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七
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意
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分
説
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野
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彦

目
次

第
一
章
　
問
題
提
起

第
二
章
　
二
分
説
の
理
論
的
背
景

第
一
節
　
法
律
行
為
説
に
対
す
る
批
判

第
二
節
　
犯
罪
論
体
系
と
二
分
説
と
の
関
係

第
一
款
　
ベ
ー
リ
ン
グ
の
同
意
論

第
二
款
　
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
の
各
論
的
考
察
方
法

第
三
款
　
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
二
分
説

第
四
款
　
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
マ
イ
ヤ
ー
の
二
分
説

第
三
章
　
ゲ
ー
ル
ズ
に
よ
る
二
分
説

論
　
説

）
七
七
（
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七
八

第
一
節
　
ね
ら
い

第
二
節
　
同
意

第
三
節
　
合
意

第
一
款
　
骨
子

第
二
款
　
刑
罰
法
規
ご
と
の
考
察

第
四
節
　
偽
計
や
強
制
に
基
づ
く
同
意

第
一
款
　
同
意
の
場
合

第
二
款
　
合
意
の
場
合

第
四
章
　
二
分
説
に
対
す
る
批
判
的
検
討

第
一
節
　
わ
が
国
の
学
説
状
況

第
二
節
　
同
意
二
分
の
偶
然
性

第
三
節
　
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
行
為
と
は
何
か

第
五
章
　
ま
と
め

第
一
章
　
問
題
提
起

本
稿
の
目
的
は
、
法
益
主
体
に
よ
る
同
意
を
、
構
成
要
件
を
阻
却
す
る
同
意
（
以
下
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。）
と
違

法
性
を
阻
却
す
る
同
意
（
以
下
、
違
法
阻
却
的
同
意
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。）
に
分
け
る
二
分
説
（Z

w
eiteilungstheorie

）
に
つ
い
て
、
そ
の
理

論
的
背
景
を
探
る
と
と
も
に
、
同
説
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
議
論
を
考
察
す
る
た
め
の
視

）
七
七
（

同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

七
九

座
を
得
る
こ
と
に
あ
る
。
管
見
に
よ
れ
ば
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
学
説
状
況
を
顧
み
る
と
き
、
そ
こ
に
は
四
つ
の
エ

ポ
ッ
ク
が
あ
る
（
1
）

。
第
一
の
エ
ポ
ッ
ク
は
、
カ
ー
ル･

ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
（K

arl B
inding

）
の
説
く
法
益
説
と
ケ
ス
ラ
ー
（R

.K
eßler

）
の
説

く
利
益
説
の
対
立
で
あ
っ
た
。
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
・
ゲ
ー
ル
ズ
（F

riedrich G
eerds

）
を
中
心
に
し
て
有
力
に
主
張
さ
れ
た
二
分
説
（
2
）

は
、
そ

の
第
二
の
エ
ポ
ッ
ク
に
あ
た
る
。

二
分
説
の
特
徴
は
、
行
為
者
の
錯
誤
お
よ
び
法
益
主
体
の
錯
誤
に
関
し
、
二
つ
の
同
意
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
法
的
効
果
を
与
え
る
点
に

あ
る
（
3
）

。
と
く
に
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
つ
い
て
、
二
分
説
は
次
の
よ
う
に
把
握
す
る
。
す
な
わ
ち
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
に
お
い
て

は
こ
れ
を
有
効
と
す
る
の
に
対
し
、
違
法
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
は
こ
れ
を
無
効
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
理
解
に
対
し

て
は
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
湧
き
上
が
る
。
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
し
た
法
益
主
体
へ
の
刑
法
的
保
護
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
の
同
意
に
お

い
て
も
行
為
状
況
は
同
じ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
し
て
同
意
の
有
効
性
に
大
き
な
差
が
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
い
か
な
る

理
由
に
よ
る
も
の
な
の
か
。
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
対
す
る
二
分
説
の
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。

ド
イ
ツ
の
学
説
状
況
に
よ
れ
ば
、
同
意
の
犯
罪
論
体
系
上
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
り
、
同
意
を
構
成
要
件
の
み
に
位
置
づ
け
る
見
解
は
学

説
に
お
い
て
優
勢
に
な
り
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
二
分
説
が
依
然
と
し
て
学
説
お
よ
び
判
例
に
お
け
る
支
配
的
見
解
と
さ
れ
て
い
る
（
4
）

。
わ
が

国
に
お
け
る
同
意
論
に
お
い
て
も
、
二
分
説
は
、
複
数
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
も
の
の
、
広
く
浸
透
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
5
）

。
し
た

が
っ
て
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
問
題
を
解
決
す
る
指
針
を
得
る
た
め
に
、
二
分
説
を
検
証
す
る
こ
と
は
、
現
在
に
お
い
て
も
依

然
と
し
て
有
意
義
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
ち
、
同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
対
し
、
以
下
の
順
序
に
よ
り
批
判
的
検
討
を
お
こ

な
っ
て
い
く
。
第
二
章
に
お
い
て
は
、
二
分
説
を
支
え
る
理
論
の
背
景
を
探
る
。
ゲ
ー
ル
ズ
の
二
分
説
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
に

）
七
七
（
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得
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で
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フ
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ト
リ
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ル
ズ
（F

riedrich G
eerds

）
を
中
心
に
し
て
有
力
に
主
張
さ
れ
た
二
分
説
（
2
）

は
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そ

の
第
二
の
エ
ポ
ッ
ク
に
あ
た
る
。

二
分
説
の
特
徴
は
、
行
為
者
の
錯
誤
お
よ
び
法
益
主
体
の
錯
誤
に
関
し
、
二
つ
の
同
意
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
法
的
効
果
を
与
え
る
点
に

あ
る
（
3
）

。
と
く
に
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
つ
い
て
、
二
分
説
は
次
の
よ
う
に
把
握
す
る
。
す
な
わ
ち
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
に
お
い
て

は
こ
れ
を
有
効
と
す
る
の
に
対
し
、
違
法
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
は
こ
れ
を
無
効
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
理
解
に
対
し

て
は
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
湧
き
上
が
る
。
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
し
た
法
益
主
体
へ
の
刑
法
的
保
護
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
の
同
意
に
お

い
て
も
行
為
状
況
は
同
じ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
し
て
同
意
の
有
効
性
に
大
き
な
差
が
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
い
か
な
る

理
由
に
よ
る
も
の
な
の
か
。
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
対
す
る
二
分
説
の
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。

ド
イ
ツ
の
学
説
状
況
に
よ
れ
ば
、
同
意
の
犯
罪
論
体
系
上
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
り
、
同
意
を
構
成
要
件
の
み
に
位
置
づ
け
る
見
解
は
学

説
に
お
い
て
優
勢
に
な
り
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
二
分
説
が
依
然
と
し
て
学
説
お
よ
び
判
例
に
お
け
る
支
配
的
見
解
と
さ
れ
て
い
る
（
4
）

。
わ
が

国
に
お
け
る
同
意
論
に
お
い
て
も
、
二
分
説
は
、
複
数
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
も
の
の
、
広
く
浸
透
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
5
）

。
し
た

が
っ
て
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
問
題
を
解
決
す
る
指
針
を
得
る
た
め
に
、
二
分
説
を
検
証
す
る
こ
と
は
、
現
在
に
お
い
て
も
依

然
と
し
て
有
意
義
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
ち
、
同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
対
し
、
以
下
の
順
序
に
よ
り
批
判
的
検
討
を
お
こ

な
っ
て
い
く
。
第
二
章
に
お
い
て
は
、
二
分
説
を
支
え
る
理
論
の
背
景
を
探
る
。
ゲ
ー
ル
ズ
の
二
分
説
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
に

）
七
七
（
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八
〇

お
い
て
触
れ
る
。
二
分
説
の
問
題
点
、
す
な
わ
ち
、
同
意
効
力
を
二
分
す
る
規
準
が
偶
然
性
に
依
拠
し
て
い
る
点
、
さ
ら
に
法
益
主
体
の

意
思
と
は
何
か
が
不
明
確
な
点
、
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
に
お
い
て
指
摘
し
た
い
。

第
二
章
　
二
分
説
の
理
論
的
背
景

ゲ
ー
ル
ズ
は
二
分
説
を
展
開
す
る
に
あ
た
り
、「「
同
意
（E

inw
illigung

）」
を
め
ぐ
る
学
問
的
論
争
を
展
開
す
る
こ
と
も
、
あ
る
見
解

に
立
ち
他
の
見
解
を
徹
底
的
に
論
駁
す
る
こ
と
も
、
自
己
の
見
解
を
詳
し
く
根
拠
づ
け
る
こ
と
も
」
目
的
と
し
て
お
ら
ず
、「
む
し
ろ
、

同
意
の
議
論
を
、
こ
れ
ま
で
用
い
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
観
点
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
か
ら
の
議
論
に
と
っ
て
必
要
と
思
わ
れ
る
観
点
か
ら
、

ま
ず
簡
潔
に
明
ら
か
に
し
た
い
」
と
い
う
（
6
）

。
も
ち
ろ
ん
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
同
意
を
二
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
構
成
要
件
か
違
法
性
か
の
ど
ち

ら
か
に
結
び
つ
け
、
こ
う
し
て
二
分
さ
れ
た
同
意
に
対
し
異
な
っ
た
刑
法
的
評
価
を
与
え
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
点
は
、
ゲ
ー
ル
ズ
の
功

績
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ゲ
ー
ル
ズ
の
言
う
と
お
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
二
分
説
の
理
論
的
内
容
を
真
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
ゲ
ー
ル
ズ

説
が
提
唱
さ
れ
る
前
の
段
階
に
お
い
て
、
同
意
論
を
め
ぐ
り
ド
イ
ツ
に
お
い
て
い
か
な
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
の
か
を
追
跡
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
節
　
法
律
行
為
説
に
対
す
る
批
判

⑴
　
法
律
行
為
説
（R

echtsgeschäftstheorie

）
と
は
、
エ
ル
ン
ス
ト･
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
（E

rnst Z
itelm

ann

）
が
提
唱
し
た
見
解
（
7
）

で

あ
る
。
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
よ
う
に
（
8
）

、
刑
法
的
同
意
を
構
成
す
る
要
素
の
一
つ
と
し
て
法
律
行
為
を
含
め
る
見
解
は
、
た
し
か
に
す
で
に
存

）
七
八
（

同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

八
一

在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
は
、
民
法
を
土
台
と
し
て
、
民
法
と
刑
法
に
共
通
す
る
同
意
論
を
構
想
し
よ
う
と
し
た
。
こ

の
点
に
特
色
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
は
、
な
ぜ
民
法
と
刑
法
に
共
通
す
る
同
意
論
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
対
し
、

ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
は
、
左
の
よ
う
に
答
え
る
。

第
一
に
、
民
法
も
刑
法
も
統
一
的
に
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
に
は
禁
止
規
範
と
許
容
規
範
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し

た
上
で
、
禁
止
規
範
は
、
人
間
を
一
定
の
行
為
に
動
機
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
（
9
）

。
あ
る
法
領
域
に
お
い
て
、
あ
る
行
為
が
禁
止

さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
全
法
秩
序
が
統
一
的
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
違
法
性
の
概
念
は
、

統
一
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
10
）

。
民
法
的
保
護
も
刑
法
的
保
護
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
お
よ
び
法
的
制
裁
手
段
は
異
な
る
も
の
の
、
い
ず

れ
も
公
の
利
益
の
た
め
に
機
能
し
て
い
る
二
つ
の
形
式
に
す
ぎ
な
い
（
11
）

。

許
容
規
範
に
つ
い
て
も
法
秩
序
の
統
一
性
が
貫
か
れ
る
。
刑
法
に
お
け
る
違
法
性
阻
却
事
由
は
、
ド
イ
ツ
民
法
八
二
三
条
二
項
を
介
し
、

民
法
に
お
い
て
も
同
様
の
効
果
を
も
つ
。
刑
法
上
の
違
法
性
・
刑
罰
阻
却
事
由
が
あ
れ
ば
、
民
法
に
お
い
て
も
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
こ

と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
12
）

。
逆
に
、
民
法
上
の
違
法
性
阻
却
事
由
は
刑
法
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
13
）

。

第
二
に
、
同
意
は
、
民
法
お
よ
び
刑
法
に
共
通
す
る
違
法
性
阻
却
事
由
で
あ
る
。
違
法
性
阻
却
事
由
に
は
、
強
い
も
の
と
弱
い
も
の
が

あ
る
。
行
為
者
が
固
有
の
処
分
権
（subjektive B

efugnis

）
を
根
拠
に
行
為
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
同
意
の
場
合
に
お
い
て
は
、
他
者
を

傷
つ
け
て
も
違
法
で
な
く
、
こ
れ
は
す
べ
て
の
法
領
域
に
効
力
を
も
つ
。
つ
ま
り
、
同
意
は
強
い
違
法
性
阻
却
事
由
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
正
当
防
衛
や
緊
急
避
難
、
自
救
行
為
は
、
弱
い
違
法
性
阻
却
事
由
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
本
人
に
処
分
権
は
な
い
が
、
違
法
で
な
い
。

こ
れ
が
一
般
的
効
力
を
も
つ
か
、
一
法
領
域
に
の
み
適
用
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
か
は
、
解
釈
問
題
に
と
ど
ま
る
（
14
）

。

）
七
八
（
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在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
は
、
民
法
を
土
台
と
し
て
、
民
法
と
刑
法
に
共
通
す
る
同
意
論
を
構
想
し
よ
う
と
し
た
。
こ

の
点
に
特
色
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
は
、
な
ぜ
民
法
と
刑
法
に
共
通
す
る
同
意
論
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
対
し
、

ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
は
、
左
の
よ
う
に
答
え
る
。

第
一
に
、
民
法
も
刑
法
も
統
一
的
に
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
に
は
禁
止
規
範
と
許
容
規
範
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し

た
上
で
、
禁
止
規
範
は
、
人
間
を
一
定
の
行
為
に
動
機
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
（
9
）

。
あ
る
法
領
域
に
お
い
て
、
あ
る
行
為
が
禁
止

さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
全
法
秩
序
が
統
一
的
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
違
法
性
の
概
念
は
、

統
一
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
10
）

。
民
法
的
保
護
も
刑
法
的
保
護
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
お
よ
び
法
的
制
裁
手
段
は
異
な
る
も
の
の
、
い
ず

れ
も
公
の
利
益
の
た
め
に
機
能
し
て
い
る
二
つ
の
形
式
に
す
ぎ
な
い
（
11
）

。

許
容
規
範
に
つ
い
て
も
法
秩
序
の
統
一
性
が
貫
か
れ
る
。
刑
法
に
お
け
る
違
法
性
阻
却
事
由
は
、
ド
イ
ツ
民
法
八
二
三
条
二
項
を
介
し
、

民
法
に
お
い
て
も
同
様
の
効
果
を
も
つ
。
刑
法
上
の
違
法
性
・
刑
罰
阻
却
事
由
が
あ
れ
ば
、
民
法
に
お
い
て
も
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
こ

と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
12
）

。
逆
に
、
民
法
上
の
違
法
性
阻
却
事
由
は
刑
法
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
13
）

。

第
二
に
、
同
意
は
、
民
法
お
よ
び
刑
法
に
共
通
す
る
違
法
性
阻
却
事
由
で
あ
る
。
違
法
性
阻
却
事
由
に
は
、
強
い
も
の
と
弱
い
も
の
が

あ
る
。
行
為
者
が
固
有
の
処
分
権
（subjektive B

efugnis

）
を
根
拠
に
行
為
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
同
意
の
場
合
に
お
い
て
は
、
他
者
を

傷
つ
け
て
も
違
法
で
な
く
、
こ
れ
は
す
べ
て
の
法
領
域
に
効
力
を
も
つ
。
つ
ま
り
、
同
意
は
強
い
違
法
性
阻
却
事
由
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
正
当
防
衛
や
緊
急
避
難
、
自
救
行
為
は
、
弱
い
違
法
性
阻
却
事
由
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
本
人
に
処
分
権
は
な
い
が
、
違
法
で
な
い
。

こ
れ
が
一
般
的
効
力
を
も
つ
か
、
一
法
領
域
に
の
み
適
用
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
か
は
、
解
釈
問
題
に
と
ど
ま
る
（
14
）

。

）
七
八
（



日
本
法
学

　第
九
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
二
五
年
六
月
）

八
二

そ
れ
で
は
、
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
は
ど
の
よ
う
な
同
意
論
を
展
開
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
要
点
は
四
つ
あ
る
。

第
一
に
、
同
意
の
本
質
は
法
律
行
為
で
あ
る
。
私
法
に
お
い
て
、
権
利
主
体
は
、
一
定
の
範
囲
内
に
お
い
て
法
的
関
係
を
形
成
す
る
権

限
を
も
つ
。
同
意
は
、
権
利
主
体
の
法
律
行
為
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
に
、
違
法
性
を
阻
却
す
る
（
15
）

。

第
二
に
、
法
律
行
為
で
あ
る
同
意
を
根
拠
づ
け
る
主
た
る
も
の
は
、
契
約
で
あ
る
（
16
）

。
そ
の
内
実
は
、
権
利
主
体
が
、
行
為
者
に
対
し

て
、
自
ら
の
処
分
権
に
基
づ
く
行
為
に
つ
い
て
、
代
理
権
を
与
え
た
り
（
17
）

、
委
託
し
た
り
（
18
）

す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
、
同
意
を
得
る
際
に
、
権
利
主
体
も
相
応
の
責
任
を
負
う
（
19
）

。
権
利
主
体
が
民
法
二
五
四
条
に
お
け
る
共
同
責
任
を
負
う
と
き

は
、
行
為
者
は
、
権
利
主
体
か
ら
損
害
賠
償
を
請
求
さ
れ
て
も
、
こ
れ
に
応
じ
る
義
務
は
な
い
。
共
同
責
任
が
問
題
と
な
る
の
は
、
同
意

者
こ
そ
が
行
為
者
の
動
機
を
形
成
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
（
20
）

、
同
意
に
基
づ
く
行
為
に
よ
っ
て
予
想
を
超
え
る
被
害
が
生
じ
る
こ
と

を
同
意
者
が
行
為
者
に
注
意
喚
起
し
な
か
っ
た
り
（
21
）

、
企
て
る
こ
と
自
体
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
行
為
に
権
利
主
体
が
同
意
を
与
え
た
り
す
る
（
22
）

場
合
で
あ
る
。

第
四
に
、
生
命
や
身
体
、
健
康
、
自
由
に
つ
い
て
は
、
権
利
主
体
の
処
分
権
は
行
使
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
同
意
の
目
的

や
そ
れ
に
基
づ
く
侵
害
行
為
が
、
公
序
良
俗
違
反
と
な
ら
な
い
か
が
、
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
検
討
さ
れ
る
（
23
）

。

⑵
　
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
の
法
律
行
為
に
賛
同
し
て
、
ハ
ン
ス･
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
（H

ans A
lbrecht F

ischer

）
や
ラ
イ

ン
ハ
ル
ト･

フ
ラ
ン
ク
（R

einhard F
rank

）
は
、
次
の
よ
う
に
説
く
。

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
（
24
）

に
よ
れ
ば
、「
同
意
あ
れ
ば
実
害
な
し
（V

olenti non fit injuria

）」
の
法
諺
に
関
し
、
こ
の
こ
と
は
放
棄
で
き
な
い
法

益
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
通
常
は
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
循
環
論
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
効
に
同
意
で
き
る
可
能
性
が
な

い
限
り
同
意
は
無
効
で
あ
る
と
か
、
同
意
の
有
効
性
は
、
侵
害
さ
れ
た
法
益
の
種
類
に
よ
る
の
だ
と
し
た
り
す
る
論
法
で
あ
る
（
25
）

。
む
し
ろ

）
七
八
（

同
意
論
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分
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（
野
村
）

八
三

考
察
す
る
べ
き
は
、
法
益
で
は
な
く
、
む
し
ろ
同
意
の
有
効
性
に
関
す
る
要
件
で
あ
る
。
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
は
こ
の
こ
と
に
取
り
組
ん
だ

と
し
て
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
こ
れ
を
評
価
し
た
（
26
）

。
く
わ
え
て
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
権
利
主
体
の
自
己
決
定
権
を
広
く
重
視
す
べ
き
こ
と
も

主
張
す
る
。
生
命
や
身
体
、
健
康
、
名
誉
の
よ
う
な
、
主
観
的
権
利
を
付
与
す
る
以
外
の
方
法
で
保
護
さ
れ
て
い
る
財
や
利
益
に
つ
い
て

は
、
法
益
の
性
質
を
根
拠
と
す
る
議
論
は
す
る
べ
き
で
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
財
や
利
益
の
侵
害
に
向
け
ら
れ
た
禁
止
規
範
を
反
対

解
釈
し
た
上
で
、
で
き
る
限
り
広
く
自
己
決
定
権
を
尊
重
す
る
の
が
法
秩
序
の
姿
勢
と
す
る
べ
き
で
あ
る
（
27
）

、
と
い
う
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
も
、
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
の
法
律
行
為
説
を
支
持
し
（
28
）

、
被
害
者
に
法
律
行
為
能
力
が
あ
る
こ
と
を
要
す
る
こ
と
や
、
同
意
に
際

し
強
制
や
錯
誤
が
存
在
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
（
29
）

。
当
時
有
力
に
支
持
さ
れ
て
い
た
見
解
、
す
な
わ
ち
、
法
益
に
は
放
棄
可
能

な
法
益
と
放
棄
不
可
能
な
法
益
と
が
あ
る
と
す
る
見
解
を
、
次
の
理
由
か
ら
批
判
し
た
（
30
）

。
す
な
わ
ち
、
同
意
に
基
づ
く
行
為
が
、
公
共
の

利
益
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
、
そ
の
直
接
的
に
被
害
者
の
た
め
に
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
、
こ
の
有
力
説
は
説
得
的
な

回
答
を
示
し
て
い
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
フ
ラ
ン
ク
は
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
構
成
要
件
と
さ
れ
て
い
る
犯
罪

や
生
命
へ
の
危
険
を
惹
起
さ
せ
な
い
傷
害
罪
、
監
禁
罪
と
い
っ
た
個
人
的
法
益
に
対
す
る
犯
罪
、
国
家
と
個
人
の
関
係
を
保
護
す
る
犯
罪
、

親
告
罪
、
私
訴
対
象
犯
罪
（P

rivatklagedelikt

）、
さ
ら
に
、
明
示
的
に
違
法
性
が
可
罰
性
の
要
件
と
さ
れ
て
い
る
犯
罪
に
つ
い
て
は
、

被
害
者
の
同
意
が
あ
れ
ば
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
唱
え
た
（
31
）

。

⑶
　
し
か
し
な
が
ら
、
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
の
法
律
行
為
説
は
左
の
よ
う
な
批
判
に
直
面
す
る
。

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
裁
判
官
だ
っ
た
キ
ー
ル
（K

iehl

）
は
、
次
の
よ
う
に
法
律
行
為
説
を
批
判
す
る
。

第
一
に
、
民
法
と
刑
法
に
お
け
る
違
法
性
阻
却
事
由
や
構
成
要
件
は
、
そ
れ
ぞ
れ
意
義
が
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
民
法
は
、
権
利
の
保

