
構
造
の
研
究
・
序
説
─
」
法
学
（
東
北

大
学
）
七
〇
巻
一
号
五
一
頁
の
註（
14
）に
お
い
て
は
、「
…
…
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、
…
…P

olizei

事
項
が
完
全
に
裁
判
所
の
事
後
審
査
を
免
れ
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。P

olizei

命
令
が
臣
民
の
既
得
権
を
侵
害
し
た
場
合
、
つ
ま
りP

olizei

事
項
が
係
争
状
態
に
な
る
場
合

に
は
、
そ
れ
は
司
法
事
項
の
一
種
と
し
て
裁
判
所
の
対
象
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、P

olizei

事
項
が
同
時
に
（
実
体
的
に
）

司
法
事
項
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
司
法
事
項
は
、
そ
れ
と
は
別
の
、
訴
訟
法
の
次
元
の
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

九
四

司
法
事
項
とP

olizei

事
項
は
あ
れ
か
こ
れ
か
の
関
係
に
立
つ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
61
） V

gl. W
estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.24.

（
62
） V

gl. S
ailer 

（F
ußn. 52

）, S
.433.

（
63
） 
小
澤
久
仁
男
『
ド
イ
ツ
連
邦
自
然
保
護
法
上
の
団
体
訴
訟
─
自
然
保
護
団
体
の
協
働
権
か
ら
の
分
析
─
』
立
教
大
学
大
学
院
法
学
研
究
三
九
号

（
二
〇
〇
九
年
）
五
一
頁
～
九
〇
頁
（
特
に
五
五
頁
～
五
六
頁
）。
ま
た
、
ド
イ
ツ
連
邦
自
然
保
護
法
は
、
自
然
保
護
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
景
観

保
存
の
領
域
も
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
記
念
物
保
存
に
関
す
る
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
近
時
の
論

攷
と
し
て
、
吉
岡
郁
美
『
記
念
物
保
存
法
と
都
市
計
画
法
の
歴
史
的
展
開
』
行
政
法
研
究
三
六
巻
（
二
〇
二
〇
年
）
七
九
頁
～
一
一
七
頁
（
特
に

八
二
頁
～
八
五
頁
）
が
あ
る
。

（
64
） N

iesler

（F
ußn.57

）,S.77
は
、
高
権
行
為
（H

ocheitsakt

）
の
司
法
審
査
に
と
っ
て
既
得
権
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
と
評
価
し
た
上
で
、

既
得
権
の
侵
害
に
個
人
保
護
機
能
を
内
在
さ
せ
た
こ
と
は
主
観
的
公
権
に
影
響
を
与
え
た
、
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
既
得
権
の
主
張
の
可
能
性

を
探
っ
た
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
個
人
を
保
護
す
る
べ
く
採
ら
れ
た
方
法
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
指
摘
は
、
個
人
を
超
え

た
権
利
保
護
（Ü

berindividueller R
echtschutz

）
を
行
う
環
境
法
上
の
団
体
訴
訟
の
導
入
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
原
因
を
解
明
す
る
手
掛
か
り

と
も
言
え
、
今
後
の
研
究
に
活
か
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

）
七
四
二
（