護
を
個
人
が
望
む
こ
と
を
重
視
す
る
の
に
対
し
、
刑
法
に
お
い
て
は
、
権
利
や
利
益
を
、
国
家
が
保
護
す
る
こ
と
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い

）
七
八
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八
三

考
察
す
る
べ
き
は
、
法
益
で
は
な
く
、
む
し
ろ
同
意
の
有
効
性
に
関
す
る
要
件
で
あ
る
。
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
は
こ
の
こ
と
に
取
り
組
ん
だ

と
し
て
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
こ
れ
を
評
価
し
た
（
26
）

。
く
わ
え
て
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
権
利
主
体
の
自
己
決
定
権
を
広
く
重
視
す
べ
き
こ
と
も

主
張
す
る
。
生
命
や
身
体
、
健
康
、
名
誉
の
よ
う
な
、
主
観
的
権
利
を
付
与
す
る
以
外
の
方
法
で
保
護
さ
れ
て
い
る
財
や
利
益
に
つ
い
て

は
、
法
益
の
性
質
を
根
拠
と
す
る
議
論
は
す
る
べ
き
で
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
財
や
利
益
の
侵
害
に
向
け
ら
れ
た
禁
止
規
範
を
反
対

解
釈
し
た
上
で
、
で
き
る
限
り
広
く
自
己
決
定
権
を
尊
重
す
る
の
が
法
秩
序
の
姿
勢
と
す
る
べ
き
で
あ
る
（
27
）

、
と
い
う
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
も
、
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
の
法
律
行
為
説
を
支
持
し
（
28
）

、
被
害
者
に
法
律
行
為
能
力
が
あ
る
こ
と
を
要
す
る
こ
と
や
、
同
意
に
際

し
強
制
や
錯
誤
が
存
在
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
（
29
）

。
当
時
有
力
に
支
持
さ
れ
て
い
た
見
解
、
す
な
わ
ち
、
法
益
に
は
放
棄
可
能

な
法
益
と
放
棄
不
可
能
な
法
益
と
が
あ
る
と
す
る
見
解
を
、
次
の
理
由
か
ら
批
判
し
た
（
30
）

。
す
な
わ
ち
、
同
意
に
基
づ
く
行
為
が
、
公
共
の

利
益
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
、
そ
の
直
接
的
に
被
害
者
の
た
め
に
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
、
こ
の
有
力
説
は
説
得
的
な

回
答
を
示
し
て
い
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
フ
ラ
ン
ク
は
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
構
成
要
件
と
さ
れ
て
い
る
犯
罪

や
生
命
へ
の
危
険
を
惹
起
さ
せ
な
い
傷
害
罪
、
監
禁
罪
と
い
っ
た
個
人
的
法
益
に
対
す
る
犯
罪
、
国
家
と
個
人
の
関
係
を
保
護
す
る
犯
罪
、

親
告
罪
、
私
訴
対
象
犯
罪
（P
rivatklagedelikt

）、
さ
ら
に
、
明
示
的
に
違
法
性
が
可
罰
性
の
要
件
と
さ
れ
て
い
る
犯
罪
に
つ
い
て
は
、

被
害
者
の
同
意
が
あ
れ
ば
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
唱
え
た
（
31
）

。

⑶
　
し
か
し
な
が
ら
、
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
の
法
律
行
為
説
は
左
の
よ
う
な
批
判
に
直
面
す
る
。

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
裁
判
官
だ
っ
た
キ
ー
ル
（K

iehl

）
は
、
次
の
よ
う
に
法
律
行
為
説
を
批
判
す
る
。

第
一
に
、
民
法
と
刑
法
に
お
け
る
違
法
性
阻
却
事
由
や
構
成
要
件
は
、
そ
れ
ぞ
れ
意
義
が
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
民
法
は
、
権
利
の
保

護
を
個
人
が
望
む
こ
と
を
重
視
す
る
の
に
対
し
、
刑
法
に
お
い
て
は
、
権
利
や
利
益
を
、
国
家
が
保
護
す
る
こ
と
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い

）
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八
四

る
か
ら
で
あ
る
（
32
）

。

第
二
に
、
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
の
い
う
法
律
行
為
説
に
依
拠
し
て
同
意
を
す
べ
て
説
明
す
る
の
に
は
、
限
界
が
あ
る
。
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン

は
、
意
欲
さ
れ
た
結
果
は
事
実
的
な
結
果
で
あ
り
、
こ
れ
が
法
秩
序
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
33
）

と
い
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
行
為
者
と
同
意
者
は
、
法
律
行
為
に
よ
っ
て
、
法
的
効
果
の
発
生
を
意
欲
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
法
生
活
（R

echtsleben

）
に

お
け
る
変
更
を
追
求
す
る
。
両
当
事
者
が
同
意
し
た
行
為
が
法
秩
序
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
へ
の
認
識
も
重
要
で
な
い
（
34
）

。
さ
ら
に
、

同
意
は
、
事
実
的
な
も
の
で
は
な
く
、
相
互
の
法
的
関
係
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
（
35
）

。
法
律
行
為
の
存
否
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
法

律
行
為
の
性
質
に
つ
い
て
意
思
表
示
者
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
意
思
表
示
者
が
、
意
思
表
示
の
内
容
と

そ
の
意
義
を
認
識
し
て
い
た
か
に
あ
る
（
36
）

。
表
示
し
た
意
思
が
、
意
図
し
た
結
果
と
そ
れ
に
よ
っ
て
実
現
す
る
法
的
関
係
に
適
う
と
き
に
の

み
、
法
律
行
為
は
存
在
す
る
（
37
）

。

第
三
に
、
故
意
の
身
体
傷
害
や
侮
辱
へ
の
同
意
は
、
決
し
て
法
律
行
為
と
は
な
り
え
な
い
。
同
意
を
得
て
医
者
が
手
術
を
す
る
場
合
、

た
し
か
に
患
者
の
健
康
を
回
復
す
る
責
務
を
医
者
が
負
う
点
に
つ
い
て
は
契
約
が
関
係
す
る
が
、
手
術
に
際
し
医
者
が
患
者
の
身
体
を
侵

襲
す
る
過
程
に
は
契
約
は
関
わ
ら
な
い
（
38
）

。

ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ゲ
ル
ラ
ン
ト
（H

einrich G
erland

）
は
、
た
し
か
に
法
律
行
為
説
は
同
意
論
に
お
い
て
成
果
を
出
し
た
こ
と
は
認
め
つ

つ
（
39
）

も
、
同
説
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
疑
問
を
示
す
。
第
一
に
、
法
律
行
為
説
は
思
弁
的
な
一
般
原
則
か
ら
同
意
の
有
効
性
を
考
察
し
て
い

る
（
40
）

。
第
二
に
、
同
意
が
有
効
で
あ
る
の
は
同
意
者
が
唯
一
の
法
益
主
体
で
あ
る
と
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
生
命
や
身
体
、
健
康
、

自
由
の
よ
う
に
処
分
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
法
益
に
つ
い
て
同
意
が
有
効
な
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
（
41
）

。
第
三
に
、
か
り
に
同
意
が
法

律
行
為
で
あ
る
と
す
る
と
、
有
効
な
同
意
の
前
提
条
件
は
、
同
意
者
が
成
人
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
が
、
年
齢
が
高
す
ぎ
る

）
七
八
（

同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

八
五

き
ら
い
が
あ
る
。
侵
害
の
本
質
を
正
し
く
判
断
で
き
る
な
ら
、
同
意
は
有
効
と
す
る
べ
き
で
あ
る
（
42
）

。
第
四
に
、
同
意
の
代
理
は
、
こ
れ
を

認
め
る
べ
き
で
な
い
（
43
）

。

フ
ラ
ン
ツ･

フ
ォ
ン･

リ
ス
ト
（F

ranz von L
iszt

）
は
、
同
意
論
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
基
本
的
立
場
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
法
秩

序
が
、
法
益
の
利
益
が
失
わ
れ
た
ゆ
え
に
、
法
益
主
体
に
対
し
法
益
の
処
分
を
認
め
た
と
き
に
限
り
、
同
意
は
違
法
性
を
阻
却
す
る
。
そ

の
際
、
一
般
原
則
を
定
立
し
た
り
、
民
法
的
な
観
点
を
取
り
入
れ
た
り
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
し
、
法
益
処
分
の
効
力
は
、
民
法
で
は

な
く
刑
法
に
し
た
が
っ
て
、
個
々
の
事
例
ご
と
に
検
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
44
）

。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
リ
ス
ト
は
、
法
律
行
為
説
は
採
用

で
き
な
い
（
45
）

と
す
る
（
46
）

。

一
八
七
一
年
に
制
定
さ
れ
た
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
の
改
正
を
め
ぐ
る
動
き
が
活
発
な
時
期
（
47
）

に
お
い
て
、
同
意
を
め
ぐ
る
学
説
史
を
探
究
し
た

リ
ヒ
ャ
ル
ト･

ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
（R

ichard H
onig （

48
））

は
、
犯
罪
の
保
護
客
体
を
統
一
的
に
把
握
し
た
上
で
同
意
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
対
し
、

根
本
的
疑
問
を
抱
い
て
い
た
。
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
従
来
、
犯
罪
の
保
護
客
体
を
実
質
面
か
ら
統
一
的
に
定
義
づ
け
る
た
め
に
、
法

哲
学
の
基
本
的
見
解
に
依
拠
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
（
49
）

。
し
か
し
、
そ
う
し
た
方
法
は
成
果
を
生
ま
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
、
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
は
、
同
意
論
の
前
提
と
な
る
犯
罪
概
念
を
、
実
質
的
か
つ
統
一
的
に
決
定
づ
け
る
こ
と
は
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で

は
な
い
か
（
50
）

、
と
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
は
、
民
法
的
観
点
か
ら
民
刑
両
方
に
お
い
て
統
一
し
た
同
意
論
を

構
想
す
る
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
の
見
解
を
以
下
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

第
一
に
、
同
意
に
関
す
る
統
一
的
な
規
定
が
な
い
以
上
、
同
意
の
前
提
条
件
は
、
各
刑
罰
法
規
の
適
用
の
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き
で

あ
る
。
同
意
を
法
律
行
為
と
い
う
法
的
性
質
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
る
の
は
、
概
念
法
学
へ
の
後
退
で
あ
る
（
51
）

。

第
二
に
、
刑
法
に
お
け
る
同
意
論
は
、
違
法
性
だ
け
で
な
く
、
構
成
要
件
該
当
性
の
問
題
で
も
あ
る
（
52
）

。
意
思
に
反
す
る
行
為
が
構
成
要

）
七
八
（
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し
く
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で
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、
同
意
の
代
理
は
、
こ
れ
を

認
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43
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を
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す
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法
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益
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に
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に
対
し
法
益
の
処
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認
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限
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同
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違
法
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を
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す
る
。
そ

の
際
、
一
般
原
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を
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立
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、
民
法
的
な
観
点
を
取
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た
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す
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は
不
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で
あ
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し
、
法
益
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分
の
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は
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民
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は

な
く
刑
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に
し
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が
っ
て
、
個
々
の
事
例
ご
と
に
検
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さ
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る
べ
き
で
あ
る
（
44
）

。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
リ
ス
ト
は
、
法
律
行
為
説
は
採
用

で
き
な
い
（
45
）

と
す
る
（
46
）

。

一
八
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一
年
に
制
定
さ
れ
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典
の
改
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を
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ぐ
る
動
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が
活
発
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時
期
（
47
）

に
お
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て
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同
意
を
め
ぐ
る
学
説
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を
探
究
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た
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ichard H
onig （
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の
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客
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を
統
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的
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把
握
し
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上
で
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意
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を
展
開
す
る
こ
と
に
対
し
、

根
本
的
疑
問
を
抱
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て
い
た
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ホ
ー
ニ
ッ
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に
よ
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ば
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来
、
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の
保
護
客
体
を
実
質
面
か
ら
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一
的
に
定
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け
る
た
め
に
、
法

哲
学
の
基
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的
見
解
に
依
拠
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
（
49
）

。
し
か
し
、
そ
う
し
た
方
法
は
成
果
を
生
ま
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
、
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
は
、
同
意
論
の
前
提
と
な
る
犯
罪
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念
を
、
実
質
的
か
つ
統
一
的
に
決
定
づ
け
る
こ
と
は
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で

は
な
い
か
（
50
）

、
と
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
は
、
民
法
的
観
点
か
ら
民
刑
両
方
に
お
い
て
統
一
し
た
同
意
論
を

構
想
す
る
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
の
見
解
を
以
下
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

第
一
に
、
同
意
に
関
す
る
統
一
的
な
規
定
が
な
い
以
上
、
同
意
の
前
提
条
件
は
、
各
刑
罰
法
規
の
適
用
の
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き
で

あ
る
。
同
意
を
法
律
行
為
と
い
う
法
的
性
質
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
る
の
は
、
概
念
法
学
へ
の
後
退
で
あ
る
（
51
）

。

第
二
に
、
刑
法
に
お
け
る
同
意
論
は
、
違
法
性
だ
け
で
な
く
、
構
成
要
件
該
当
性
の
問
題
で
も
あ
る
（
52
）

。
意
思
に
反
す
る
行
為
が
構
成
要

）
七
八
（
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八
六

件
と
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
は
法
律
行
為
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
法
律
行
為
説
は
同
意
論
の
考
察
対
象
か
ら
外
し
て
い
る
き
ら

い
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
も
同
意
論
の
考
察
対
象
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
意
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、
犯
罪
の

類
型
性
が
充
足
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

第
三
に
、
法
律
行
為
で
は
説
明
が
で
き
な
い
事
例
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
法
律
行
為
に
と
っ
て
は
、
法
的
内
容
の
変
更
、
権
利
や
法
的

関
係
の
根
拠
づ
け
や
放
棄
、
変
更
が
本
質
的
で
あ
り
、
同
意
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
こ
と
が
当
て
は
ま
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
に
該
当
し
な
い
場
合
は
ど
う
か
。
公
務
員
が
そ
の
要
請
に
基
づ
い
て
他
人
を
昼
休
み
時
間
中
に
図
書
館
の
閲
覧
室
に
監
禁
し
た
事
例
（
53
）

や
、
友
人
が
同
意
に
基
づ
い
て
自
分
の
歯
を
抜
く
事
例
、
友
人
が
同
意
を
得
て
火
傷
の
水
ぶ
く
れ
を
切
開
す
る
事
例
（
54
）

に
お
い
て
、
ど
の
よ

う
な
権
利
な
い
し
法
律
関
係
が
生
じ
る
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
婚
外
の
性
行
為
に
同
意
す
る
こ
と
（
55
）

は
、
法
律
行
為
説
に
よ
れ
ば
公

序
良
俗
違
反
に
よ
り
無
効
と
な
る
が
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
構
成
要
件
を
み
れ
ば
同
意
は
可
能
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
は
、
法
律
行
為
説
の
観
点
か
ら
同
意
が
説
明
で
き
る
の
は
、
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
こ
と
を
、
次
の

よ
う
に
指
摘
す
る
。
法
律
行
為
を
内
容
と
し
な
い
犯
罪
に
つ
い
て
も
法
律
行
為
説
を
及
ぼ
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
被
害
者
の
意
思
に
反

す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
同
意
を
得
な
い
こ
と
が
明
確
に
構
成
要
件
と
さ
れ
て
い
る
犯
罪
に
お
い
て
、
法
律
行
為
説
は
ほ
と
ん
ど
用
い
る
こ

と
が
で
き
な
い
し
（
56
）

、
法
律
行
為
説
は
保
護
客
体
が
処
分
権
で
あ
る
場
合
に
限
っ
て
適
用
で
き
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
以
外
の
犯
罪
に
お
け
る

同
意
に
つ
い
て
、
法
律
行
為
説
は
、
同
意
の
本
質
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
同
意
の
法
的
性
質
を
、
一
つ
の
法
原

則
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
（
57
）

。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
は
、
刑
罰
法
規
ご
と
に
同
意
論
を
検
討
す
る
必
要
性
を
次
の
よ
う
に
説
く
。
法
的
な
意
義

は
、
犯
罪
の
保
護
客
体
に
対
し
て
、
多
様
な
方
法
に
基
づ
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
同
意
の
法
的
性
質
も
異
な
ら
ざ

）
七
八
（

同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

八
七

る
を
え
な
い
。
保
護
客
体
の
差
異
に
よ
っ
て
、
人
間
の
行
為
は
規
制
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
58
）

。

⑷
　
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
の
見
解
を
み
る
と
、
処
分
権
が
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
生
命
や
身
体
、
自
由
に
つ
い
て
は
、
刑
法
も
参
照
し

つ
つ
、
個
別
の
法
益
ご
と
に
、
同
意
の
有
効
性
を
論
じ
て
い
る
（
59
）

。
と
は
い
え
、
同
意
に
関
す
る
総
則
規
定
を
民
刑
両
方
に
お
い
て
欠
く
中

で
、
法
律
行
為
説
の
生
命
線
は
、
民
刑
両
法
の
統
一
性
の
観
点
か
ら
、
同
意
の
有
効
要
件
と
は
何
か
を
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
を
想
定
し
な
が

ら
、
で
き
る
限
り
統
一
的
に
考
察
す
る
点
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
試
み
は
、
右
に
み
た
よ
う
に
、
刑
法
固
有
の
同
意

論
を
め
ざ
す
論
者
に
よ
っ
て
論
難
さ
れ
た
。

管
見
に
よ
れ
ば
、
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
の
法
律
行
為
説
へ
の
批
判
を
起
点
と
し
て
、
刑
法
固
有
の
同
意
論
を
模
索
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の

認
識
が
強
ま
っ
た
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
提
唱
し
た
刑
罰
法
規
ご
と
に
考
察
す
る
同
意
論
を
基
礎
に
据
え
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
刑
法
的
同
意
論
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

第
二
節
　
犯
罪
論
体
系
と
二
分
説
と
の
関
係

最
初
に
、
ゲ
ー
ル
ズ
の
二
分
説
が
登
場
す
る
理
論
的
伏
線
に
つ
い
て
本
節
に
お
い
て
考
察
し
た
い
。

ま
ず
、
注
目
す
る
べ
き
は
、
エ
ル
ン
ス
ト･

ベ
ー
リ
ン
グ
（E

rnst B
eling

）
と
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
の
見
解
で
あ
る
。
二
分
説
は
同
意
を
、
構

成
要
件
阻
却
的
同
意
と
違
法
阻
却
的
同
意
に
区
分
す
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
構
成
要
件
と
違
法
性
の
区
別
を
重
視
す
る
、
犯
罪
論
に
お

け
る
三
分
説
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
法
律
行
為
説
を
批
判
し
た
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
同
意
を
各
論
的
に
、

す
な
わ
ち
刑
罰
法
規
ご
と
に
考
察
す
る
方
法
を
採
用
す
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
の
各
論
的
考
察
方
法
と
は
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

）
七
七
（



同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

八
七

る
を
え
な
い
。
保
護
客
体
の
差
異
に
よ
っ
て
、
人
間
の
行
為
は
規
制
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
58
）

。

⑷
　
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
の
見
解
を
み
る
と
、
処
分
権
が
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
生
命
や
身
体
、
自
由
に
つ
い
て
は
、
刑
法
も
参
照
し

つ
つ
、
個
別
の
法
益
ご
と
に
、
同
意
の
有
効
性
を
論
じ
て
い
る
（
59
）

。
と
は
い
え
、
同
意
に
関
す
る
総
則
規
定
を
民
刑
両
方
に
お
い
て
欠
く
中

で
、
法
律
行
為
説
の
生
命
線
は
、
民
刑
両
法
の
統
一
性
の
観
点
か
ら
、
同
意
の
有
効
要
件
と
は
何
か
を
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
を
想
定
し
な
が

ら
、
で
き
る
限
り
統
一
的
に
考
察
す
る
点
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
試
み
は
、
右
に
み
た
よ
う
に
、
刑
法
固
有
の
同
意

論
を
め
ざ
す
論
者
に
よ
っ
て
論
難
さ
れ
た
。

管
見
に
よ
れ
ば
、
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
の
法
律
行
為
説
へ
の
批
判
を
起
点
と
し
て
、
刑
法
固
有
の
同
意
論
を
模
索
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の

認
識
が
強
ま
っ
た
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
提
唱
し
た
刑
罰
法
規
ご
と
に
考
察
す
る
同
意
論
を
基
礎
に
据
え
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
刑
法
的
同
意
論
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

第
二
節
　
犯
罪
論
体
系
と
二
分
説
と
の
関
係

最
初
に
、
ゲ
ー
ル
ズ
の
二
分
説
が
登
場
す
る
理
論
的
伏
線
に
つ
い
て
本
節
に
お
い
て
考
察
し
た
い
。

ま
ず
、
注
目
す
る
べ
き
は
、
エ
ル
ン
ス
ト･

ベ
ー
リ
ン
グ
（E

rnst B
eling

）
と
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
の
見
解
で
あ
る
。
二
分
説
は
同
意
を
、
構

成
要
件
阻
却
的
同
意
と
違
法
阻
却
的
同
意
に
区
分
す
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
構
成
要
件
と
違
法
性
の
区
別
を
重
視
す
る
、
犯
罪
論
に
お

け
る
三
分
説
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
法
律
行
為
説
を
批
判
し
た
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
同
意
を
各
論
的
に
、

す
な
わ
ち
刑
罰
法
規
ご
と
に
考
察
す
る
方
法
を
採
用
す
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
の
各
論
的
考
察
方
法
と
は
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

）
七
七
（
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八
八

さ
ら
に
、
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
同
意
を
二
分
す
る
動
向
が
学
説
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ゲ
ー
ル
ズ
が
二
分
説
を
と
る
論

者
と
し
て
挙
げ
た
者
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
、
ハ
ン
ス･

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
と
ヘ
ル
ム
ー
ト･

マ
イ
ヤ
ー
の
見
解
を
と
り
あ
げ
た
い
（
60
）

。
両
者
の

違
法
論
は
異
な
る
も
の
の
、
同
意
論
に
関
し
て
は
同
じ
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

第
一
款
　
ベ
ー
リ
ン
グ
の
同
意
論

ベ
ー
リ
ン
グ
は
、
構
成
要
件
該
当
性
と
違
法
性
と
を
峻
別
し
、
三
分
す
る
犯
罪
論
体
系
を
提
唱
し
た
（
61
）

。
本
稿
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、

法
益
主
体
の
同
意
に
つ
い
て
、
ベ
ー
リ
ン
グ
が
、
違
法
性
の
レ
ベ
ル
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
な
に
よ
り
も
構
成
要
件
該
当
性
の
問
題
で
あ

る
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
（
62
）

点
で
あ
る
。
同
意
論
は
違
法
性
阻
却
事
由
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
違
法
性
の
有
無
を

議
論
す
る
前
に
、
ま
ず
、
類
型
的
構
成
要
件
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
構
成
要
件
に
該
当
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
行
為
に
対

す
る
違
法
性
の
議
論
は
不
要
で
あ
る
、
と
。

こ
の
発
言
が
、
以
後
の
同
意
論
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
た
し
か
で
あ
る
。
同
意
二
分
説
は
、
ベ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る

理
論
的
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
な
し
に
は
、
存
在
し
え
な
い
。
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、
同
意
論
に
つ
い
て
学
説
史
的
研
究
を
行
っ
た
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ

も
、
同
意
を
ア･

プ
リ
オ
リ
に
論
ず
る
法
律
行
為
説
の
不
当
性
を
説
く
論
拠
と
し
て
、
ベ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
右
の
発
言
を
引
用
し
て
い
る
（
63
）

。

そ
れ
で
は
、
ベ
ー
リ
ン
グ
は
、
ど
の
よ
う
な
同
意
論
を
展
開
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
構
成
要
件
レ
ベ
ル
で
は
、
次
の
よ
う
な
方
向
性

を
示
す
。
第
一
に
、
法
益
主
体
の
自
己
侵
害
行
為
（
お
よ
び
自
己
危
殆
化
）
と
、
法
益
主
体
の
同
意
に
基
づ
く
他
者
に
よ
る
行
為
を
、
明
確

に
区
別
す
る
。
ベ
ー
リ
ン
グ
が
同
意
を
い
う
と
き
、
後
者
の
こ
と
を
指
す
。
第
二
に
、
同
意
を
論
ず
る
に
際
し
て
は
、
刑
罰
法
規
の
解
釈

を
通
じ
て
、
他
者
に
対
す
る
侵
害
が
構
成
要
件
と
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
64
）

。
こ
れ
を
理
由
に
、
法
益
主
体
の
自
己
侵
害
行
為
の
犯

）
七
七
（

同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

八
九

罪
類
型
性
は
欠
け
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
第
三
に
、
構
成
要
件
が
、
被
害
者
の
同
意
な
し
に
実
行
さ
れ
る
侵
害
に
照
準
を
お
い
て
い
る
場

合
に
お
い
て
の
み
、
同
意
が
あ
れ
ば
、
類
型
性
が
否
定
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
構
成
要
件
該
当
性
が
阻
却
さ
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
場
合
は
、

構
成
要
件
該
当
性
は
肯
定
さ
れ
、
違
法
性
の
阻
却
が
問
題
と
な
る
（
65
）

。

構
成
要
件
該
当
性
が
肯
定
さ
れ
た
場
合
、
同
意
は
、
違
法
性
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
検
討
さ
れ
る
。
第
一
に
、
規
範
適
合

的
な
保
護
客
体
（norm

m
äßiges S

chutzobjekt

）
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
規
範
が
保
護
客
体
へ
の
侵
害
を
禁
止
す
る
こ
と

を
明
記
し
て
い
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
保
護
客
体
が
問
題
と
な
る
か
、
誰
が
法
益
の
主
体
（T

räger

）
な
の
か
、
そ
の
法
益
の
処
分
権

が
法
益
主
体
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
66
）

。
第
二
に
、
法
益
主
体
に
よ
る
自
己
侵
害
行
為
と
法
益

主
体
の
同
意
に
基
づ
く
他
者
の
行
為
は
、
両
者
と
も
に
同
価
値
と
捉
え
る
リ
ス
ト
に
反
対
し
て
、
犯
罪
の
構
成
お
よ
び
阻
却
の
面
に
お
い

て
、
相
互
に
異
な
る
（
67
）

こ
と
を
、
殺
人
罪
を
例
に
挙
げ
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
法
の
規
定
を
み
れ
ば
、
同
意
が
あ
っ
て
も
他
者
を
殺
し

て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
法
益
主
体
は
生
命
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
法
益
主
体
が
同
意
を
し
て
、

他
者
に
そ
の
法
益
を
侵
害
し
て
も
ら
う
こ
と
は
違
法
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
自
殺
も
違
法
で
あ
る
。
た
だ
し
、
殺
人
の
構
成
要
件
は
、

他
者
に
よ
る
殺
害
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
自
殺
は
犯
罪
類
型
を
満
た
さ
な
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
（
68
）

る
（
69
）

。

第
二
款
　
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
の
各
論
的
考
察
方
法

前
述
し
た
と
お
り
、
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
は
、
同
意
論
を
民
刑
共
通
の
も
の
と
し
て
理
論
化
し
た
法
律
行
為
説
を
論
難
し
た
。
そ
れ
で
は
、
同

意
論
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
い
か
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
重
要
で
あ
る
と
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
は
考
え
て
い
た
の
か
。
そ
れ
は
、
刑
法
各
論
的
考

察
方
法
を
用
い
て
同
意
論
を
検
討
す
る
手
法
で
あ
る
。
ゲ
ー
ル
ズ
も
、
刑
法
改
正
草
案
に
関
す
る
論
考
に
お
い
て
、
二
分
説
の
根
底
に
各

）
七
七
（



同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

八
九

罪
類
型
性
は
欠
け
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
第
三
に
、
構
成
要
件
が
、
被
害
者
の
同
意
な
し
に
実
行
さ
れ
る
侵
害
に
照
準
を
お
い
て
い
る
場

合
に
お
い
て
の
み
、
同
意
が
あ
れ
ば
、
類
型
性
が
否
定
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
構
成
要
件
該
当
性
が
阻
却
さ
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
場
合
は
、

構
成
要
件
該
当
性
は
肯
定
さ
れ
、
違
法
性
の
阻
却
が
問
題
と
な
る
（
65
）

。

構
成
要
件
該
当
性
が
肯
定
さ
れ
た
場
合
、
同
意
は
、
違
法
性
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
検
討
さ
れ
る
。
第
一
に
、
規
範
適
合

的
な
保
護
客
体
（norm

m
äßiges S

chutzobjekt

）
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
規
範
が
保
護
客
体
へ
の
侵
害
を
禁
止
す
る
こ
と

を
明
記
し
て
い
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
保
護
客
体
が
問
題
と
な
る
か
、
誰
が
法
益
の
主
体
（T

räger

）
な
の
か
、
そ
の
法
益
の
処
分
権

が
法
益
主
体
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
66
）

。
第
二
に
、
法
益
主
体
に
よ
る
自
己
侵
害
行
為
と
法
益

主
体
の
同
意
に
基
づ
く
他
者
の
行
為
は
、
両
者
と
も
に
同
価
値
と
捉
え
る
リ
ス
ト
に
反
対
し
て
、
犯
罪
の
構
成
お
よ
び
阻
却
の
面
に
お
い

て
、
相
互
に
異
な
る
（
67
）

こ
と
を
、
殺
人
罪
を
例
に
挙
げ
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
法
の
規
定
を
み
れ
ば
、
同
意
が
あ
っ
て
も
他
者
を
殺
し

て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
法
益
主
体
は
生
命
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
法
益
主
体
が
同
意
を
し
て
、

他
者
に
そ
の
法
益
を
侵
害
し
て
も
ら
う
こ
と
は
違
法
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
自
殺
も
違
法
で
あ
る
。
た
だ
し
、
殺
人
の
構
成
要
件
は
、

他
者
に
よ
る
殺
害
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
自
殺
は
犯
罪
類
型
を
満
た
さ
な
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
（
68
）

る
（
69
）

。

第
二
款
　
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
の
各
論
的
考
察
方
法

前
述
し
た
と
お
り
、
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
は
、
同
意
論
を
民
刑
共
通
の
も
の
と
し
て
理
論
化
し
た
法
律
行
為
説
を
論
難
し
た
。
そ
れ
で
は
、
同

意
論
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
い
か
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
重
要
で
あ
る
と
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
は
考
え
て
い
た
の
か
。
そ
れ
は
、
刑
法
各
論
的
考

察
方
法
を
用
い
て
同
意
論
を
検
討
す
る
手
法
で
あ
る
。
ゲ
ー
ル
ズ
も
、
刑
法
改
正
草
案
に
関
す
る
論
考
に
お
い
て
、
二
分
説
の
根
底
に
各

）
七
七
（
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論
的
考
察
方
法
を
採
用
し
て
い
る
（
70
）

こ
と
か
ら
し
て
も
、
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
の
見
解
が
ゲ
ー
ル
ズ
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
、
う
か
が
え
る
。

ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
が
法
律
行
為
説
を
批
判
し
た
の
は
、
同
意
論
を
同
一
原
理
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
観
点
か

ら
、
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
は
、
刑
法
の
保
護
客
体
を
め
ぐ
っ
て
ケ
ス
ラ
ー
と
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
議
論
（
71
）

に
対
し
て
も
次
の
よ
う
な

疑
義
を
示
す
。
保
護
客
体
に
つ
い
て
、
ケ
ス
ラ
ー
は
利
益
で
あ
る
と
す
る
の
に
対
し
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
法
益
と
捉
え
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
個
々
の
刑
罰
法
規
に
お
け
る
保
護
客
体
を
、
利
益
か
法
益
か
と
い
う
視
点
で
一
般
化
す
る
こ
と
は
、
個
々
の
刑
罰
法
規
に
お
け
る
保

護
客
体
の
相
違
を
無
視
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
そ
の
結
果
、
刑
法
に
お
け
る
同
意
論
が
実
り
な
き
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
（
72
）

。

そ
れ
で
は
、
同
意
を
各
論
的
に
考
察
す
る
こ
と
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
。
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
は
左
の
よ
う
に
い
う
。

起
点
と
な
る
、
一
つ
ひ
と
つ
の
刑
罰
法
規
の
構
造
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
捉
え
る
。
立
法
者
は
、
個
々
の
刑
罰
法
規
を
、
そ
れ
ぞ
れ

の
目
的
を
定
め
て
制
定
す
る
。
そ
こ
で
は
法
益
が
保
護
客
体
と
な
る
。
保
護
客
体
は
行
為
の
違
法
性
を
議
論
す
る
核
心
と
な
る
。
保
護
客

体
は
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
共
同
体
の
諸
価
値
を
刑
罰
法
規
の
目
的
の
中
に
見
出
す
と
き
に
機
能
す
る
（
73
）

。

刑
罰
法
規
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
意
論
は
三
つ
の
点
に
お
い
て
有
益
な
も
の
と
な
る
と
い
う
。

第
一
に
、「
被
害
者
の
同
意
」
と
「
自
己
侵
害
（S

elbstverletzung

）」
を
異
な
っ
て
扱
う
の
は
な
ぜ
な
の
か
を
理
解
す
る
点
で
あ
る
。

共
同
体
の
価
値
が
反
映
さ
れ
る
の
は
、
法
益
や
保
護
客
体
で
は
な
く
、
そ
れ
を
侵
害
す
る
行
為
で
あ
る
。
他
者
が
同
意
を
え
ず
し
て
侵
害

す
る
行
為
や
被
害
者
の
同
意
を
え
て
す
る
侵
害
行
為
、
自
己
侵
害
行
為
が
可
罰
的
か
否
か
は
、
そ
う
し
た
行
為
に
対
す
る
共
同
体
の
価
値

判
断
に
か
か
っ
て
い
る
（
74
）

。

第
二
に
、
保
護
客
体
は
そ
の
土
台
を
、
共
同
体
に
お
い
て
数
多
く
想
定
さ
れ
る
法
的
観
点
の
中
の
一
つ
を
決
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
獲

得
す
る
（
75
）

。
こ
こ
で
重
要
と
な
る
の
が
、
共
同
体
の
構
成
員
は
互
い
に
ど
こ
ま
で
自
由
に
法
益
を
処
分
す
る
領
域
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
か

）
七
八
（

同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

九
一

で
あ
る
（
76
）

。

第
三
に
、
個
々
の
刑
罰
法
規
に
お
い
て
何
が
保
護
客
体
で
あ
る
か
を
つ
き
と
め
る
た
め
に
は
、
個
々
の
可
罰
的
行
為
が
ど
の
よ
う
な
効

果
を
も
つ
か
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
価
値
が
侵
害
さ
れ
う
る
の
か
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
（
77
）

。
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
刑
罰
法
規

に
お
け
る
保
護
客
体
を
決
定
す
る
た
め
に
、
価
値
中
立
的
な
方
法
を
採
る
。
し
か
し
、
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
価
値
的
観
察
方
法
に

よ
っ
て
の
み
、
保
護
客
体
は
決
定
し
う
る
。
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
刑
罰
法
規
に
は
「
社
会
の
価
値
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
度
外
視
し

て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
処
分
権
の
侵
害
に
お
け
る
、
行
為
客
体
と
保
護
客
体
を
取
り
違
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
の
支
配
下
に

あ
る
行
為
客
体
の
み
を
保
護
法
益
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
行
為
客
体
で
あ
る
生
命
や
身
体
は
、
個
人
の
処
分
権
と
切
り
離

せ
な
い
も
の
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
行
為
客
体
で
あ
る
生
命
や
身
体
そ
れ
自
体
を
保
護
法
益
と
し
、
そ
れ
ら
の
処
分

権
を
保
護
法
益
か
ら
除
外
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
個
人
の
処
分
権
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
78
）

。

ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
は
こ
の
よ
う
に
、
法
は
共
同
体
生
活
の
維
持
お
よ
び
増
進
に
奉
仕
し
、
こ
れ
が
法
解
釈
の
基
準
と
な
り
、
行
為
の
当
罰
性

を
決
め
る
尺
度
と
な
る
（
79
）

と
捉
え
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
み
る
と
、
刑
罰
法
規
に
お
い
て
保
護
さ
れ
て
い
る
の
は
、
法
益
や
利
益
に
限
ら

な
い
。
共
同
体
の
感
情
や
共
同
体
の
生
活
状
態
、
共
同
体
で
承
認
さ
れ
て
い
る
処
分
権
や
義
務
も
、
保
護
の
客
体
と
さ
れ
て
い
る
（
80
）

。
ま
さ

に
法
律
こ
そ
が
同
意
に
関
す
る
情
報
を
与
え
る
（
81
）

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
款
　
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
二
分
説

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
と
違
法
阻
却
的
同
意
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
（
82
）

。

法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
行
為
が
構
成
要
件
に
属
し
て
い
る
と
き
に
、
法
益
主
体
が
そ
の
行
為
に
同
意
す
れ
ば
、
そ
の
行
為
の
構
成

）
七
八
（
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九
一

で
あ
る
（
76
）

。

第
三
に
、
個
々
の
刑
罰
法
規
に
お
い
て
何
が
保
護
客
体
で
あ
る
か
を
つ
き
と
め
る
た
め
に
は
、
個
々
の
可
罰
的
行
為
が
ど
の
よ
う
な
効

果
を
も
つ
か
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
価
値
が
侵
害
さ
れ
う
る
の
か
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
（
77
）

。
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
刑
罰
法
規

に
お
け
る
保
護
客
体
を
決
定
す
る
た
め
に
、
価
値
中
立
的
な
方
法
を
採
る
。
し
か
し
、
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
価
値
的
観
察
方
法
に

よ
っ
て
の
み
、
保
護
客
体
は
決
定
し
う
る
。
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
刑
罰
法
規
に
は
「
社
会
の
価
値
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
度
外
視
し

て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
処
分
権
の
侵
害
に
お
け
る
、
行
為
客
体
と
保
護
客
体
を
取
り
違
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
の
支
配
下
に

あ
る
行
為
客
体
の
み
を
保
護
法
益
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
行
為
客
体
で
あ
る
生
命
や
身
体
は
、
個
人
の
処
分
権
と
切
り
離

せ
な
い
も
の
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
行
為
客
体
で
あ
る
生
命
や
身
体
そ
れ
自
体
を
保
護
法
益
と
し
、
そ
れ
ら
の
処
分

権
を
保
護
法
益
か
ら
除
外
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
個
人
の
処
分
権
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
78
）

。

ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
は
こ
の
よ
う
に
、
法
は
共
同
体
生
活
の
維
持
お
よ
び
増
進
に
奉
仕
し
、
こ
れ
が
法
解
釈
の
基
準
と
な
り
、
行
為
の
当
罰
性

を
決
め
る
尺
度
と
な
る
（
79
）

と
捉
え
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
み
る
と
、
刑
罰
法
規
に
お
い
て
保
護
さ
れ
て
い
る
の
は
、
法
益
や
利
益
に
限
ら

な
い
。
共
同
体
の
感
情
や
共
同
体
の
生
活
状
態
、
共
同
体
で
承
認
さ
れ
て
い
る
処
分
権
や
義
務
も
、
保
護
の
客
体
と
さ
れ
て
い
る
（
80
）

。
ま
さ

に
法
律
こ
そ
が
同
意
に
関
す
る
情
報
を
与
え
る
（
81
）

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
款
　
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
二
分
説

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
と
違
法
阻
却
的
同
意
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
（
82
）

。

法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
行
為
が
構
成
要
件
に
属
し
て
い
る
と
き
に
、
法
益
主
体
が
そ
の
行
為
に
同
意
す
れ
ば
、
そ
の
行
為
の
構
成

）
七
八
（
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九
二

要
件
該
当
性
そ
れ
自
体
が
阻
却
さ
れ
る
（
83
）

。
こ
こ
で
の
同
意
は
、
純
粋
に
事
実
的
な
性
質
（rein tatsächliche N

atur

）
の
も
の
で
あ
れ
ば
よ

い
。
そ
の
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
る
。

未
成
年
誘
拐
（E

ntführung

）
に
お
い
て
、
監
護
権
者
が
子
に
わ
い
せ
つ
行
為
を
さ
せ
る
こ
と
に
同
意
す
る
場
合
、
こ
の
同
意
は
構
成

要
件
阻
却
的
同
意
で
あ
る
（
84
）

。
も
っ
と
も
、
女
性
拐
取
（F

rauenraub

）
の
罪
に
つ
い
て
、
法
益
主
体
の
事
実
的
な
意
思
に
反
し
て
、
偽
計

や
脅
迫
、
強
制
な
ど
が
用
い
ら
れ
た
と
き
は
、
同
罪
が
成
立
す
る
（
85
）

。
住
居
侵
入
（H

ausfriedensbruch

）
の
罪
に
お
い
て
も
、
住
居
権
者

の
事
実
的
意
思
に
よ
る
同
意
が
あ
れ
ば
、
構
成
要
件
該
当
性
は
阻
却
さ
れ
る
。
法
益
主
体
に
と
っ
て
望
ま
し
く
な
い
目
的
を
も
っ
て
行
為

者
が
住
居
等
へ
立
ち
入
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
外
形
的
に
み
て
通
常
の
立
ち
入
り
と
変
わ
ら
な
い
な
ら
ば
、「
侵
入
」
と
評
価
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
（
86
）

。
意
思
表
示
者
が
他
人
に
対
し
自
己
の
名
義
を
証
書
に
お
い
て
使
う
こ
と
を
認
め
た
な
ら
ば
、
証
拠
偽
造
の
構
成
要
件
該

当
性
は
阻
却
さ
れ
る
（
87
）

。

被
害
者
の
同
意
に
関
す
る
諸
原
則
、
た
と
え
ば
公
序
良
俗
違
反
に
関
す
る
規
定
や
法
益
主
体
の
判
断
能
力
は
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意

に
お
い
て
は
不
要
で
あ
る
（
88
）

。
た
と
え
ば
、
法
益
主
体
が
事
実
的
意
思
に
基
づ
き
、
暴
行
を
喜
ん
で
受
け
入
れ
た
（vis haud ingrata

）
な

ら
ば
、
公
序
良
俗
に
は
反
す
る
が
、
姦
通
（N

otzucht
）
の
罪
の
構
成
要
件
該
当
性
は
阻
却
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
違
法
阻
却
的
同
意
に
つ
い
て
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
違
法
阻
却
的
同
意
に
よ
っ
て
、
権
利
保
護
が
放

棄
さ
れ
る
。
こ
れ
が
可
能
な
の
は
、
法
的
に
保
護
さ
れ
る
利
益
を
法
益
主
体
そ
の
者
の
み
が
享
受
し
て
い
る
と
き
で
あ
る
。
そ
の
利
益
に

公
共
の
利
益
が
絡
む
場
合
は
、
同
意
は
無
効
で
あ
る
。
刑
法
的
不
法
は
単
な
る
法
益
侵
害
に
尽
き
る
も
の
で
な
く
、
社
会
倫
理
的
に
耐
え

が
た
い
行
為
で
あ
る
か
ら
、
同
意
は
、
結
果
に
対
し
て
だ
け
（
89
）

で
は
な
く
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
前
提
と
な
る
、
構
成
要
件
該
当
行
為
に

与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
は
同
意
だ
け
で
な
く
、
構
成
要
件
該
当
行
為
に
与
え
ら
れ
た
同
意
で
あ
る
こ
と

）
七
八
（

同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

九
三

を
根
拠
に
行
為
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
90
）

。
な
お
、
行
為
者
は
同
意
が
あ
っ
た
と
し
て
も
公
序
良
俗
に
反
し
て
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
（
91
）

。

こ
う
し
た
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ
る
同
意
二
分
説
は
何
を
論
拠
と
し
て
い
た
の
か
。
そ
れ
は
、
構
成
要
件
該
当
性
と
違
法
性
と
を
峻
別
す

る
犯
罪
論
体
系
で
あ
る
。

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
構
成
要
件
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
行
為
が
禁
止
さ
れ
る
か
、
す
な
わ
ち
「
禁
止
の
素
材
」
が
示
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
違
法
性
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
が
刑
法
的
に
許
容
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
の
法
的
評
価
の

み
が
問
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
因
果
的
行
為
論
を
批
判
し
、
こ
れ
に
対
抗
す
べ
く
、
目
的
的
行
為
論
に
立
脚
し
た
犯

罪
論
体
系
を
確
立
し
た
。
因
果
的
行
為
論
者
で
あ
る
ベ
ー
リ
ン
グ
の
構
成
要
件
論
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
価
値
中
立
的
に
な
っ
て
い
る
点
を

批
判
し
た
上
で
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
構
成
要
件
は
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
う
ち
、
違
法
あ

る
い
は
適
法
の
判
断
が
下
さ
れ
る
対
象
と
し
て
刑
法
が
関
心
を
も
つ
行
為
が
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
構
成
要
件
は
禁
止
の
素
材
で
あ

り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
構
成
要
件
の
実
現
は
、
そ
の
行
為
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
推
定
し
う
る
（
92
）

。

右
を
ふ
ま
え
る
と
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ
る
同
意
二
分
説
は
左
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

構
成
要
件
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
、
法
益
主
体
に
よ
る
事
実
的
同
意
に
よ
っ
て
、
刑
法
に
よ
る
構
成
要
件
該
当
行
為

に
対
す
る
禁
止
の
要
請
そ
の
も
の
が
欠
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
、
二
分
説
を
採
る
ハ
ン
ス
─
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク

（H
ans-H

einrich Jescheck

）
は
、
そ
の
教
科
書
の
第
三
版
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
益
主
体
が
同
意
を
与

え
る
こ
と
に
よ
り
、
可
罰
的
行
為
は
、
従
来
の
社
会
秩
序
内
に
お
い
て
人
々
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
通
常
の
出
来
事
へ
と
変
化
す
る
。
そ
こ

で
は
、
構
成
要
件
の
提
訴
機
能
（A

ppellfunktion

）、
つ
ま
り
、
行
為
の
禁
止
を
す
べ
て
の
人
に
告
知
す
る
機
能
は
不
要
と
な
る
（
93
）

。

以
上
の
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
構
成
要
件
と
違
法
性
を
明
確
に
区
別
す
る
ベ
ー
リ
ン
グ
の
姿
勢
そ
の
も
の
を
基
本
的
に
維
持
し

）
七
八
（
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を
根
拠
に
行
為
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
90
）

。
な
お
、
行
為
者
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同
意
が
あ
っ
た
と
し
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反
し
て
行
為
を
し
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（
91
）

。
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ヴ
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さ
れ
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れ
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。
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。
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れ
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は
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行
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（
92
）

。

右
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さ
れ
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。
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よ
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。
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イ
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ans-H

einrich Jescheck

）
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よ
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さ
れ
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す
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。
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の
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す
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と
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に
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て
い
る
（
94
）

。
構
成
要
件
と
違
法
性
を
一
体
的
に
捉
え
る
犯
罪
論
二
分
説
に
対
し
て
は
、
構
成
要
件
と
違
法
性
と
い
う
本
来
的
に
質
が
異
な
る

も
の
を
混
同
し
て
い
る
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
ベ
ー
リ
ン
グ
と
の
親
和
性
は
、
禁
止
の
素
材
で
あ
る
構
成
要
件
は
事
実
的
に

（sachlich
）
に
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
点
（
95
）

に
も
、
見
い
だ
し
う
る
。

第
四
款
　
ヘ
ル
ム
ー
ト･

マ
イ
ヤ
ー
の
二
分
説

ヘ
ル
ム
ー
ト
・
マ
イ
ヤ
ー
（H

ellm
uth M

ayer

）
も
、
法
益
主
体
の
同
意
に
は
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
と
違
法
阻
却
的
同
意
が
存
在

す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
96
）

。

前
者
に
つ
い
て
は
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
行
為
が
構
成
要
件
と
さ
れ
て
い
る
と
き
に
、
法
益
主
体
が
そ
の
行
為
に
同
意
し
た
な

ら
ば
、
構
成
要
件
該
当
性
は
阻
却
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
の
意
思
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
と
同
様
に
、
事
実
的
な
同
意
で
足
り
る
と
す
る
（
97
）

。
た

と
え
ば
、
あ
る
女
性
が
性
的
暴
行
に
同
意
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
が
不
貞
行
為
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
性
的
暴
行
は
そ
も
そ
も
存
在
し
え
な

い
。
暴
行
や
脅
迫
が
構
成
要
件
と
さ
れ
て
い
る
犯
罪
に
つ
い
て
こ
の
こ
と
が
当
て
は
ま
る
。
欺
罔
行
為
（Ü

berlisting

）
が
構
成
要
件
に

お
い
て
手
段
と
さ
れ
て
い
る
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
法
益
主
体
が
時
宜
を
得
て
そ
れ
を
見
抜
い
た
（durchschauen

）
う
え
で
、
そ
の
行
為

に
同
意
し
た
と
き
は
、
構
成
要
件
該
当
性
は
阻
却
さ
れ
る
（
98
）

。
行
為
者
が
法
益
主
体
の
同
意
が
あ
る
と
誤
認
し
た
場
合
は
、
法
益
主
体
の
意

思
に
反
す
る
行
為
が
構
成
要
件
と
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
故
意
は
阻
却
さ
れ
る
（
99
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、
違
法
阻
却
的
同
意
に
つ
い
て
は
、
公
序
良
俗
に
反
し
な
い
か
ぎ
り
で
の
み
、
構
成
要
件
該
当
行
為
の
違
法
性
は
阻
却

さ
れ
る
（
100
）

。
そ
の
際
、
同
意
は
法
益
主
体
の
真
摯
な
自
由
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
益
主
体
の
意
思
は
行
為
者
に
表

示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
101
）

。
財
産
法
益
や
身
体
の
完
全
性
、
移
動
の
自
由
は
、
公
序
良
俗
に
反
さ
な
い
か
ぎ
り
、
法
益
主
体
は
処
分
で

）
七
八
（

同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

九
五

き
る
が
、
生
命
に
つ
い
て
は
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
102
）

。
法
益
処
分
は
、
法
益
処
分
行
為
お
よ
び
法
益
の
価
値
を
認
識
す
る
能
力
が
あ

る
者
に
の
み
、
認
め
ら
れ
る
（
103
）

。

ヘ
ル
ム
ー
ト
・
マ
イ
ヤ
ー
は
、
法
益
主
体
の
同
意
が
二
つ
に
分
類
さ
れ
る
根
拠
に
つ
い
て
は
直
接
、
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
彼

の
法
益
お
よ
び
法
益
保
護
に
関
す
る
基
本
的
視
座
と
の
関
係
か
ら
、
同
意
を
二
分
す
る
こ
と
の
根
拠
を
推
測
し
て
み
た
い
。

ヘ
ル
ム
ー
ト
・
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
法
は
、
人
間
の
生
活
利
益
を
保
護
し
て
い
る
が
、
こ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
、

法
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
用
い
て
い
る
（
104
）

。
そ
の
中
で
、
刑
法
は
次
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
。
ま
ず
、
犯
罪
と
は
法
益
侵
害
、
す
な
わ
ち

一
定
の
生
活
財
（L

ebensgüter

）
に
対
す
る
侵
害
を
い
う
（
105
）

。
刑
法
は
一
定
の
生
活
財
を
選
び
出
し
、
そ
れ
を
法
益
化
し
て
、
そ
の
法
益
を
、

規
範
と
科
刑
の
予
告
に
よ
り
直
接
的
に
保
護
す
る
（
106
）

。
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
法
益
が
外
的
生
活
実
現
に
お
い
て
特
に
価
値
あ
る
状
態
を

保
つ
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
法
益
が
社
会
的
に
価
値
の
あ
る
状
態
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
（
107
）

。

そ
れ
で
は
、
法
益
と
個
人
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
。
次
の
よ
う
に
い
う
（
108
）

。
第
一
に
、
個
人
も
法
益
の
担
い
手
（T

räger 

des R
echtsguts

）
で
は
あ
る
が
、
国
家
は
法
益
の
侵
害
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
の
み
刑
罰
権
の
発
動
が
許
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
限
り
に
お

い
て
、
法
益
は
法
の
財
（G

ut

）
で
あ
り
、
個
人
の
財
で
は
な
い
。
個
人
に
対
す
る
侵
害
は
、
公
共
の
観
点
か
ら
意
義
を
有
す
る
と
き
の

み
刑
法
上
考
慮
に
値
す
る
。
第
二
に
、
個
人
が
法
益
に
関
連
し
て
追
求
す
る
利
益
（Interesse

）
は
、
保
護
の
対
象
で
は
な
い
。
法
益
は

健
全
な
社
会
生
活
の
条
件
と
し
て
保
護
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

か
よ
う
な
理
解
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
マ
イ
ヤ
ー
の
二
分
説
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
構
成

要
件
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
は
、
法
益
侵
害
性
そ
の
も
の
が
欠
け
、
法
益
の
価
値
状
態
は
、
刑
法
の
観
点
か
ら
は
正
常
に
維
持
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
、
違
法
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
は
、
法
益
の
価
値
あ
る
状
態
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
法
益
主
体
側
に
法
益

）
七
八
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が
あ
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限
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お
よ
び
法
益
処
分
の
認
識
が
正
し
く
あ
る
場
合
に
の
み
、
法
益
処
分
が
肯
定
さ
れ
る
。

第
三
章
　
ゲ
ー
ル
ズ
に
よ
る
二
分
説

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
同
意
論
に
お
い
て
、
同
意
を
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
と
違
法
阻
却
的
同
意
と
に

二
分
す
る
見
解
を
提
唱
し
た
の
は
ゲ
ー
ル
ズ
で
あ
る
、
と
、
定
説
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
に
お
い
て
、
こ
こ
ま
で
ド
イ
ツ
の
学
説
を
た
ど
っ
た
結
果
、
ゲ
ー
ル
ズ
が
二
分
説
を
提
唱
す
る
以
前
に
、
ヴ
ェ

ル
ツ
ェ
ル
や
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
マ
イ
ヤ
ー
ら
の
見
解
に
よ
っ
て
、
同
意
二
分
説
の
理
論
的
骨
子
は
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。
じ
つ
は
、

ゲ
ー
ル
ズ
自
身
も
目
新
し
い
同
意
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
（
109
）

。
し
た
が
っ
て
、
ゲ
ー
ル
ズ
の
い
う
二
分
説
は
、
学
説

に
お
い
て
評
価
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
に
は
、
画
期
的
な
見
解
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
っ
と
も
、
二
分
さ
れ
た
同
意
に

対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
名
称
を
与
え
、
異
な
る
刑
法
的
効
果
を
付
与
す
る
べ
き
こ
と
を
意
識
的
に
展
開
し
、
同
意
の
各
論
的
考
察
方
法
を
さ

ら
に
推
進
し
た
と
こ
ろ
に
、
ゲ
ー
ル
ズ
の
功
績
が
認
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
以
下
に
、
ゲ
ー
ル
ズ
に
よ
る
二
分
説
に
つ
い
て
概
観
す
る

こ
と
に
す
る
。

第
一
節
　
ね
ら
い

管
見
に
よ
れ
ば
、
ベ
ー
リ
ン
グ
が
提
唱
し
た
犯
罪
論
三
分
説
や
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
に
よ
る
刑
法
各
論
的
考
察
方
法
は
、
ゲ
ー
ル
ズ
に
よ
る
二

分
説
の
登
場
を
助
力
し
て
い
る
。
構
成
要
件
該
当
性
と
違
法
性
を
区
別
す
る
犯
罪
論
が
な
け
れ
ば
、
そ
し
て
、
構
成
要
件
要
素
を
刑
罰
法

）
七
八
（

同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

九
七

規
ご
と
に
観
察
す
る
思
考
が
な
け
れ
ば
、
ゲ
ー
ル
ズ
説
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
潮
流
を
捉

え
て
、
同
意
論
を
、
犯
罪
論
三
分
説
の
体
系
に
直
結
す
る
こ
と
を
試
み
た
と
い
え
よ
う
。

ゲ
ー
ル
ズ
は
ま
ず
、
二
つ
の
同
意
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
新
し
い
名
称
を
与
え
た
。
次
の
よ
う
に
い
う
。「
同
意
（E

inw
illigung

）」
と

い
う
用
語
は
、
ま
さ
し
く
法
律
上
重
要
な
意
思
活
動
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
語
義
を
、
構
成
要
件
該
当
性
を
阻
却
す
る
場
合
に
用
い

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。「
構
成
要
件
該
当
性
阻
却
的
同
意
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の
解
決
（V

erlegenheitslösung

）
に

す
ぎ
な
い
（
110
）

、
と
。
構
成
要
件
該
当
性
が
阻
却
さ
れ
る
同
意
は
、
行
為
者
の
行
為
に
対
し
て
行
為
時
に
被
害
者
が
「
合
意
し
て
い
る

（einverstanden sein

）」
こ
と
が
決
定
的
で
あ
る
。
こ
の
合
意
と
は
、
人
の
意
思
の
こ
と
を
指
す
が
、
同
意
に
較
べ
、
よ
り
事
実
的
な
も

の
で
あ
る
（
111
）

。
こ
う
し
て
、
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
同
意
を
、
構
成
要
件
該
当
性
を
阻
却
す
る
「
合
意
（E

inverständnis

）」
と
、
違
法
性
を
阻
却

す
る
「
同
意
（E

inw
illigung

）」
と
に
区
別
し
（
112
）

、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
法
的
効
果
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
（
113
）

。

二
つ
の
同
意
に
お
い
て
い
か
な
る
法
的
効
果
が
与
え
ら
れ
る
の
か
を
、
以
下
に
概
観
す
る
（
114
）

。
と
り
わ
け
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
対
す

る
刑
法
的
効
力
に
つ
い
て
、
ゲ
ー
ル
ズ
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
に
焦
点
を
当
て
る
（
115
）

。

第
二
節
　
同
意

ゲ
ー
ル
ズ
が
同
意
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
を
左
に
概
観
す
る
。

同
意
が
問
題
と
な
る
の
は
、
構
成
要
件
に
お
い
て
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
、
明
文
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
あ

る
い
は
、
本
質
的
に
そ
れ
が
構
成
要
件
と
は
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
（
116
）

。
同
意
に
お
い
て
は
、
構
成
要
件
該
当
行
為
の
違
法
性
の
有
無

が
焦
点
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
同
意
が
、
共
同
体
に
と
り
同
意
が
耐
え
が
た
い
か
否
か
が
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
117
）

。
こ
こ
で
は
次

）
七
七
（
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阻
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用
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は
不
可
能
で
あ
る
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成
要
件
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性
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的
同
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う
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葉
は
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に
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て
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被
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合
意
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こ
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が
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定
的
で
あ
る
。
こ
の
合
意
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は
、
人
の
意
思
の
こ
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を
指
す
が
、
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に
較
べ
、
よ
り
事
実
的
な
も

の
で
あ
る
（
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こ
う
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、
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は
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を
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成
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「
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と
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違
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性
を
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と
に
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し
（
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、
そ
れ
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に
異
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る
法
的
効
果
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
（
113
）
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二
つ
の
同
意
に
お
い
て
い
か
な
る
法
的
効
果
が
与
え
ら
れ
る
の
か
を
、
以
下
に
概
観
す
る
（
114
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と
り
わ
け
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
対
す

る
刑
法
的
効
力
に
つ
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て
、
ゲ
ー
ル
ズ
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
に
焦
点
を
当
て
る
（
115
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に
つ
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て
ど
の
よ
う
に
捉
え
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い
た
の
か
を
左
に
概
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す
る
。
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が
問
題
と
な
る
の
は
、
構
成
要
件
に
お
い
て
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
、
明
文
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
あ

る
い
は
、
本
質
的
に
そ
れ
が
構
成
要
件
と
は
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
（
116
）

。
同
意
に
お
い
て
は
、
構
成
要
件
該
当
行
為
の
違
法
性
の
有
無

が
焦
点
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
同
意
が
、
共
同
体
に
と
り
同
意
が
耐
え
が
た
い
か
否
か
が
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
117
）
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こ
こ
で
は
次

）
七
七
（
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九
八

の
点
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

第
一
に
、
法
益
主
体
の
同
意
処
分
権
（E

inw
illigungsbefugnis des V

erletzten

）
の
有
効
性
の
有
無
が
判
断
さ
れ
る
。
法
益
主
体
の
同

意
が
有
効
で
あ
る
と
き
は
、
法
益
主
体
へ
の
法
的
保
護
が
断
念
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
、
そ
の
行
為
を
否
認
す
る
国
家
的
利
益
が
欠
如
す

る
（
118
）

。
そ
の
根
拠
は
、
同
意
が
な
け
れ
ば
存
在
し
て
い
た
は
ず
の
行
為
の
不
道
徳
性
が
、
同
意
に
よ
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
法
的

保
護
が
中
止
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
同
意
に
は
、
こ
れ
を
行
う
能
力
、
す
な
わ
ち
、
具
体
的
な
行
為
に
お
け
る
成
熟
さ
と
違
法
行
為
を
洞
察
す
る
能
力
、
自
己
の

行
為
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
効
果
が
生
じ
る
か
を
予
測
す
る
能
力
、
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
し
た
法
益
主
体
に
よ
る
同
意
意
思
は
、
行
為

者
に
表
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
（
119
）

。
こ
れ
に
よ
り
、
法
益
主
体
が
自
身
に
対
す
る
刑
法
的
保
護
を
放
棄
す
る
こ
と
を
行
為
者
側
が
認
識
す

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
行
為
者
の
結
果
無
価
値
と
行
為
無
価
値
が
欠
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
意
に
お
い
て
未
遂
処
罰
は

不
可
能
で
あ
る
（
120
）

。
同
意
が
な
い
と
行
為
者
が
誤
信
し
た
場
合
、
同
意
意
思
を
法
益
主
体
が
表
示
し
て
い
な
い
以
上
、
行
為
者
は
既
遂
の
刑

事
責
任
を
負
う
。
法
益
主
体
が
行
為
後
に
行
為
者
の
行
為
を
容
認
し
た
と
し
て
も
、
同
様
の
刑
事
責
任
を
負
う
（
121
）

。

第
三
に
、
同
意
が
あ
る
と
行
為
者
が
誤
信
し
た
と
き
、
事
実
の
錯
誤
と
し
て
処
理
さ
れ
る
場
合
と
、
法
律
の
錯
誤
（R

echtsirrtum

）
と

し
て
処
理
さ
れ
る
場
合
と
に
分
か
つ
。
前
者
に
属
す
る
の
は
、
法
的
基
礎
事
実
に
関
す
る
錯
誤
や
消
極
的
構
成
要
件
要
素
に
関
す
る
事
実

の
錯
誤
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
刑
法
五
九
条
が
適
用
さ
れ
故
意
が
阻
却
さ
れ
る
。
例
と
し
て
、
財
物
の
他
人
性
を
基
礎
づ
け
る
事
情
や
、

被
害
者
の
年
齢
お
よ
び
責
任
能
力
と
い
っ
た
人
的
前
提
に
関
す
る
事
情
を
挙
げ
る
（
122
）

。
後
者
の
例
と
し
て
は
、
刑
法
二
一
六
条
が
規
定
す

る
、
要
求
に
基
づ
く
殺
人
罪
に
当
た
る
行
為
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
自
殺
幇
助
と
し
て
許
容
さ
れ
て
い
る
と
行
為
者
が
誤
解

し
た
場
合
や
、
被
害
者
の
処
分
権
や
そ
の
範
囲
お
よ
び
同
意
能
力
に
関
す
る
錯
誤
の
場
合
、
行
為
後
の
同
意
で
も
同
意
は
有
効
で
あ
る
と

）
七
七
（

同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

九
九

行
為
者
が
誤
解
し
た
場
合
、
が
挙
げ
ら
れ
て
い
（
123
）

る
（
124
）

。

第
四
に
、
同
意
は
、
行
為
者
の
偽
計
や
強
制
の
な
い
状
況
で
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
125
）

。

第
五
に
、
違
法
阻
却
的
同
意
は
、
公
序
良
俗
違
反
に
よ
る
規
制
を
受
け
る
（
126
）

。

第
三
節
　
合
意

第
一
款
　
骨
子

ゲ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
合
意
に
お
い
て
は
、
行
為
の
構
成
要
件
該
当
性
そ
れ
自
体
が
阻
却
さ
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
合
意
は
以
下
の

内
容
を
も
つ
（
127
）

。

第
一
に
、
客
観
的
に
み
て
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
行
為
、
あ
る
い
は
、
被
害
者
の
意
思
な
し
に
、
す
な
わ
ち
暴
力
的
行
為
、
ま
た

は
、
被
害
者
の
反
抗
意
思
を
制
圧
し
た
り
す
る
行
為
が
、
構
成
要
件
に
明
示
的
に
規
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
性
質
上
、
構
成
要
件
の
前
提
と

さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
誘
拐
罪
や
窃
盗
罪
、
住
居
侵
入
罪
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
二
に
、
法
益
主
体
が
行
為
を
洞
察
す
る
能
力
は
、
構
成
要
件
の
機
能
に
照
ら
し
、
不
要
で
あ
る
。
実
際
の
事
象
か
ら
暴
力
的
要
素
を

除
去
す
る
た
め
に
は
、
法
益
主
体
の
自
然
的
意
思
（natürlicher W

ille

）
に
よ
る
合
意
が
あ
れ
ば
よ
い
。
偽
計
に
よ
ろ
う
が
強
制
に
よ
ろ

う
が
、
そ
し
て
公
序
良
俗
に
反
し
よ
う
が
、
事
実
的
同
意
は
有
効
で
あ
る
。

第
三
に
、
同
意
に
際
し
て
は
、
そ
れ
を
行
為
者
に
対
し
表
示
す
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
意
思
方
向
説
（W

illensrichtungstheorie

）

が
採
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
四
に
、
法
益
主
体
の
合
意
は
、
行
為
者
に
よ
る
行
為
の
時
点
だ
け
で
な
く
、
行
為
後
も
一
定
限
度
、
許
容
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
行

）
七
七
（
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ら
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に
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は
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の
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や
強
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の
な
い
状
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で
下
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第
五
に
、
違
法
阻
却
的
同
意
は
、
公
序
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俗
違
反
に
よ
る
規
制
を
受
け
る
（
126
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第
三
節
　
合
意

第
一
款
　
骨
子

ゲ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
合
意
に
お
い
て
は
、
行
為
の
構
成
要
件
該
当
性
そ
れ
自
体
が
阻
却
さ
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
合
意
は
以
下
の

内
容
を
も
つ
（
127
）

。

第
一
に
、
客
観
的
に
み
て
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
行
為
、
あ
る
い
は
、
被
害
者
の
意
思
な
し
に
、
す
な
わ
ち
暴
力
的
行
為
、
ま
た

は
、
被
害
者
の
反
抗
意
思
を
制
圧
し
た
り
す
る
行
為
が
、
構
成
要
件
に
明
示
的
に
規
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
性
質
上
、
構
成
要
件
の
前
提
と

さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
誘
拐
罪
や
窃
盗
罪
、
住
居
侵
入
罪
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
二
に
、
法
益
主
体
が
行
為
を
洞
察
す
る
能
力
は
、
構
成
要
件
の
機
能
に
照
ら
し
、
不
要
で
あ
る
。
実
際
の
事
象
か
ら
暴
力
的
要
素
を

除
去
す
る
た
め
に
は
、
法
益
主
体
の
自
然
的
意
思
（natürlicher W

ille

）
に
よ
る
合
意
が
あ
れ
ば
よ
い
。
偽
計
に
よ
ろ
う
が
強
制
に
よ
ろ

う
が
、
そ
し
て
公
序
良
俗
に
反
し
よ
う
が
、
事
実
的
同
意
は
有
効
で
あ
る
。

第
三
に
、
同
意
に
際
し
て
は
、
そ
れ
を
行
為
者
に
対
し
表
示
す
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
意
思
方
向
説
（W

illensrichtungstheorie

）

が
採
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
四
に
、
法
益
主
体
の
合
意
は
、
行
為
者
に
よ
る
行
為
の
時
点
だ
け
で
な
く
、
行
為
後
も
一
定
限
度
、
許
容
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
行

）
七
七
（
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一
〇
〇

為
後
の
同
意
は
刑
法
の
遡
及
効
禁
止
原
則
か
ら
原
則
的
に
許
さ
れ
な
い
（
128
）

。
し
か
し
、
合
意
に
お
い
て
、
行
為
者
は
合
意
を
認
識
す
る
こ
と

は
不
要
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
行
為
後
の
合
意
は
行
為
時
に
お
け
る
法
益
主
体
の
真
意
を
示
す
証
拠
（Indiz

）
と
い
え
る
（
129
）

。
行
為
者
が
処
罰

さ
れ
る
危
険
を
法
益
主
体
に
負
わ
せ
る
べ
き
で
な
い
と
す
れ
ば
、
法
律
的
に
み
て
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
行
為
が
構
成
要
件
と
さ

れ
て
い
る
場
合
に
限
り
、
行
為
後
の
合
意
も
有
効
で
あ
る
（
130
）

。

第
五
に
、
行
為
者
が
、
法
益
主
体
が
合
意
し
て
い
る
の
に
、
こ
れ
に
気
づ
い
て
い
な
い
場
合
、
不
能
犯
の
理
論
に
従
っ
て
解
決
さ
れ
る
。

こ
の
と
き
、
行
為
者
に
は
故
意
が
あ
る
た
め
、
未
遂
犯
と
し
て
行
為
者
の
行
為
は
処
罰
し
う
る
（
131
）

。

第
六
に
、
行
為
者
が
、
法
益
主
体
の
合
意
が
な
い
の
に
、
行
為
時
に
こ
れ
が
存
在
す
る
と
誤
信
し
た
と
き
は
、
事
実
の
錯
誤
と
し
て
故

意
が
阻
却
さ
れ
、
既
遂
お
よ
び
未
遂
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
132
）

。

右
の
よ
う
な
理
論
的
特
色
を
も
つ
合
意
の
理
論
的
基
礎
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ゲ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、

合
意
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
総
論
的
前
提
が
存
在
す
る
。

第
一
に
、
刑
罰
法
規
に
は
二
種
類
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
一・

般
的

・

・

（
傍
点 

筆
者
）
被
害
者
の
意
思
を
考
慮
し
た
刑
罰
法
規
で
あ
る
。
殺
人

や
重
傷
害
が
こ
れ
に
当
た
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
個
々
の

・
・
・

（
傍
点 

筆
者
）
被
害
者
の
意
思
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
（invito laeso

）
が
構
成

要
件
要
素
と
さ
れ
て
い
る
刑
罰
法
規
で
あ
る
（
133
）

。
後
者
は
構
成
要
件
的
に
み
て
類
型
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
立
法
者
が
構
成
要
件
に
格
上
げ

し
た
、
個
々
の
被
害
者
の
意
思
が
侵
害
客
体
と
さ
れ
る
。
後
者
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
否
か
は
、
犯
罪
行
為
を
ど
う
解
釈
す
る
か

に
依
拠
す
る
（
134
）

。

第
二
に
、
個
々
の
被
害
者
の
意
思
が
構
成
要
件
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
か
は
、
法
律
の
構
成
要
件
の
み
を
根
拠
に
す
る
べ
き
で
あ

る
（
135
）

。
個
々
の
被
害
者
の
同
意
に
よ
っ
て
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
と
い
う
要
件
が
欠
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
要
件
該
当
性
が
阻
却
さ

）
八
八
八
（

同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
〇
一

れ
る
こ
と
に
な
る
（
136
）

。
刑
罰
法
規
の
解
釈
論
や
刑
罰
法
規
が
想
定
し
て
い
る
態
様
、
具
体
的
に
は
、
行
為
客
体
や
侵
害
客
体
（
137
）

が
、
問
題
解
決

の
決
め
手
と
な
る
（
138
）

。

第
三
に
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
行
為
に
は
、
被
害
者
に
と
っ
て
は
「
無
理
強
い
要
素
」（G

ew
altelem

ent

）
が
備
わ
っ
て
い
る
（
139
）

。

以
上
を
ふ
ま
え
、
合
意
に
お
け
る
被
害
者
を
次
の
よ
う
に
定
義
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、
構
成
要
件
的
行
為
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
思
が
軽

視
さ
れ
制
圧
さ
れ
た
者
で
あ
る
（
140
）

。

第
二
款
　
刑
罰
法
規
ご
と
の
考
察

合
意
の
基
本
精
神
は
、
刑
罰
法
規
ご
と
の
考
察
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
の
か
。
ゲ
ー
ル
ズ
は
細
か
く
考
察
を
加
え
て
い

る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
誘
拐
罪
、
住
居
侵
入
罪
、
窃
盗
罪
、
詐
欺
罪
、
性
犯
罪
に
つ
い
て
鳥
瞰
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
犯

罪
に
関
し
、
ゲ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
誘
拐
罪
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
明
確
に
構
成
要
件
要
素
と
さ
れ
て
い
る
（
141
）

の

に
対
し
、
そ
れ
以
外
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
行
為
の
性
質
上
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
、
と
し
て

い
る
（
142
）

。
女
性
誘
拐
罪
（
当
時
の
刑
法
二
三
六
条
）
の
構
成
要
件
は
、
姦
淫
あ
る
い
は
結
婚
の
た
め
に
、
偽
計
や
脅
迫
、
暴
行
を
用
い
て
、
女
性
を

そ
の
意
に
反
し
て
誘
拐
す
る
こ
と
で
あ
る
（
143
）

。
こ
の
構
成
要
件
に
は
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
（
144
）

。
こ
の
こ
と

を
、
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
劇
場
俳
優
の
女
性
Ｒ
は
、
そ
の
フ
ァ
ン
の
Ｖ
の
提
案
に
よ
り
、
公
演
終
了
後
、

劇
場
に
お
い
て
Ｖ
が
暴
行
を
用
い
て
Ｒ
を
連
れ
去
る
こ
と
を
計
画
し
実
行
し
た
。
Ｒ
は
、
こ
れ
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
報
道
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
有
名
に
な
り
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
Ｒ
と
Ｖ
は
一
連
の
行
為
に
つ
い
て
予
め
合
意
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
法

）
八
八
八
（
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〇
一

れ
る
こ
と
に
な
る
（
136
）

。
刑
罰
法
規
の
解
釈
論
や
刑
罰
法
規
が
想
定
し
て
い
る
態
様
、
具
体
的
に
は
、
行
為
客
体
や
侵
害
客
体
（
137
）

が
、
問
題
解
決

の
決
め
手
と
な
る
（
138
）

。

第
三
に
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
行
為
に
は
、
被
害
者
に
と
っ
て
は
「
無
理
強
い
要
素
」（G

ew
altelem

ent

）
が
備
わ
っ
て
い
る
（
139
）

。

以
上
を
ふ
ま
え
、
合
意
に
お
け
る
被
害
者
を
次
の
よ
う
に
定
義
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、
構
成
要
件
的
行
為
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
思
が
軽

視
さ
れ
制
圧
さ
れ
た
者
で
あ
る
（
140
）

。

第
二
款
　
刑
罰
法
規
ご
と
の
考
察

合
意
の
基
本
精
神
は
、
刑
罰
法
規
ご
と
の
考
察
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
の
か
。
ゲ
ー
ル
ズ
は
細
か
く
考
察
を
加
え
て
い

る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
誘
拐
罪
、
住
居
侵
入
罪
、
窃
盗
罪
、
詐
欺
罪
、
性
犯
罪
に
つ
い
て
鳥
瞰
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
犯

罪
に
関
し
、
ゲ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
誘
拐
罪
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
明
確
に
構
成
要
件
要
素
と
さ
れ
て
い
る
（
141
）

の

に
対
し
、
そ
れ
以
外
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
行
為
の
性
質
上
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
、
と
し
て

い
る
（
142
）

。
女
性
誘
拐
罪
（
当
時
の
刑
法
二
三
六
条
）
の
構
成
要
件
は
、
姦
淫
あ
る
い
は
結
婚
の
た
め
に
、
偽
計
や
脅
迫
、
暴
行
を
用
い
て
、
女
性
を

そ
の
意
に
反
し
て
誘
拐
す
る
こ
と
で
あ
る
（
143
）

。
こ
の
構
成
要
件
に
は
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
（
144
）

。
こ
の
こ
と

を
、
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
劇
場
俳
優
の
女
性
Ｒ
は
、
そ
の
フ
ァ
ン
の
Ｖ
の
提
案
に
よ
り
、
公
演
終
了
後
、

劇
場
に
お
い
て
Ｖ
が
暴
行
を
用
い
て
Ｒ
を
連
れ
去
る
こ
と
を
計
画
し
実
行
し
た
。
Ｒ
は
、
こ
れ
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
報
道
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
有
名
に
な
り
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
Ｒ
と
Ｖ
は
一
連
の
行
為
に
つ
い
て
予
め
合
意
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
法

）
八
八
八
（
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〇
二

益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
要
件
が
欠
け
る
た
め
、
Ｖ
の
行
為
は
同
罪
の
構
成
要
件
に
、
そ
も
そ
も
該
当
し
な
い
（
145
）

。

未
成
年
未
婚
女
性
誘
拐
罪
（Z

w
angsheirat

）（
当
時
の
刑
法
二
三
七
条
（
146
））

に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
捉
え
る
（
147
）

。
本
罪
に
お
い
て
保
護
さ
れ

て
い
る
の
は
、
未
婚
で
あ
る
未
成
年
の
女
性
の
自
由
で
は
な
く
、
そ
の
親
の
監
護
権
で
あ
る
。
未
婚
の
未
成
年
女
性
が
、
強
姦
あ
る
い
は

結
婚
の
た
め
に
、
誘
拐
に
つ
い
て
同
意
し
た
場
合
、
そ
の
同
意
（m
it ihrem

 W
illen

）
は
、
す
で
に
条
文
上
、
構
成
要
件
要
素
と
し
て
考

慮
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
誘
拐
に
親
が
同
意
し
た
場
合
、
条
文
に
は
違
法
阻
却
的
同
意
の
よ
う
な
文
言
が
使
わ
れ
て
い
る
が
（ohne 

E
inw

illigung

）、
行
為
の
類
型
性
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
は
合
意
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
る
。

住
居
侵
入
罪
（
当
時
の
刑
法
一
二
三
条
一
項
前
段
（
148
））

に
お
け
る
侵
入
（eindringen

）
と
は
、
住
居
な
ど
の
空
間
に
立
ち
入
る
際
に
、
居
住

者
な
ど
の
意
思
が
、
無
視
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
顧
み
ら
れ
な
い
（überw

unden sein

）
こ
と
で
あ
る
。
明
文
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、

侵
入
行
為
の
性
質
か
ら
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
は
、
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
（
149
）

。

窃
盗
罪
（
当
時
の
刑
法
二
四
二
条
一
項
（
150
））

に
お
い
て
は
、
他
者
の
財
物
を
不
法
領
得
の
意
思
を
も
っ
て
窃
取
す
る
こ
と
（W

egnahm
e

）
が

構
成
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
窃
取
と
は
、
占
有
（G

ew
ahrsam

）
を
侵
奪
す
る
行
為
で
あ
る
。
窃
盗
罪
は
占
有
と
所
有
権
を
保
護
し
て
い

る
た
め
、
占
有
者
と
所
有
権
者
の
同
意
が
必
要
と
も
考
え
う
る
。
し
か
し
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
と
い
う
、
無
理
強
い
的
要
素
は
、

行
為
者
の
占
有
侵
奪
行
為
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
占
有
者
が
侵
奪
行
為
に
同
意
し
た
と
き
は
、
窃
盗
罪
の
構
成
要
件

が
欠
け
る
こ
と
に
な
る
。
所
有
権
の
同
意
（E

inw
illigung

）
が
問
題
と
な
る
の
は
横
領
罪
で
あ
る
。
委
託
信
任
関
係
に
基
づ
き
自
己
の
所

有
に
か
か
る
財
物
を
相
手
に
預
か
っ
て
も
ら
い
、
こ
の
財
物
を
相
手
が
処
分
し
た
場
合
、
所
有
権
者
の
同
意
が
あ
れ
ば
、
占
有
者
に
よ
る

横
領
罪
の
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
る
（
151
）

。

詐
欺
罪
に
つ
い
て
は
、
法
益
主
体
の
不
同
意
を
前
提
と
す
る
犯
罪
で
は
な
い
と
す
る
。
法
益
主
体
が
欺
罔
行
為
を
認
識
し
た
と
き
に
は
、

）
八
八
八
（

同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
〇
三

錯
誤
や
偽
計
の
要
件
を
欠
く
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
の
み
を
理
由
に
構
成
要
件
該
当
性
が
阻
却
さ
れ
る
。
な
お
、
欺
罔
に
よ
っ
て
合
意
を
得

る
場
合
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
行
為
に
お
い
て
、
ど
の
程
度
、
無
理
強
い
の
要
素
を
含
み
う
る
か
。
ゲ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
152
）

。

性
犯
罪
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
捉
え
る
（
153
）

。
一
四
歳
未
満
の
者
に
対
し
淫
行
を
行
う
罪
（
当
時
の
刑
法
一
七
六
条
一
項
三
号
（
154
））

や
欺
罔
や

錯
誤
に
基
づ
く
性
犯
罪
（
当
時
の
刑
法
一
七
九
条
（
155
））

に
お
い
て
は
、
行
為
者
の
誘
惑
（V

erleiten

）
が
手
段
と
さ
れ
て
い
る
。
後
者
に
つ
い

て
は
詐
欺
罪
と
同
様
、
無
理
強
い
要
素
で
あ
る
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
は
重
要
で
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
前
者
に
お
い
て
は
、

淫
行
を
行
う
傾
向
の
な
い
子
ど
も
に
対
し
無
理
や
り
に
性
行
為
を
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
の
行
為
に
よ
る
影
響
を
受
け
ず
、
自

由
に
、
子
ど
も
が
性
行
為
に
応
じ
た
と
き
に
は
、
合
意
は
存
在
す
る
（
156
）

。

第
四
節
　
偽
計
や
強
制
に
基
づ
く
同
意

第
一
款
　
同
意
の
場
合

欺
罔
行
為
に
よ
っ
て
被
害
者
の
同
意
を
得
た
と
き
は
、
そ
の
同
意
は
無
効
で
あ
る
。
法
に
と
っ
て
、
被
害
者
の
真
意
が
決
定
的
に
重
要

だ
か
ら
で
あ
る
。
同
意
者
の
意
思
が
、
他
者
に
よ
る
許
さ
れ
な
い
方
法
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
た
と
き
は
、
公
共
の
安
全
の
観
点
か
ら
、

こ
れ
を
刑
法
的
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
157
）

。

も
っ
と
も
、
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
欺
罔
に
よ
る
同
意
は
す
べ
て
無
効
と
な
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
（
158
）

の
次
の
よ
う
な
判

断
に
、
ゲ
ー
ル
ズ
は
賛
同
す
る
（
159
）

。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
同
意
は
被
害
者
の
真
意
と
い
え
る
か
否
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者
の
意

思
決
定
は
そ
の
人
の
日
常
の
生
活
観
念
（V

orstellung

）
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
判
断
さ
れ
る
。
第
二
に
、
動
機
の
錯
誤
や
考
え
の
不
当
さ
は
、

）
八
八
八
（



同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
〇
三

錯
誤
や
偽
計
の
要
件
を
欠
く
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
の
み
を
理
由
に
構
成
要
件
該
当
性
が
阻
却
さ
れ
る
。
な
お
、
欺
罔
に
よ
っ
て
合
意
を
得

る
場
合
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
行
為
に
お
い
て
、
ど
の
程
度
、
無
理
強
い
の
要
素
を
含
み
う
る
か
。
ゲ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
152
）

。

性
犯
罪
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
捉
え
る
（
153
）

。
一
四
歳
未
満
の
者
に
対
し
淫
行
を
行
う
罪
（
当
時
の
刑
法
一
七
六
条
一
項
三
号
（
154
））

や
欺
罔
や

錯
誤
に
基
づ
く
性
犯
罪
（
当
時
の
刑
法
一
七
九
条
（
155
））

に
お
い
て
は
、
行
為
者
の
誘
惑
（V

erleiten

）
が
手
段
と
さ
れ
て
い
る
。
後
者
に
つ
い

て
は
詐
欺
罪
と
同
様
、
無
理
強
い
要
素
で
あ
る
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
は
重
要
で
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
前
者
に
お
い
て
は
、

淫
行
を
行
う
傾
向
の
な
い
子
ど
も
に
対
し
無
理
や
り
に
性
行
為
を
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
の
行
為
に
よ
る
影
響
を
受
け
ず
、
自

由
に
、
子
ど
も
が
性
行
為
に
応
じ
た
と
き
に
は
、
合
意
は
存
在
す
る
（
156
）

。

第
四
節
　
偽
計
や
強
制
に
基
づ
く
同
意

第
一
款
　
同
意
の
場
合

欺
罔
行
為
に
よ
っ
て
被
害
者
の
同
意
を
得
た
と
き
は
、
そ
の
同
意
は
無
効
で
あ
る
。
法
に
と
っ
て
、
被
害
者
の
真
意
が
決
定
的
に
重
要

だ
か
ら
で
あ
る
。
同
意
者
の
意
思
が
、
他
者
に
よ
る
許
さ
れ
な
い
方
法
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
た
と
き
は
、
公
共
の
安
全
の
観
点
か
ら
、

こ
れ
を
刑
法
的
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
157
）

。

も
っ
と
も
、
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
欺
罔
に
よ
る
同
意
は
す
べ
て
無
効
と
な
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
（
158
）

の
次
の
よ
う
な
判

断
に
、
ゲ
ー
ル
ズ
は
賛
同
す
る
（
159
）

。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
同
意
は
被
害
者
の
真
意
と
い
え
る
か
否
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者
の
意

思
決
定
は
そ
の
人
の
日
常
の
生
活
観
念
（V

orstellung

）
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
判
断
さ
れ
る
。
第
二
に
、
動
機
の
錯
誤
や
考
え
の
不
当
さ
は
、

）
八
八
八
（



日
本
法
学

　第
九
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
二
五
年
六
月
）

一
〇
四

同
意
の
客
体
と
は
関
係
が
な
い
と
き
に
限
り
、
考
慮
さ
れ
な
い
（
160
）

。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
つ
い
て
は
、
行

為
者
に
よ
る
法
益
主
体
へ
の
意
思
侵
害
と
法
益
主
体
の
意
思
決
定
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
場
合
に
、
同
意
は
無
効
で
あ
る
（
161
）

と
す
る
。

強
制
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
同
意
に
つ
い
て
も
、
欺
罔
の
場
合
と
同
様
に
、
被
害
者
の
真
意
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
一
般
的
な
生
活

観
か
ら
し
て
（nach der natürlichen L

ebensanschauung

）、
も
は
や
被
害
者
の
真
意
で
あ
る
と
は
言
い
得
な
い
ほ
ど
に
、
同
意
が
強
制
の

影
響
を
受
け
て
い
る
な
ら
ば
、
同
意
は
無
効
で
あ
る
。
自
由
な
意
思
に
（freiw

illig

）
基
づ
い
て
し
た
同
意
に
限
り
、
そ
の
同
意
は
真
意

に
基
づ
く
同
意
で
あ
る
（
162
）

。

次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
る
（
163
）

。
農
夫
Ｌ
の
家
に
は
美
し
い
生
け
垣
が
あ
っ
た
が
、
隣
人
の
Ｎ
は
、
こ
の
生
け
垣
の
お
か
げ
で
空
が
遮
ら
れ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
生
け
垣
は
伐
採
す
べ
き
だ
と
Ｌ
に
対
し
怒
り
を
ぶ
つ
け
た
。
し
か
し
、
Ｌ
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
た
め
、
な
ら
ば

Ｎ
が
伐
採
す
る
旨
を
伝
え
た
。
Ｌ
が
こ
れ
に
抵
抗
し
た
と
き
、
Ｎ
は
自
ら
知
っ
て
い
る
Ｌ
の
犯
罪
を
告
発
す
る
と
脅
し
た
。
Ｌ
は
こ
れ
に

対
し
、
な
す
術
が
な
い
た
め
、
Ｎ
が
伐
採
す
る
の
を
黙
認
し
た
。
Ｌ
は
Ｎ
を
器
物
損
壊
罪
で
告
訴
し
た
。
Ｌ
の
意
思
は
、
Ｎ
に
よ
る
脅
迫

の
影
響
を
受
け
て
い
る
た
め
、
真
意
で
は
な
い
し
、
何
に
も
影
響
さ
れ
な
い
意
思
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
（
164
）

。

第
二
款
　
合
意
の
場
合

欺
罔
に
基
づ
く
合
意
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
挙
げ
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

第
一
に
、
住
居
侵
入
罪
に
つ
い
て
、
次
の
事
例
を
挙
げ
る
。
現
金
が
不
足
し
て
い
た
Ｘ
は
、
警
察
官
を
装
っ
て
家
宅
捜
索
す
る
と
偽
り
、

金
持
ち
で
あ
る
Ｙ
の
家
へ
侵
入
し
窃
盗
を
す
る
こ
と
が
可
能
か
予
め
確
か
め
よ
う
と
し
た
。
Ｘ
が
刑
事
で
あ
る
こ
と
を
名
乗
る
と
、
Ｙ
は

Ｘ
を
自
宅
に
招
き
入
れ
た
。
し
か
し
、
Ｘ
は
偽
造
の
警
察
官
証
を
示
し
た
も
の
の
捜
索
令
状
を
示
せ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｙ
は
Ｘ
を
追

）
八
八
八
（

同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
〇
五

い
出
し
、
Ｘ
は
そ
の
場
か
ら
急
い
で
逃
げ
た
（
165
）

。

ゲ
ー
ル
ズ
は
、
以
下
の
理
由
か
ら
、
欺
罔
に
基
づ
く
住
居
へ
の
立
ち
入
り
は
「
侵
入
」
に
当
た
ら
な
い
と
す
る
。
①
「
侵
入
」
に
当
た

る
と
す
る
見
解
は
、
法
益
主
体
の
推
定
的
同
意
（verm

uteter W
ille （

166
））

を
問
題
に
し
て
い
る
が
、
法
益
主
体
の
意
思
が
明
示
さ
れ
て
い
る

と
き
は
、
推
定
的
意
思
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
（
167
）

。
②
法
的
に
重
要
な
意
思
行
為
で
あ
る
同
意
と
は
異
な
り
、
合
意
は
構
成
要
件
状
況

（T
atbestandssituation

）
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
た
ん
に
事
実
的
状
況
が
問
題
に
な
る
に
過
ぎ
な
い
（
168
）

。
③
Ｘ
の
欺
罔
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

Ｙ
は
立
ち
入
り
自
体
に
は
合
意
し
て
お
り
、
Ｙ
の
意
思
が
無
視
さ
れ
た
り
顧
慮
さ
れ
な
か
っ
た
り
し
た
と
は
い
え
な
い
。「
無
理
強
い
要

素
」
は
、
欺
罔
行
為
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
169
）

。

第
二
に
、
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
（
当
時
の
刑
法
二
六
三
条
一
項
（
170
））

の
区
別
に
つ
い
て
で
あ
る
。
刑
事
を
偽
る
Ｘ
が
Ｙ
の
財
物
を
差
し
押
さ
え
、

押
収
し
た
、
と
い
う
事
例
を
挙
げ
る
。
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
次
の
理
由
か
ら
、
ま
ず
窃
盗
罪
の
成
立
を
否
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
占
有
者
で
あ

る
Ｙ
が
事
実
的
に
合
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｘ
の
行
為
に
は
、
窃
盗
に
お
け
る
直
接
的
な
占
有
侵
奪
行
為
に
論
理
必
然
的
な
「
無
理
強

い
要
素
」
を
欠
く
た
め
、
窃
盗
罪
は
成
立
し
な
い
（
171
）

。

た
だ
し
Ｙ
の
財
産
処
分
権
は
侵
害
さ
れ
う
る
（
172
）

こ
と
か
ら
、
次
の
観
点
か
ら
、
詐
欺
罪
は
検
討
さ
れ
る
（
173
）

。
①
Ｙ
が
Ｘ
を
信
じ
て
自
己
の
財

物
を
手
渡
し
た
な
ら
ば
、
Ｘ
に
は
、
窃
盗
罪
は
成
立
し
な
い
が
、
詐
欺
罪
が
成
立
す
る
（
174
）

。
②
詐
欺
罪
の
故
意
を
も
っ
て
行
為
者
が
実
行
行

為
に
出
た
が
、
客
観
的
に
は
占
有
侵
奪
の
結
果
が
生
じ
た
と
き
は
、
窃
盗
罪
の
責
任
は
問
え
な
い
が
、
詐
欺
未
遂
罪
の
責
任
は
問
い
う

る
（
175
）

。右
の
検
討
を
通
じ
て
、
ゲ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
合
意
に
お
い
て
、
行
為
者
の
偽
計
行
為
は
法
益
主
体
の
意
思
方
向
の
み
が
問
題
と
な
る

に
す
ぎ
な
い
た
め
重
要
で
な
く
、
た
だ
、
詐
欺
罪
が
特
別
に
犯
罪
化
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
無
理
強
い
要
素
」
は
、

）
八
八
八
（



同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
〇
五

い
出
し
、
Ｘ
は
そ
の
場
か
ら
急
い
で
逃
げ
た
（
165
）

。

ゲ
ー
ル
ズ
は
、
以
下
の
理
由
か
ら
、
欺
罔
に
基
づ
く
住
居
へ
の
立
ち
入
り
は
「
侵
入
」
に
当
た
ら
な
い
と
す
る
。
①
「
侵
入
」
に
当
た

る
と
す
る
見
解
は
、
法
益
主
体
の
推
定
的
同
意
（verm

uteter W
ille （

166
））

を
問
題
に
し
て
い
る
が
、
法
益
主
体
の
意
思
が
明
示
さ
れ
て
い
る

と
き
は
、
推
定
的
意
思
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
（
167
）

。
②
法
的
に
重
要
な
意
思
行
為
で
あ
る
同
意
と
は
異
な
り
、
合
意
は
構
成
要
件
状
況

（T
atbestandssituation

）
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
た
ん
に
事
実
的
状
況
が
問
題
に
な
る
に
過
ぎ
な
い
（
168
）

。
③
Ｘ
の
欺
罔
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

Ｙ
は
立
ち
入
り
自
体
に
は
合
意
し
て
お
り
、
Ｙ
の
意
思
が
無
視
さ
れ
た
り
顧
慮
さ
れ
な
か
っ
た
り
し
た
と
は
い
え
な
い
。「
無
理
強
い
要

素
」
は
、
欺
罔
行
為
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
169
）

。

第
二
に
、
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
（
当
時
の
刑
法
二
六
三
条
一
項
（
170
））

の
区
別
に
つ
い
て
で
あ
る
。
刑
事
を
偽
る
Ｘ
が
Ｙ
の
財
物
を
差
し
押
さ
え
、

押
収
し
た
、
と
い
う
事
例
を
挙
げ
る
。
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
次
の
理
由
か
ら
、
ま
ず
窃
盗
罪
の
成
立
を
否
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
占
有
者
で
あ

る
Ｙ
が
事
実
的
に
合
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｘ
の
行
為
に
は
、
窃
盗
に
お
け
る
直
接
的
な
占
有
侵
奪
行
為
に
論
理
必
然
的
な
「
無
理
強

い
要
素
」
を
欠
く
た
め
、
窃
盗
罪
は
成
立
し
な
い
（
171
）

。

た
だ
し
Ｙ
の
財
産
処
分
権
は
侵
害
さ
れ
う
る
（
172
）

こ
と
か
ら
、
次
の
観
点
か
ら
、
詐
欺
罪
は
検
討
さ
れ
る
（
173
）

。
①
Ｙ
が
Ｘ
を
信
じ
て
自
己
の
財

物
を
手
渡
し
た
な
ら
ば
、
Ｘ
に
は
、
窃
盗
罪
は
成
立
し
な
い
が
、
詐
欺
罪
が
成
立
す
る
（
174
）

。
②
詐
欺
罪
の
故
意
を
も
っ
て
行
為
者
が
実
行
行

為
に
出
た
が
、
客
観
的
に
は
占
有
侵
奪
の
結
果
が
生
じ
た
と
き
は
、
窃
盗
罪
の
責
任
は
問
え
な
い
が
、
詐
欺
未
遂
罪
の
責
任
は
問
い
う

る
（
175
）

。右
の
検
討
を
通
じ
て
、
ゲ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
合
意
に
お
い
て
、
行
為
者
の
偽
計
行
為
は
法
益
主
体
の
意
思
方
向
の
み
が
問
題
と
な
る

に
す
ぎ
な
い
た
め
重
要
で
な
く
、
た
だ
、
詐
欺
罪
が
特
別
に
犯
罪
化
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
無
理
強
い
要
素
」
は
、

）
八
八
八
（



日
本
法
学

　第
九
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
二
五
年
六
月
）

一
〇
六

欺
罔
行
為
と
同
価
値
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
（
176
）

。

第
三
に
、
意
思
の
自
由
を
直
接
侵
害
す
る
罪
に
関
し
て
も
、
以
下
の
例
を
挙
げ
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
は
有
効
で
あ
る
と
す
る
。
結
婚

す
る
ま
で
は
性
交
を
し
な
い
と
考
え
て
い
る
一
九
歳
の
Ｆ
に
対
し
て
、
Ｍ
が
Ｆ
と
結
婚
す
る
と
欺
き
、
Ｆ
と
性
交
を
し
た
が
、
じ
つ
は
Ｍ

は
す
で
に
他
の
女
性
と
婚
約
済
み
で
あ
り
、
Ｆ
と
結
婚
す
る
意
思
が
な
か
っ
た
。
こ
の
事
例
に
つ
い
て
、
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
欺
罔
行
為
が

あ
っ
た
と
し
て
も
Ｆ
は
性
交
に
同
意
し
て
お
り
、
欺
罔
行
為
を
無
理
強
い
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
強
姦

罪
（
当
時
の
一
七
七
条
（
177
））

の
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
す
る
（
178
）

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
Ｆ
が
自
己
の
身
体
に
対
す
る
危
険
を
感
じ
て
い
た
と

し
て
も
、
Ｍ
の
強
姦
行
為
は
Ｆ
の
意
思
に
反
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
と
き
、
Ｍ
は
強
姦
罪
の
不
能
未
遂
の
責
任
が
問
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
規
定
が
な
い
た
め
、
こ
れ
を
処
罰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
179
）

。

第
四
に
、
恐
喝
罪
（
当
時
の
刑
法
二
五
三
条
一
項
（
180
））

に
つ
い
て
、
次
の
事
例
を
挙
げ
る
。
商
人
Ｋ
は
、
利
益
に
な
る
と
欺
い
て
、
取
引
仲

間
の
Ｇ
と
取
引
契
約
を
結
ん
だ
が
、
そ
の
目
的
は
損
害
を
Ｇ
に
転
嫁
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
契
約
の
締
結
後
、
Ｋ
は
、
過
去
に
Ｇ
に
よ
っ

て
犯
さ
れ
た
不
正
な
企
み
を
公
表
す
る
と
Ｇ
を
脅
し
た
。
し
か
し
、
Ｇ
は
損
害
を
被
る
と
し
て
も
、
な
お
利
益
を
得
る
た
め
に
こ
の
契
約

を
維
持
し
た
。
そ
の
結
果
、
Ｇ
は
損
害
を
被
っ
た
（
181
）

。
ゲ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
Ｋ
に
よ
る
脅
迫
に
対
す
る
Ｇ
の
合
意
は
有
効
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
Ｋ
に
は
恐
喝
罪
は
成
立
し
な
い
（
182
）

。

つ
ぎ
に
、
強
制
に
基
づ
く
合
意
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

住
居
侵
入
罪
に
関
わ
る
次
の
よ
う
な
事
例
を
挙
げ
る
（
183
）

。
夫
Ｅ
は
別
居
し
て
い
る
妻
Ｆ
に
対
し
て
、
腹
を
割
っ
て
話
す
こ
と
を
提
案
し

た
。
し
か
し
、
Ｆ
は
、
こ
れ
を
拒
否
し
、
住
居
へ
Ｅ
が
立
ち
入
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｅ
が
知
る
Ｆ
が
し
た
過
去
の
犯
罪

行
為
を
告
訴
す
る
と
Ｆ
を
脅
し
た
と
こ
ろ
、
不
安
に
か
ら
れ
、
よ
り
ま
し
と
考
え
て
、
Ｆ
は
Ｅ
を
住
居
に
立
ち
入
る
こ
と
を
認
め
た
。

）
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八
（
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こ
の
事
例
に
つ
い
て
、
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
以
下
の
理
由
か
ら
、
Ｅ
に
住
居
侵
入
罪
は
成
立
し
な
い
（
184
）

と
す
る
。
Ｅ
の
脅
迫
行
為
は
、
構
成
要

件
該
当
行
為
で
は
な
い
し
、
時
間
的
か
つ
論
理
的
に
も
構
成
要
件
該
当
行
為
に
先
ん
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
構
成
要
件
が
要
求
し
て

い
る
侵
入
行
為
に
は
当
た
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
Ｆ
の
合
意
は
有
効
で
あ
る
。
構
成
要
件
該
当
行
為
で
あ
る
侵
入
行
為
が
な
さ
れ
る
前
の

段
階
に
お
い
て
、
Ｅ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
脅
迫
の
影
響
は
Ｆ
に
と
っ
て
間
接
的
で
あ
り
、
自
ら
住
居
の
立
ち
入
り
を
認
め
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
た
だ
し
、
Ｅ
の
行
為
は
強
要
罪
に
当
た
る
（
185
）

。

こ
れ
を
ふ
ま
え
、
強
制
に
基
づ
く
合
意
に
関
し
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。
強
制
に
基
づ
く
合
意
は
、
実
行
行
為
の
開
始
前
に
な
さ
れ

る
こ
と
を
要
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
無
効
で
あ
る
（
186
）

と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
外
が
あ
る
。
構
成
要
件
該
当
行
為
か
ら
結
果
発
生
ま

で
の
間
に
、
法
益
主
体
が
、
強
制
と
は
関
係
な
く
（
187
）

、
完
全
に
自
由
な
意
思
に
よ
っ
て
合
意
を
形
成
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
有
効
と
評
価
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
188
）

。
強
姦
罪
に
つ
い
て
も
、
相
手
の
暴
行
や
脅
迫
を
被
害
者
が
全
体
的
に
認
容
し
た
と
き
は
、
合
意
は
有
効
で
あ
る
（
189
）

。

第
四
章
　
二
分
説
に
対
す
る
批
判
的
検
討

第
一
節
　
わ
が
国
の
学
説
状
況

二
分
説
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
学
説
状
況
を
鳥
瞰
し
た
。
二
分
説
を
理
論
的
に
支
え
る
論
拠
は
、
ま
と
め
る
と
、
次
の
五
点
に
集
約
さ
れ

る
。第

一
に
、
構
成
要
件
と
違
法
性
を
峻
別
す
る
三
分
的
な
犯
罪
論
体
系
を
前
提
に
据
え
る
。

第
二
に
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
に
あ
た
る
の
は
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
、
明
文
上
あ
る
い
は
解
釈
論
上
、
構
成
要
件

）
八
八
七
（
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こ
の
事
例
に
つ
い
て
、
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
以
下
の
理
由
か
ら
、
Ｅ
に
住
居
侵
入
罪
は
成
立
し
な
い
（
184
）

と
す
る
。
Ｅ
の
脅
迫
行
為
は
、
構
成
要

件
該
当
行
為
で
は
な
い
し
、
時
間
的
か
つ
論
理
的
に
も
構
成
要
件
該
当
行
為
に
先
ん
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
構
成
要
件
が
要
求
し
て

い
る
侵
入
行
為
に
は
当
た
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
Ｆ
の
合
意
は
有
効
で
あ
る
。
構
成
要
件
該
当
行
為
で
あ
る
侵
入
行
為
が
な
さ
れ
る
前
の

段
階
に
お
い
て
、
Ｅ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
脅
迫
の
影
響
は
Ｆ
に
と
っ
て
間
接
的
で
あ
り
、
自
ら
住
居
の
立
ち
入
り
を
認
め
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
た
だ
し
、
Ｅ
の
行
為
は
強
要
罪
に
当
た
る
（
185
）

。

こ
れ
を
ふ
ま
え
、
強
制
に
基
づ
く
合
意
に
関
し
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。
強
制
に
基
づ
く
合
意
は
、
実
行
行
為
の
開
始
前
に
な
さ
れ

る
こ
と
を
要
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
無
効
で
あ
る
（
186
）

と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
外
が
あ
る
。
構
成
要
件
該
当
行
為
か
ら
結
果
発
生
ま

で
の
間
に
、
法
益
主
体
が
、
強
制
と
は
関
係
な
く
（
187
）

、
完
全
に
自
由
な
意
思
に
よ
っ
て
合
意
を
形
成
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
有
効
と
評
価
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
188
）

。
強
姦
罪
に
つ
い
て
も
、
相
手
の
暴
行
や
脅
迫
を
被
害
者
が
全
体
的
に
認
容
し
た
と
き
は
、
合
意
は
有
効
で
あ
る
（
189
）

。
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章
　
二
分
説
に
対
す
る
批
判
的
検
討

第
一
節
　
わ
が
国
の
学
説
状
況

二
分
説
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
学
説
状
況
を
鳥
瞰
し
た
。
二
分
説
を
理
論
的
に
支
え
る
論
拠
は
、
ま
と
め
る
と
、
次
の
五
点
に
集
約
さ
れ

る
。第

一
に
、
構
成
要
件
と
違
法
性
を
峻
別
す
る
三
分
的
な
犯
罪
論
体
系
を
前
提
に
据
え
る
。

第
二
に
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
に
あ
た
る
の
は
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
、
明
文
上
あ
る
い
は
解
釈
論
上
、
構
成
要
件

）
八
八
七
（
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要
素
と
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

第
三
に
、
違
法
阻
却
的
同
意
に
あ
た
る
の
は
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
、
明
文
上
あ
る
い
は
解
釈
論
上
、
構
成
要
件
要
素

と
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
。

第
四
に
、
法
益
主
体
の
同
意
能
力
に
つ
い
て
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
要
せ
ず
事
実
的
意
思
で
足
り
る
の
に
対

し
、
違
法
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
要
す
る
。

第
五
に
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
の
効
力
に
関
し
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
は
有
効
と
す
る
一
方
、
違
法
阻
却
的
同
意
に
お
い

て
は
無
効
と
す
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
、
わ
が
国
の
同
意
論
を
め
ぐ
る
学
説
状
況
を
み
る
と
、
同
意
は
原
則
的
に
構
成
要
件
該
当
性
阻
却
の
問
題
で
あ
る
と
の

見
解
が
有
力
化
し
て
い
る
（
190
）

が
、
い
ま
も
な
お
同
意
二
分
説
的
な
思
考
が
広
く
受
容
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
大
別
し
て
二
つ

の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
て
い
る
（
191
）

。

一
つ
は
、
ゲ
ー
ル
ズ
を
中
心
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
二
分
説
を
受
容
す
る
見
解
、
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
同
意
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
法
的
効

果
を
与
え
る
見
解
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
ゲ
ー
ル
ズ
の
二
分
説
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
同
意
を
三
分
す
る
こ
と
を
試
み
る
佐
藤

陽
子
の
見
解
で
あ
る
。
佐
藤
は
、
同
意
を
、
①
行
為
態
様
に
か
か
る
合
意
、
②
法
益
侵
害
性
に
係
る
合
意
、
③
同
意
、
に
分
け
る
（
192
）

。
そ
の

基
準
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
①
は
、「
当
該
構
成
要
件
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
（
主
に
行
為
態
様
と
の
関
係
で
）
特
別
な
形
に
お
け
る
被

害
者
の
意
思
侵
害
に
関
係
し
て
い
る
と
き
に
、
そ
の
特
別
な
形
に
お
け
る
意
思
侵
害
を
排
除
す
る
承
諾
で
あ
る
」
と
す
る
。
②
は
、「
当

該
構
成
要
件
の
保
護
法
益
が
被
害
者
の
当
該
財
に
関
す
る
自
律
的
な
処
分
権
で
あ
る
と
き
に
、
被
害
者
の
自
律
的
な
処
分
（
承
諾
）
ゆ
え

に
、
当
該
財
の
侵
害
が
法
益
侵
害
と
み
な
さ
れ
な
く
な
る
承
諾
で
あ
る
」
と
す
る
。
③
は
、「
当
該
構
成
要
件
の
保
護
法
益
が
被
害
者
の

）
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自
律
的
な
処
分
権
と
は
別
に
存
在
し
て
い
る
と
き
に
、
構
成
要
件
を
充
足
し
た
行
為
の
違
法
性
を
被
害
者
の
自
己
決
定
の
助
力
で
も
っ
て

減
少
（
あ
る
い
は
阻
却
）
さ
せ
る
承
諾
で
あ
る
」
と
す
る
。
犯
罪
論
体
系
に
お
い
て
は
、
①
と
②
は
構
成
要
件
に
、
③
は
違
法
性
に
属
す

る
。
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
つ
い
て
は
、
①
は
有
効
と
し
、
②
と
③
を
無
効
と
す
る
方
向
で
論
ず
る
（
193
）

。

も
う
一
つ
は
、
同
意
を
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
と
違
法
阻
却
的
同
意
に
分
か
ち
つ
つ
も
、
両
同
意
の
有
効
要
件
を
統
一
的
に
把
握
す
る

こ
と
に
重
点
を
お
く
見
解
で
あ
る
（
194
）

。
も
っ
と
も
、
こ
の
見
解
に
お
い
て
も
、
二
つ
の
同
意
を
い
か
に
区
別
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
次

の
二
つ
の
点
に
お
い
て
、
見
解
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。

ま
ず
、
犯
罪
論
体
系
、
と
り
わ
け
構
成
要
件
と
違
法
性
の
機
能
と
関
係
を
、
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
べ
き
か
で
あ
る
。
法
益
関
係
的
錯

誤
説
に
立
脚
す
る
浅
田
和
茂
（
195
）

は
、
価
値
中
立
的
な
結
果
無
価
値
的
構
成
要
件
論
を
と
る
一
方
、
法
益
侵
害
の
存
否
は
違
法
性
の
段
階
に
お

い
て
判
断
す
る
、
犯
罪
論
体
系
を
支
持
す
る
（
196
）

。
そ
の
上
で
、
同
意
を
二
つ
に
分
け
る
決
め
手
は
、「
条
文
の
解
釈
」
で
あ
る
と
す
る
。
条

文
解
釈
に
よ
っ
て
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
構
成
要
件
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
、
と
に
分
け
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
、
前
者
は
構
成
要
件
該
当
性
を
阻
却
す
る
合
意
、
後
者
は
違
法
性
を
阻
却
す
る
同
意
、
で
あ
る
と
す
る
（
197
）

。
も
っ
と
も
両

同
意
の
有
効
要
件
を
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
理
由
が
な
い
と
す
る
（
198
）

。

次
に
、
保
護
法
益
の
内
実
を
い
か
に
解
す
べ
き
か
で
あ
る
。
結
論
的
に
は
、
同
意
の
有
効
要
件
に
よ
っ
て
問
題
が
解
決
さ
れ
る
た
め
、

実
益
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
疑
問
が
生
じ
る
。
自
由
と
い
う
法
益
に
関
し
、
法
益
主
体
が
そ
の
処
分
に
同
意
す
る

な
ら
ば
、
構
成
要
件
該
当
性
そ
れ
自
体
が
阻
却
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
（
199
）

。
し
か
し
、
例
え
ば
、
欺
罔
に
基
づ
く
監
禁
や
住
居
侵
入
を
例
に
挙

げ
る
と
、
そ
の
同
意
が
無
効
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
被

害
者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
と
は
何
か
が
、
法
益
の
内
実
を
い
か
に
解
す
る
か
と
い
う
問
題
と
結
び
つ
い
て
、
さ
ら
に
問
わ
れ
う
る
。

）
八
八
七
（



同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
〇
九

自
律
的
な
処
分
権
と
は
別
に
存
在
し
て
い
る
と
き
に
、
構
成
要
件
を
充
足
し
た
行
為
の
違
法
性
を
被
害
者
の
自
己
決
定
の
助
力
で
も
っ
て

減
少
（
あ
る
い
は
阻
却
）
さ
せ
る
承
諾
で
あ
る
」
と
す
る
。
犯
罪
論
体
系
に
お
い
て
は
、
①
と
②
は
構
成
要
件
に
、
③
は
違
法
性
に
属
す

る
。
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
つ
い
て
は
、
①
は
有
効
と
し
、
②
と
③
を
無
効
と
す
る
方
向
で
論
ず
る
（
193
）

。

も
う
一
つ
は
、
同
意
を
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
と
違
法
阻
却
的
同
意
に
分
か
ち
つ
つ
も
、
両
同
意
の
有
効
要
件
を
統
一
的
に
把
握
す
る

こ
と
に
重
点
を
お
く
見
解
で
あ
る
（
194
）

。
も
っ
と
も
、
こ
の
見
解
に
お
い
て
も
、
二
つ
の
同
意
を
い
か
に
区
別
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
次

の
二
つ
の
点
に
お
い
て
、
見
解
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。

ま
ず
、
犯
罪
論
体
系
、
と
り
わ
け
構
成
要
件
と
違
法
性
の
機
能
と
関
係
を
、
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
べ
き
か
で
あ
る
。
法
益
関
係
的
錯

誤
説
に
立
脚
す
る
浅
田
和
茂
（
195
）

は
、
価
値
中
立
的
な
結
果
無
価
値
的
構
成
要
件
論
を
と
る
一
方
、
法
益
侵
害
の
存
否
は
違
法
性
の
段
階
に
お

い
て
判
断
す
る
、
犯
罪
論
体
系
を
支
持
す
る
（
196
）

。
そ
の
上
で
、
同
意
を
二
つ
に
分
け
る
決
め
手
は
、「
条
文
の
解
釈
」
で
あ
る
と
す
る
。
条

文
解
釈
に
よ
っ
て
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
構
成
要
件
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
、
と
に
分
け
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
、
前
者
は
構
成
要
件
該
当
性
を
阻
却
す
る
合
意
、
後
者
は
違
法
性
を
阻
却
す
る
同
意
、
で
あ
る
と
す
る
（
197
）

。
も
っ
と
も
両

同
意
の
有
効
要
件
を
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
理
由
が
な
い
と
す
る
（
198
）

。

次
に
、
保
護
法
益
の
内
実
を
い
か
に
解
す
べ
き
か
で
あ
る
。
結
論
的
に
は
、
同
意
の
有
効
要
件
に
よ
っ
て
問
題
が
解
決
さ
れ
る
た
め
、

実
益
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
疑
問
が
生
じ
る
。
自
由
と
い
う
法
益
に
関
し
、
法
益
主
体
が
そ
の
処
分
に
同
意
す
る

な
ら
ば
、
構
成
要
件
該
当
性
そ
れ
自
体
が
阻
却
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
（
199
）

。
し
か
し
、
例
え
ば
、
欺
罔
に
基
づ
く
監
禁
や
住
居
侵
入
を
例
に
挙

げ
る
と
、
そ
の
同
意
が
無
効
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
被

害
者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
と
は
何
か
が
、
法
益
の
内
実
を
い
か
に
解
す
る
か
と
い
う
問
題
と
結
び
つ
い
て
、
さ
ら
に
問
わ
れ
う
る
。

）
八
八
七
（



日
本
法
学

　第
九
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
二
五
年
六
月
）

一
一
〇

身
体
と
い
う
法
益
の
侵
害
に
つ
い
て
は
、
保
険
金
を
詐
取
す
る
目
的
で
な
さ
れ
た
同
意
傷
害
の
事
例
（
200
）

に
お
け
る
同
意
の
有
効
性
を
め

ぐ
っ
て
、
総
合
判
断
説
を
採
り
同
意
を
無
効
と
し
た
判
例
に
対
し
、
学
説
に
お
い
て
は
、
お
お
か
た
次
の
よ
う
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。

傷
害
を
、
生
命
へ
の
危
険
を
惹
起
す
る
傷
害
の
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
傷
害
と
に
分
か
つ
。
前
者
に
お
い
て
は
、
同
意
は
無
効
と
さ
れ
る
。

生
命
処
分
の
同
意
は
刑
法
二
〇
二
条
に
お
い
て
無
効
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
同
意
が
保
険

金
を
詐
取
す
る
目
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
（
い
い
か
え
れ
ば
公
序
良
俗
違
反
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
）、
な
お
そ
の
同
意
は
有
効
と
さ
れ
る
。
あ

た
か
も
二
分
説
に
お
け
る
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
の
処
理
に
近
し
く
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
学
説
に
お
い
て
も
、
な
お
、
同
意
を
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
と
違
法
阻
却
的
同
意
を
二
分
し
、
あ
る
い
は
、

犯
罪
論
体
系
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
意
識
し
た
同
意
論
は
、
な
お
支
持
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
意
二
分
説
を

批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
議
論
状
況
を
相
対
的
に
と
ら
え
る
た
め
に
も
有
意
義
で
あ
る
。

第
二
節
　
同
意
二
分
の
偶
然
性

⑴
　
二
分
説
に
よ
れ
ば
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
の
効
力
に
関
し
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
は
こ
れ
を
有
効
と
す
る
一
方
、
違

法
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
は
こ
れ
を
無
効
と
す
る
。
こ
の
二
分
説
の
構
想
は
、
同
意
の
効
力
の
差
異
を
説
得
的
に
説
明
す
る
こ
と
に
成
功

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
同
意
二
分
の
基
準
は
、
曇
り
の
な
い
明
晰
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
二
分
説
は
、
法

律
行
為
説
に
対
抗
し
て
、
刑
法
的
同
意
論
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
二
分
説
の
い
う
同
意
二
分

の
構
想
は
、
理
論
的
に
破
綻
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
同
意
を
二
分
す
る
基
準
そ
の
も
の
が
極
め
て
曖
昧
で
あ
り
、

ま
さ
し
く
、
立
法
お
よ
び
司
法
に
お
け
る
偶
然
性
に
よ
っ
て
、
法
益
処
分
状
況
に
あ
る
法
益
主
体
へ
の
要
保
護
性
が
決
定
さ
れ
て
し
ま
う

）
八
八
八
（

同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
一
一

か
ら
で
あ
る
（
201
）

。

⑵
　
同
意
二
分
の
基
準
が
偶
然
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
お
そ
れ
は
、
違
法
性
阻
却
事
由
の
錯
誤
を
め
ぐ
り
厳
格
責
任
説
を
提
唱
し
た

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
見
解
に
対
す
る
批
判
に
お
い
て
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
厳
格
責
任
説
に
対
す
る
以
下
の
批
判

は
、
故
意
説
や
消
極
的
構
成
要
件
要
素
の
理
論
、
制
限
責
任
説
の
立
場
か
ら
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
違
法
性

阻
却
事
由
の
錯
誤
も
、
構
成
要
件
的
故
意
の
問
題
と
し
て
検
討
す
る
べ
き
で
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
違
法
性
の
錯
誤
で
は
な
く
事
実
の

錯
誤
と
し
て
処
理
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
（
202
）

。
こ
の
議
論
の
延
長
線
上
に
、
同
意
二
分
説
の
問
題
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て

い
た
。

ホ
ル
ス
ト･

シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
（H

orst S
chroeder

）
は
、
責
任
説
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
構
成
要
件
的
錯
誤
と
禁
止

の
錯
誤
を
厳
格
責
任
説
は
法
的
に
異
な
る
も
の
と
し
て
扱
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
法
技
術
的
問
題
に
す
ぎ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両

者
を
そ
の
よ
う
に
し
て
扱
う
な
ら
ば
、
構
成
要
件
要
素
と
違
法
性
阻
却
事
由
の
関
係
は
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
も
の
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

構
成
要
件
的
錯
誤
と
禁
止
の
錯
誤
の
区
別
は
、
数
々
の
偶
然
性
（Z

ufälligkeiten

）
に
依
拠
せ
ざ
る
を
え
ず
、
技
巧
的
に
す
ぎ
な
い
か
ら

で
あ
る
（
203
）

。
そ
の
例
の
一
つ
と
し
て
、
厳
格
責
任
説
に
お
け
る
同
意
の
論
じ
方
を
挙
げ
る
。
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
同
意

が
、
窃
盗
や
住
居
侵
入
の
よ
う
に
、
構
成
要
件
の
問
題
と
さ
れ
る
と
き
、
同
意
の
錯
誤
は
構
成
要
件
的
錯
誤
と
さ
れ
、
故
意
は
否
定
さ
れ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
同
意
が
違
法
性
阻
却
事
由
の
問
題
と
さ
れ
る
場
合
は
、
同
意
の
錯
誤
は
違
法
性
の
錯
誤
と
さ
れ
、
故
意
は
原
則
的
に

阻
却
さ
れ
な
い
。
こ
う
し
た
理
解
は
正
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
（
204
）

。
違
法
性
を
根
拠
づ
け
る
事
情
と
違
法
性
を
阻
却
す
る
事
情

を
純
粋
か
つ
技
術
的
に
区
別
す
る
こ
と
に
、
決
定
的
な
意
義
は
客
観
的
に
見
出
せ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
法
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
非
難

は
、
認
識
し
て
法
に
違
反
し
た
と
い
う
非
難
と
は
、
質
的
に
異
な
る
非
難
だ
か
ら
で
あ
る
（
205
）

。

）
八
八
八
（
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意
論
に
お
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に
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一
一

か
ら
で
あ
る
（
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）

。

⑵
　
同
意
二
分
の
基
準
が
偶
然
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
お
そ
れ
は
、
違
法
性
阻
却
事
由
の
錯
誤
を
め
ぐ
り
厳
格
責
任
説
を
提
唱
し
た

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
見
解
に
対
す
る
批
判
に
お
い
て
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
厳
格
責
任
説
に
対
す
る
以
下
の
批
判

は
、
故
意
説
や
消
極
的
構
成
要
件
要
素
の
理
論
、
制
限
責
任
説
の
立
場
か
ら
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
違
法
性

阻
却
事
由
の
錯
誤
も
、
構
成
要
件
的
故
意
の
問
題
と
し
て
検
討
す
る
べ
き
で
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
違
法
性
の
錯
誤
で
は
な
く
事
実
の

錯
誤
と
し
て
処
理
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
（
202
）

。
こ
の
議
論
の
延
長
線
上
に
、
同
意
二
分
説
の
問
題
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て

い
た
。

ホ
ル
ス
ト･

シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
（H

orst S
chroeder

）
は
、
責
任
説
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
構
成
要
件
的
錯
誤
と
禁
止

の
錯
誤
を
厳
格
責
任
説
は
法
的
に
異
な
る
も
の
と
し
て
扱
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
法
技
術
的
問
題
に
す
ぎ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両

者
を
そ
の
よ
う
に
し
て
扱
う
な
ら
ば
、
構
成
要
件
要
素
と
違
法
性
阻
却
事
由
の
関
係
は
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
も
の
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

構
成
要
件
的
錯
誤
と
禁
止
の
錯
誤
の
区
別
は
、
数
々
の
偶
然
性
（Z

ufälligkeiten

）
に
依
拠
せ
ざ
る
を
え
ず
、
技
巧
的
に
す
ぎ
な
い
か
ら

で
あ
る
（
203
）

。
そ
の
例
の
一
つ
と
し
て
、
厳
格
責
任
説
に
お
け
る
同
意
の
論
じ
方
を
挙
げ
る
。
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
同
意

が
、
窃
盗
や
住
居
侵
入
の
よ
う
に
、
構
成
要
件
の
問
題
と
さ
れ
る
と
き
、
同
意
の
錯
誤
は
構
成
要
件
的
錯
誤
と
さ
れ
、
故
意
は
否
定
さ
れ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
同
意
が
違
法
性
阻
却
事
由
の
問
題
と
さ
れ
る
場
合
は
、
同
意
の
錯
誤
は
違
法
性
の
錯
誤
と
さ
れ
、
故
意
は
原
則
的
に

阻
却
さ
れ
な
い
。
こ
う
し
た
理
解
は
正
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
（
204
）

。
違
法
性
を
根
拠
づ
け
る
事
情
と
違
法
性
を
阻
却
す
る
事
情

を
純
粋
か
つ
技
術
的
に
区
別
す
る
こ
と
に
、
決
定
的
な
意
義
は
客
観
的
に
見
出
せ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
法
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
非
難

は
、
認
識
し
て
法
に
違
反
し
た
と
い
う
非
難
と
は
、
質
的
に
異
な
る
非
難
だ
か
ら
で
あ
る
（
205
）

。
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八
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）

一
一
二

構
成
要
件
的
錯
誤
と
禁
止
の
錯
誤
を
区
別
す
る
こ
と
の
問
題
を
、
規
範
的
構
成
要
件
や
白
地
刑
罰
法
規
、
違
法
性
阻
却
事
由
を
素
材
と

し
て
検
討
し
た
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
ラ
ン
ク
─
ヒ
ン
リ
ク
セ
ン
（D

ietrich L
ang-H

inrichsen

）
も
、
同
意
に
関
す
る
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
の
見
解

に
、
次
の
よ
う
に
賛
同
す
る
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
同
意
を
二
分
す
る
根
拠
と
し
て
、
関
係
す
る
規
範
に
お
け
る
違
法
内
容
の
違
い
を
挙

げ
る
が
、
そ
う
し
た
論
拠
は
、
た
し
か
な
結
論
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
法
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、「
規
範

的
な
網
の
目
（norm

atives G
espinst

）」
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
厳
格
責
任
説
が
提
唱
す
る
よ
う
に
は
、
評
価
の
客
体

と
客
体
の
評
価
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
206
）

。

シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
の
見
解
に
、
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
・
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
（F

riedrich S
chaffstein

）
も
、
次
の
よ
う
に
賛
同
す
る
。
住
居

侵
入
や
窃
盗
、
誘
拐
に
お
い
て
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
構
成
要
件
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
ド
イ
ツ
刑
法

二
二
六
条
ａ
の
傷
害
罪
に
お
い
て
は
公
序
良
俗
に
反
さ
な
い
限
り
に
お
い
て
同
意
傷
害
は
不
可
罰
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
刑
法
が

同
意
に
関
し
て
ど
ち
ら
の
方
法
を
採
用
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
問
い
は
、
実
際
は
、
言
葉
上
の
偶
然
性
（sprachliche Z

ufälligkeiten

）

に
依
存
し
て
い
る
。
行
為
者
が
積
極
的
構
成
要
件
要
素
あ
る
い
は
消
極
的
構
成
要
件
要
素
の
存
在
を
誤
認
し
た
と
し
て
も
、
両
者
に
は
区

別
が
な
い
（
207
）

。
同
意
が
存
在
す
る
と
誤
解
し
た
者
は
、
た
し
か
に
結
果
面
に
つ
い
て
は
否
定
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
誤
認

に
よ
っ
て
行
為
無
価
値
が
欠
け
る
た
め
、
同
意
の
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
る
（
208
）

。

ヘ
ル
ム
ー
ト･

フ
ォ
ン
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（H

ellm
uth von W

eber
）
も
次
の
よ
う
に
疑
問
を
呈
す
る
（
209
）

。
適
法
性
の
観
点
か
ら
は
、
構
成
要

件
に
該
当
し
な
い
行
為
も
違
法
性
を
阻
却
す
る
行
為
も
、
実
質
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
錯
誤
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
解
決
す

る
べ
き
で
あ
っ
て
、
区
別
し
て
扱
う
の
は
不
当
で
あ
る
。
厳
格
責
任
説
が
そ
れ
ぞ
れ
の
錯
誤
を
区
別
す
る
根
拠
は
、
法
技
術
的
な
も
の
に

す
ぎ
な
い
。
た
し
か
に
、
立
法
上
の
文
言
が
、
事
実
の
錯
誤
な
の
か
、
そ
れ
と
も
違
法
性
の
錯
誤
な
の
か
、
の
解
釈
を
許
容
し
う
る
場
合

）
八
八
八
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（
野
村
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一
一
三

も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
文
言
を
採
用
し
た
立
法
者
の
選
択
は
、
文
体
上
の
偶
然
性
（stilistische Z

ufälligkeit

）
に
依
拠
し
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
違
法
性
阻
却
事
由
は
違
法
性
の
錯
誤
で
あ
る
と
す
る
厳
格
責
任
説
の
見
解
は
、
構
成
要
件
と
違
法
性
の
相
違
と
は
全
く

関
係
の
な
い
、
何
ら
か
の
事
情
を
根
拠
と
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
（
210
）

。

ハ
イ
ン
ツ
・
ツ
ィ
プ
フ
（H

einz Z
ipf

）
も
、
同
意
を
二
分
す
る
基
準
が
偶
然
的
に
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

二
分
説
は
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
構
成
要
件
要
素
か
否
か
に
よ
っ
て
、
同
意
を
二
分
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
、
個

人
に
対
す
る
犯
罪
に
お
い
て
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
行
為
と
い
う
要
件
が
常
に
存
在
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
構
成
要
件
阻
却
的

同
意
や
違
法
阻
却
的
同
意
を
考
え
う
る
の
は
、
ま
さ
に
個
人
的
法
益
に
対
す
る
犯
罪
行
為
の
場
合
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
害

者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
構
成
要
件
か
否
か
は
、
時
と
し
て
偶
然
的
で
あ
る
構
成
要
件
の
解
釈
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
（
211
）

。
こ
の
よ

う
に
指
摘
し
た
上
で
、
同
意
を
与
え
う
る
す
べ
て
の
構
成
要
件
は
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
行
為
を
前
提
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
有

効
な
同
意
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
要
件
該
当
性
は
阻
却
さ
れ
る
（
212
）

と
す
る
。
さ
ら
に
、
ツ
ィ
プ
フ
は
、
欺
罔
や
脅
迫
に
よ
る

同
意
、
公
序
良
俗
違
反
行
為
に
基
づ
く
同
意
に
関
し
、
二
分
説
が
提
唱
す
る
解
決
方
法
に
も
、
次
の
よ
う
に
疑
問
を
呈
す
。
窃
盗
罪
に
つ

い
て
は
、
自
然
的
意
思
に
基
づ
く
同
意
に
よ
り
、
侵
奪
の
要
件
を
欠
く
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
要
件
該
当
性
が
阻
却
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
議
論
を
、
二
分
説
に
よ
れ
ば
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
が
問
題
と
な
る
住
居
侵
入
罪
に
持
ち
込
む
の
は
、
妥
当
で
な

い
。
あ
く
ま
で
も
、
住
居
侵
入
罪
に
お
け
る
法
益
保
護
の
観
点
か
ら
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
あ
る
者
が
知
人
や
ガ
ス
の
検
針
員
を

装
っ
て
住
居
へ
侵
入
す
る
許
可
を
得
た
場
合
、
住
居
権
は
侵
害
さ
れ
て
い
る
。
住
居
の
所
有
者
が
真
実
を
知
っ
た
な
ら
ば
立
ち
入
り
の
許

可
を
だ
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
（
213
）

。
こ
の
よ
う
に
、
同
意
の
有
効
性
は
、
個
々
の
構
成
要
件
や
そ
れ
に
強
く
関
連
す
る
事
情
の
み
に
よ
っ
て

導
か
れ
る
（
214
）

。
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者
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の
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性
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ufälligkeit

）
に
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拠
し
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に
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な
い
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違
法
性
阻
却
事
由
は
違
法
性
の
錯
誤
で
あ
る
と
す
る
厳
格
責
任
説
の
見
解
は
、
構
成
要
件
と
違
法
性
の
相
違
と
は
全
く

関
係
の
な
い
、
何
ら
か
の
事
情
を
根
拠
と
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
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を
え
な
い
（
210
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。

ハ
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・
ツ
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）
も
、
同
意
を
二
分
す
る
基
準
が
偶
然
的
に
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

二
分
説
は
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
構
成
要
件
要
素
か
否
か
に
よ
っ
て
、
同
意
を
二
分
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
、
個

人
に
対
す
る
犯
罪
に
お
い
て
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
行
為
と
い
う
要
件
が
常
に
存
在
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
構
成
要
件
阻
却
的

同
意
や
違
法
阻
却
的
同
意
を
考
え
う
る
の
は
、
ま
さ
に
個
人
的
法
益
に
対
す
る
犯
罪
行
為
の
場
合
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
害

者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
構
成
要
件
か
否
か
は
、
時
と
し
て
偶
然
的
で
あ
る
構
成
要
件
の
解
釈
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
（
211
）

。
こ
の
よ

う
に
指
摘
し
た
上
で
、
同
意
を
与
え
う
る
す
べ
て
の
構
成
要
件
は
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
行
為
を
前
提
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
有

効
な
同
意
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
要
件
該
当
性
は
阻
却
さ
れ
る
（
212
）

と
す
る
。
さ
ら
に
、
ツ
ィ
プ
フ
は
、
欺
罔
や
脅
迫
に
よ
る

同
意
、
公
序
良
俗
違
反
行
為
に
基
づ
く
同
意
に
関
し
、
二
分
説
が
提
唱
す
る
解
決
方
法
に
も
、
次
の
よ
う
に
疑
問
を
呈
す
。
窃
盗
罪
に
つ

い
て
は
、
自
然
的
意
思
に
基
づ
く
同
意
に
よ
り
、
侵
奪
の
要
件
を
欠
く
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
要
件
該
当
性
が
阻
却
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
議
論
を
、
二
分
説
に
よ
れ
ば
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
が
問
題
と
な
る
住
居
侵
入
罪
に
持
ち
込
む
の
は
、
妥
当
で
な

い
。
あ
く
ま
で
も
、
住
居
侵
入
罪
に
お
け
る
法
益
保
護
の
観
点
か
ら
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
あ
る
者
が
知
人
や
ガ
ス
の
検
針
員
を

装
っ
て
住
居
へ
侵
入
す
る
許
可
を
得
た
場
合
、
住
居
権
は
侵
害
さ
れ
て
い
る
。
住
居
の
所
有
者
が
真
実
を
知
っ
た
な
ら
ば
立
ち
入
り
の
許

可
を
だ
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
（
213
）

。
こ
の
よ
う
に
、
同
意
の
有
効
性
は
、
個
々
の
構
成
要
件
や
そ
れ
に
強
く
関
連
す
る
事
情
の
み
に
よ
っ
て

導
か
れ
る
（
214
）

。
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⑶
　
右
に
み
た
諸
批
判
は
、
た
し
か
に
、
違
法
性
阻
却
事
由
を
行
為
者
が
誤
想
し
た
場
合
に
お
け
る
厳
格
責
任
説
の
対
応
、
す
な
わ
ち
、

構
成
要
件
該
当
性
に
関
す
る
事
実
の
錯
誤
は
事
実
の
錯
誤
と
し
て
、
違
法
性
阻
却
事
由
の
錯
誤
は
法
律
の
錯
誤
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
を
、

批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
批
判
は
、
同
意
二
分
説
と
そ
こ
か
ら
帰
結
さ
れ
る
主
張
全
体
へ
波
及
し
て
い
く
ポ
テ
ン

シ
ャ
ル
を
備
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
説
は
、
同
意
を
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
と
違
法
阻
却
的
同
意
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
異

な
る
法
的
効
果
を
付
与
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
顕
著
に
表
れ
る
場
面
は
、
行
為
者
の
錯
誤
だ
け
で
は
な
い
。
法

益
主
体
の
錯
誤
も
、
そ
の
場
面
な
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
関
す
る
擬
律
を
め
ぐ
る
議
論
に
も
、
右
の
諸
批
判
は

向
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
同
意
を
二
分
す
る
二
分
説
の
基
準
そ
れ
自
体
も
、
偶
然
性
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

右
の
諸
批
判
を
覆
す
こ
と
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
相
当
に
困
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
右
の
批
判
に
み
た
よ
う
に
、
偶
然
性
を
め
ぐ
っ

て
は
、
立
法
に
お
け
る
偶
然
性
と
解
釈
論
に
お
け
る
偶
然
性
の
二
面
が
存
在
す
る
。

も
ち
ろ
ん
、
二
分
説
の
論
者
は
、
同
意
二
分
に
は
相
応
の
理
由
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ゲ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
構
成
要

件
阻
却
的
同
意
に
は
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
構
成
要
件
に
明
示
さ
れ
て
い
る
場
合
と
、
解
釈
論
上
そ
れ
が
導
か
れ
る
場
合

の
二
つ
が
あ
る
。
こ
れ
を
立
法
論
的
に
論
証
す
る
た
め
、
ゲ
ー
ル
ズ
は
次
の
根
拠
を
挙
げ
て
い
た
（
215
）

。
刑
罰
法
規
に
は
二
種
類
あ
る
。
ひ
と

つ
は
、
立
法
者
が
個
別
的
被
害
者
の
意
思
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
立
法
者
が
一
般
的
被
害
者
の
意
思
に
着
目
し
た
も

の
で
あ
る
。
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
前
者
の
同
意
が
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
で
あ
り
、
後
者
の
同
意
を
違
法
阻
却
的
同
意
と
し
て
位
置
づ
け
る
。

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
構
成
要
件
に
お
い
て
は
禁
止
行
為
の
素
材
が
示
さ
れ
、
違
法
性
に
お
い
て
は
構
成
要
件
該
当
行
為
の
違
法

性
に
対
す
る
法
的
評
価
が
検
討
さ
れ
る
（
216
）

。
こ
う
し
た
見
解
は
、
ゲ
ー
ル
ズ
の
右
の
見
解
と
整
合
的
で
あ
る
。
禁
止
の
素
材
を
示
す
段
階
に
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お
い
て
、
個
別
的
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
行
為
の
禁
止
と
一
般
的
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
行
為
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
、
と
説
明
し
て

み
て
も
、
矛
盾
は
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
二
分
説
に
は
立
法
的
観
点
か
ら
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
、
そ
れ
ら
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
立
法
に
お
け
る
偶
然
性

に
帰
着
す
る
。

第
一
に
、
立
法
者
は
刑
罰
法
規
を
制
定
す
る
に
あ
た
り
、
同
意
を
二
分
す
る
明
確
な
立
法
的
根
拠
を
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
か
り

に
、
そ
れ
は
個
人
的
法
益
の
性
質
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
い
う
論
拠
を
示
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
同
意
を
二
分
す
る
論
拠
と
直
結
す
る
と

は
限
ら
な
い
。
個
人
の
財
産
を
例
に
挙
げ
る
と
、
窃
盗
罪
は
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
が
問
題
と
な
る
一
方
で
、
器
物
損
壊
罪
は
違
法
阻
却

的
同
意
が
問
題
と
な
る
と
い
う
の
は
論
拠
に
乏
し
い
。
身
体
に
つ
い
て
も
、
一
般
的
被
害
者
は
そ
の
処
分
に
本
来
的
に
同
意
す
る
こ
と
は

な
い
か
ら
違
法
阻
却
的
同
意
が
問
題
と
な
る
と
主
張
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
も
説
得
力
を
欠
く
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
法
益
主
体
個
人
に

よ
っ
て
処
分
可
能
な
法
益
で
あ
る
と
の
見
方
は
十
分
に
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
由
と
い
う
法
益
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
と
較
べ
、
個
人

的
被
害
者
の
意
思
を
構
成
要
件
に
取
り
組
む
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
監
禁
罪
や
住
居
侵
入
罪
、
性
犯
罪
に
お
い

て
は
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
の
擬
律
を
め
ぐ
り
争
い
が
あ
る
。
個
別
的
被
害
者
の
同
意
が
あ
っ
た
か
否
か
の
判
断
で
さ
え
、
そ
う
簡
単
に

解
決
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

第
二
に
、
個
別
的
被
害
者
の
意
思
と
一
般
的
被
害
者
の
意
思
を
区
別
す
る
意
義
も
分
明
で
は
な
い
（
217
）

。
ま
ず
、
刑
罰
法
規
を
制
定
す
る
に

あ
た
り
、
立
法
者
は
当
該
行
為
の
一
般
予
防
に
重
点
を
お
く
は
ず
で
あ
る
。
構
成
要
件
の
中
に
、
個
別
的
被
害
者
の
同
意
の
存
否
を
織
り

込
む
こ
と
は
、
か
え
っ
て
行
為
規
範
の
一
般
予
防
効
果
に
揺
ら
ぎ
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
つ
ぎ
に
、
一
般
的
被
害
者

の
意
思
が
想
定
さ
れ
て
い
る
犯
罪
の
内
実
に
関
し
て
も
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
の
犯
罪
に
お
い
て
は
、
個
別
的
被
害
者
の
同
意
は
一
般
的
被

）
八
八
八
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お
い
て
、
個
別
的
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
行
為
の
禁
止
と
一
般
的
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
行
為
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
、
と
説
明
し
て

み
て
も
、
矛
盾
は
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
二
分
説
に
は
立
法
的
観
点
か
ら
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
、
そ
れ
ら
は
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ま
る
と
こ
ろ
、
立
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お
け
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偶
然
性

に
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す
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。
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す
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す
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拠
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す
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と
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限
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を
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損
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法
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。
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も
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一
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被
害
者
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の
処
分
に
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に
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こ
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阻
却
的
同
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が
問
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と
な
る
と
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張
し
た
と
こ
ろ
で
、
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れ
も
説
得
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を
欠
く
。
い
ず
れ
の
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も
、
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益
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体
個
人
に

よ
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て
処
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可
能
な
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益
で
あ
る
と
の
見
方
は
十
分
に
可
能
だ
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ら
で
あ
る
。
自
由
と
い
う
法
益
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
と
較
べ
、
個
人

的
被
害
者
の
意
思
を
構
成
要
件
に
取
り
組
む
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
監
禁
罪
や
住
居
侵
入
罪
、
性
犯
罪
に
お
い

て
は
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
の
擬
律
を
め
ぐ
り
争
い
が
あ
る
。
個
別
的
被
害
者
の
同
意
が
あ
っ
た
か
否
か
の
判
断
で
さ
え
、
そ
う
簡
単
に

解
決
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

第
二
に
、
個
別
的
被
害
者
の
意
思
と
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般
的
被
害
者
の
意
思
を
区
別
す
る
意
義
も
分
明
で
は
な
い
（
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）

。
ま
ず
、
刑
罰
法
規
を
制
定
す
る
に

あ
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り
、
立
法
者
は
当
該
行
為
の
一
般
予
防
に
重
点
を
お
く
は
ず
で
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る
。
構
成
要
件
の
中
に
、
個
別
的
被
害
者
の
同
意
の
存
否
を
織
り

込
む
こ
と
は
、
か
え
っ
て
行
為
規
範
の
一
般
予
防
効
果
に
揺
ら
ぎ
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
つ
ぎ
に
、
一
般
的
被
害
者

の
意
思
が
想
定
さ
れ
て
い
る
犯
罪
の
内
実
に
関
し
て
も
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
の
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は
、
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害
者
の
観
点
か
ら
原
則
的
に
許
容
さ
れ
な
い
こ
と
、
個
別
的
被
害
者
の
同
意
に
効
力
が
認
め
ら
れ
る
の
は
一
般
的
被
害
者
の
観
点
か
ら
決

せ
ら
れ
る
こ
と
、
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
解
し
う
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
二
つ
の
問
題
が
生
じ
う
る
。
ひ
と
つ
は
、
個
別
的
被
害
者

に
よ
る
同
意
が
、
な
ぜ
一
般
的
被
害
者
に
よ
る
評
価
あ
る
い
は
規
制
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
も
う
ひ
と

つ
は
、
同
意
の
効
力
に
差
違
が
生
じ
る
理
由
と
し
て
、
一
般
的
被
害
者
の
意
思
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
基
準
を
挙
げ
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
決
し
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
が
同
意
論
を
め
ぐ
る
詳
細
な
学
説
史
研

究
の
中
で
指
摘
し
て
い
た
問
題
で
あ
っ
た
（
218
）

。
ア
プ
リ
オ
リ
に
同
意
の
可
否
を
検
討
す
る
手
法
は
、
ま
さ
し
く
論
点
先
取
の
お
そ
れ
さ
え
あ

る
。
ア
プ
リ
オ
リ
に
同
意
論
を
決
め
る
発
想
が
二
分
説
に
お
い
て
も
、
そ
の
残
滓
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

解
釈
論
に
お
け
る
偶
然
性
の
問
題
は
、
立
法
に
お
け
る
偶
然
性
よ
り
も
、
倍
加
す
る
と
考
え
う
る
。

あ
る
刑
罰
法
規
に
お
い
て
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
構
成
要
件
要
素
と
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
、
た
と
え
そ
れ
が
明
文
化

さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
う
簡
単
に
は
決
せ
ら
れ
な
い
。
保
護
法
益
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
、
さ
ら
に
罪
刑
法
定
主
義
の
機
能
を
ど

う
解
す
る
か
に
よ
り
、
そ
こ
か
ら
複
数
の
解
釈
的
帰
結
が
導
か
れ
う
る
。
違
法
性
阻
却
事
由
の
錯
誤
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
つ
い
て

も
、
違
法
性
の
意
識
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
り
、
故
意
説
や
厳
格
責
任
説
な
ど
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
後
に
は
、
刑
法
に
お
け
る
故

意
の
機
能
を
ど
う
把
握
す
る
べ
き
か
、
さ
ら
に
は
構
成
要
件
と
違
法
性
の
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
や
役
割
、
ひ
い
て
は
犯
罪
の
本
質
を
ど
う
理

解
す
る
べ
き
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
点
は
、
行
為
者
の
刑
事
責
任
の
存
否
に
収
斂
さ
れ
て
い
く
。

こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
同
意
論
は
、
行
為
者
の
刑
事
責
任
を
存
否
を
め
ざ
し
た
議
論
の
狭
間
で
、
埋
没
し
た
も
の
と
な
り
、
同
意
し

た
個
々
人
の
法
益
主
体
の
問
題
は
等
閑
に
付
さ
れ
て
い
る
。
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
は
、
な
ぜ
事
実
的
意
思
で
も
っ
て
足
り
る

の
か
、
法
益
主
体
の
同
意
能
力
を
な
ぜ
度
外
視
し
て
よ
い
の
か
。
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
つ
い
て
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
は
、
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な
ぜ
同
意
が
有
効
と
さ
れ
る
の
か
。
違
法
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
は
、
な
ぜ
こ
れ
と
は
逆
の
結
論
に
至
る
の
か
。
事
象
は
い
ず
れ
の
同
意

の
場
面
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
刑
法
的
帰
結
に
大
き
な
差
異
が
つ
け
ら
れ
る
の
か
。
そ
の
論
証
が
二
分
説
に

は
欠
け
て
い
る
。
二
分
説
を
批
判
す
る
デ
ィ
ー
タ
ー･

キ
ン
ツ
ィ
（D

ieter K
ientzy （

219
））

は
、
同
意
能
力
の
観
点
か
ら
、
次
の
よ
う
に
批
判

す
る
。
侵
害
目
的
を
秘
し
て
住
居
へ
侵
入
し
た
り
、
窃
盗
の
目
的
で
商
店
に
立
ち
入
っ
た
り
す
る
こ
と
が
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
で
は

有
効
と
さ
れ
る
。
違
法
阻
却
的
同
意
の
場
合
、
法
益
主
体
に
は
同
意
能
力
、
す
な
わ
ち
侵
害
の
本
質
や
意
義
、
射
程
範
囲
を
理
解
し
て
い

る
か
が
問
わ
れ
る
が
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
は
全
く
考
慮
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
対
す
る
説
明
が
必
要
で
あ
る
（
220
）

と
指
摘
し

て
い
る
。

第
三
節
　
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
行
為
と
は
何
か

二
分
説
が
提
起
し
た
重
要
な
論
点
と
は
、
い
っ
た
い
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
行
為
と
は
何
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
が
構
成
要
件
に
属
す
る
か
否
か
で
、
同
意
の
刑
法
的
効
果
は
二
分
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
行
為

の
内
実
を
二
分
説
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
を
確
か
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
実
に
対
し
て
検
討
を
加
え
る
。

二
分
説
は
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
行
為
を
次
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
。

第
一
に
、
違
法
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
は
、
個
々
の
法
益
主
体
の
意
思
に
か
か
わ
ら
ず
、
構
成
要
件
該
当
性
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
す

べ
て
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
行
為
で
あ
る
と
擬
律
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
個
々
の
法
益
主
体
の
意
思
に
真
に
反
す
る
同
意
も
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
個
々
の
法
益
主
体
が
ま
さ
に
同
意
し
て
い
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
違
法
性
の
段
階
に
お
い
て
、
個
々
の
法
益
主

体
の
意
思
に
反
し
て
い
る
の
か
合
致
し
て
い
る
の
か
が
判
断
は
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
構
成
要
件
該
当
性
の
段
階
に
お
い
て
は
、
法

）
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あ
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、
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れ
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の
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。
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。
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は
、
同
意
能
力
の
観
点
か
ら
、
次
の
よ
う
に
批
判

す
る
。
侵
害
目
的
を
秘
し
て
住
居
へ
侵
入
し
た
り
、
窃
盗
の
目
的
で
商
店
に
立
ち
入
っ
た
り
す
る
こ
と
が
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
で
は

有
効
と
さ
れ
る
。
違
法
阻
却
的
同
意
の
場
合
、
法
益
主
体
に
は
同
意
能
力
、
す
な
わ
ち
侵
害
の
本
質
や
意
義
、
射
程
範
囲
を
理
解
し
て
い

る
か
が
問
わ
れ
る
が
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
は
全
く
考
慮
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
対
す
る
説
明
が
必
要
で
あ
る
（
220
）

と
指
摘
し

て
い
る
。

第
三
節
　
法
益
主
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の
意
思
に
反
す
る
行
為
と
は
何
か

二
分
説
が
提
起
し
た
重
要
な
論
点
と
は
、
い
っ
た
い
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
行
為
と
は
何
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
が
構
成
要
件
に
属
す
る
か
否
か
で
、
同
意
の
刑
法
的
効
果
は
二
分
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
行
為

の
内
実
を
二
分
説
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
を
確
か
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
実
に
対
し
て
検
討
を
加
え
る
。

二
分
説
は
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
行
為
を
次
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
。
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に
、
違
法
阻
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的
同
意
に
お
い
て
は
、
個
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の
法
益
主
体
の
意
思
に
か
か
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ず
、
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当
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の
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に
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す
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て
、
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の
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反
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行
為
で
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る
と
擬
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さ
れ
る
。
た
し
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に
、
個
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の
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主
体
の
意
思
に
真
に
反
す
る
同
意
も
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
個
々
の
法
益
主
体
が
ま
さ
に
同
意
し
て
い
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
違
法
性
の
段
階
に
お
い
て
、
個
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の
法
益
主

体
の
意
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に
反
し
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の
か
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し
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る
の
か
が
判
断
は
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
構
成
要
件
該
当
性
の
段
階
に
お
い
て
は
、
法

）
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一
一
八

益
主
体
に
よ
る
法
益
処
分
行
為
が
原
則
的
に
許
容
さ
れ
ず
、
こ
れ
を
反
映
し
て
、
行
為
者
の
行
為
は
禁
止
さ
れ
る
、
と
の
論
証
過
程
を
踏

む
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
、
保
護
法
益
や
構
成
要
件
の
解
釈
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
、
刑
罰
法
規
ご
と
に
想
定
さ
れ
て
い
る
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る

行
為
、
で
あ
る
。
こ
の
行
為
は
構
成
要
件
要
素
と
さ
れ
、
法
益
主
体
の
同
意
は
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
と
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
刑
罰
法

規
ご
と
に
異
な
り
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
む
。「
被
害
者
の
意
思
な
く
す
る
行
為
」、「
暴
力
的
行
為
」、「
被
害
者
の
反
抗
意
思
を
制
圧

す
る
行
為
」、「
暴
力
的
要
素
が
備
わ
っ
て
い
る
行
為
」、「
被
害
者
の
意
思
が
無
視
さ
れ
、
顧
み
ら
れ
な
い
行
為
」、「
被
害
者
の
意
思
に
直

接
的
に
影
響
を
与
え
る
行
為
」、
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
要
素
は
、
法
益
主
体
の
側
か
ら
す
れ
ば
、「
無
理
強
い
要
素
」
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
行
為
者
に
よ
る
、
こ
の
よ
う
な
無
理
強
い
行
為
に
対
し
、
法
益
主
体
が
、
事
実
的
・
自
然
的
意
思
に
よ
っ
て
同
意

し
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
は
有
効
と
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
行
為
者
の
行
為
は
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
と
判
断
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
二
分
説
に
よ
れ
ば
、
個
人
的
法
益
を
保
護
す
る
す
べ
て
の
刑
罰
法
規
に
お
い
て
、
法
益
処
分
の
意
思
に
反

す
る
行
為
が
構
成
要
件
要
素
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
二
分
説
は
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反

す
る
行
為
を
、
法
益
保
護
主
義
や
罪
刑
法
定
主
義
の
観
点
か
ら
、
刑
罰
法
規
ご
と
に
、
規
範
化
か
つ
相
対
化
し
て
理
解
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
た
し
か
に
、
二
分
説
の
根
底
に
あ
る
各
論
的
考
察
方
法
を
採
る
な
ら
ば
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
行
為
が
刑
罰
法
規
ご
と
に
相

対
化
さ
れ
る
こ
と
は
至
極
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
、
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。

第
一
に
、
個
々
の
法
益
主
体
の
存
在
が
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
る
。

二
分
説
に
よ
る
と
、
違
法
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
は
、
法
益
の
性
質
や
価
値
か
ら
し
て
、
あ
る
い
は
一
般
的
法
益
主
体
の
立
場
か
ら
、

法
益
主
体
に
よ
る
法
益
処
分
行
為
は
原
則
的
に
許
容
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
法
益
や
一
般
的
法
益
主
体
が
優
先
さ
れ
、
個
々

）
八
八
七
（

同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
一
九

の
法
益
主
体
は
そ
れ
ら
に
劣
後
す
る
立
場
に
お
か
れ
る
。
個
々
の
法
益
主
体
の
同
意
よ
り
も
、
法
益
の
価
値
や
一
般
人
の
総
意
か
ら
、
法

益
処
分
は
原
則
的
に
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
判
断
が
優
先
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

個
々
の
法
益
主
体
の
存
在
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
顕
著
で
あ
る
の
が
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
の
場
面
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ

に
お
い
て
は
、
刑
罰
法
規
ご
と
に
、
刑
罰
法
規
の
文
言
や
保
護
法
益
を
め
ぐ
る
解
釈
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る

行
為
を
、
法
益
主
体
が
事
実
的
・
自
然
的
意
思
に
よ
っ
て
同
意
し
た
か
が
問
わ
れ
る
。
個
々
の
法
益
主
体
に
よ
る
意
思
決
定
過
程
に
つ
い

て
は
、
わ
ず
か
に
、
同
意
が
法
益
主
体
に
と
っ
て
無
理
強
い
だ
っ
た
か
否
か
の
み
考
慮
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
さ
ら
に
、
無
理
強
い
行
為

に
同
意
し
た
法
益
主
体
の
意
思
決
定
過
程
へ
の
考
察
は
度
外
視
さ
れ
る
。

第
二
に
、
個
々
の
法
益
主
体
へ
の
刑
法
的
保
護
が
、
一
方
で
は
過
剰
に
な
り
、
他
方
に
お
い
て
過
少
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
が
最
も
表
面
化
す
る
の
が
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
お
い
て
で
あ
る
。

違
法
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
は
、
個
々
の
法
益
主
体
に
よ
る
同
意
の
意
思
決
定
過
程
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
欺
罔
に
基

づ
く
同
意
は
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
行
為
で
あ
る
と
し
て
、
無
効
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
は
す
べ
て
無
効
と

し
、
そ
の
負
担
を
行
為
者
に
負
わ
せ
る
の
に
躊
躇
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
例
も
あ
り
う
る
。
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
違
法
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
、

動
機
の
錯
誤
に
す
ぎ
な
い
場
合
は
、
こ
れ
を
有
効
で
あ
る
と
し
て
い
た
（
221
）

。
も
ち
ろ
ん
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
お
い
て
、
動
機
の
錯
誤
を

ど
う
捉
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
を
議
論
の
出
発
点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
222
）

。
し
か
し
、
そ
こ
に
お
い
て

は
、
法
益
主
体
へ
の
刑
法
的
保
護
が
過
剰
と
な
る
懸
念
が
生
じ
る
こ
と
も
、
ま
た
否
定
で
き
な
い
。

他
方
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
は
、
法
益
主
体
に
対
す
る
刑
法
的
保
護
は
、
間
違
い
な
く
、
過
少
と
な
っ
て
い
る
。
二
分
説

に
よ
れ
ば
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
は
、
法
益
主
体
側
の
同
意
能
力
は
不
要
で
あ
り
、
法
益
主
体
に
よ
る
事
実
的
意
思
・
自
然

）
八
八
七
（
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一
一
九

の
法
益
主
体
は
そ
れ
ら
に
劣
後
す
る
立
場
に
お
か
れ
る
。
個
々
の
法
益
主
体
の
同
意
よ
り
も
、
法
益
の
価
値
や
一
般
人
の
総
意
か
ら
、
法

益
処
分
は
原
則
的
に
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
判
断
が
優
先
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

個
々
の
法
益
主
体
の
存
在
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
顕
著
で
あ
る
の
が
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
の
場
面
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ

に
お
い
て
は
、
刑
罰
法
規
ご
と
に
、
刑
罰
法
規
の
文
言
や
保
護
法
益
を
め
ぐ
る
解
釈
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る

行
為
を
、
法
益
主
体
が
事
実
的
・
自
然
的
意
思
に
よ
っ
て
同
意
し
た
か
が
問
わ
れ
る
。
個
々
の
法
益
主
体
に
よ
る
意
思
決
定
過
程
に
つ
い

て
は
、
わ
ず
か
に
、
同
意
が
法
益
主
体
に
と
っ
て
無
理
強
い
だ
っ
た
か
否
か
の
み
考
慮
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
さ
ら
に
、
無
理
強
い
行
為

に
同
意
し
た
法
益
主
体
の
意
思
決
定
過
程
へ
の
考
察
は
度
外
視
さ
れ
る
。

第
二
に
、
個
々
の
法
益
主
体
へ
の
刑
法
的
保
護
が
、
一
方
で
は
過
剰
に
な
り
、
他
方
に
お
い
て
過
少
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
が
最
も
表
面
化
す
る
の
が
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
お
い
て
で
あ
る
。

違
法
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
は
、
個
々
の
法
益
主
体
に
よ
る
同
意
の
意
思
決
定
過
程
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
欺
罔
に
基

づ
く
同
意
は
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
行
為
で
あ
る
と
し
て
、
無
効
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
は
す
べ
て
無
効
と

し
、
そ
の
負
担
を
行
為
者
に
負
わ
せ
る
の
に
躊
躇
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
例
も
あ
り
う
る
。
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
違
法
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
、

動
機
の
錯
誤
に
す
ぎ
な
い
場
合
は
、
こ
れ
を
有
効
で
あ
る
と
し
て
い
た
（
221
）

。
も
ち
ろ
ん
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
お
い
て
、
動
機
の
錯
誤
を

ど
う
捉
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
を
議
論
の
出
発
点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
222
）

。
し
か
し
、
そ
こ
に
お
い
て

は
、
法
益
主
体
へ
の
刑
法
的
保
護
が
過
剰
と
な
る
懸
念
が
生
じ
る
こ
と
も
、
ま
た
否
定
で
き
な
い
。

他
方
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
は
、
法
益
主
体
に
対
す
る
刑
法
的
保
護
は
、
間
違
い
な
く
、
過
少
と
な
っ
て
い
る
。
二
分
説

に
よ
れ
ば
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
に
お
い
て
は
、
法
益
主
体
側
の
同
意
能
力
は
不
要
で
あ
り
、
法
益
主
体
に
よ
る
事
実
的
意
思
・
自
然

）
八
八
七
（
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一
二
〇

的
意
思
に
よ
る
同
意
で
よ
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
、
理
論
的
に
、
そ
の
よ
う
に
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
は
、
分
明
で
な
い
。
し

か
し
、
二
分
説
が
、
も
っ
ぱ
ら
行
為
者
に
よ
る
行
為
の
可
罰
性
が
あ
る
の
か
否
を
分
析
す
る
た
め
に
構
築
さ
れ
た
犯
罪
論
を
土
台
に
し
て

同
意
論
を
構
想
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
推
測
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
側
に
お
け
る
故

意
の
存
否
は
構
成
要
件
と
の
関
係
で
検
討
さ
れ
、
そ
こ
で
は
故
意
行
為
の
動
機
は
犯
罪
の
成
否
に
と
っ
て
無
関
係
で
あ
る
こ
と
と
同
様
に
、

法
益
主
体
側
に
お
い
て
も
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
行
為
と
い
う
構
成
要
件
要
素
へ
の
同
意
の
み
が
重
視
さ
れ
、
そ
の
行
為
に
同
意

し
た
動
機
は
無
視
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

仮
に
、
こ
の
推
測
が
正
し
い
と
す
る
と
、
二
分
説
に
お
い
て
は
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
な
し
た
法
益
主
体
へ
の
刑
法
的
保
護
は
、
欺

罔
行
為
が
明
文
上
あ
る
い
は
解
釈
論
上
、
構
成
要
件
要
素
と
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
原
則
的
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な

ら
、
同
意
に
至
る
法
益
主
体
側
の
意
思
決
定
過
程
を
捨
象
し
て
な
が
め
る
な
ら
ば
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
は
、
行
為
時
点
に
お
い
て
は
、

法
益
主
体
の
意
思
に
合
致
し
た
行
為
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
へ
の
擬
律
を
め
ぐ
り
、
違
法
阻
却
的
同
意
と
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
と
で
、
か
よ
う
に
保
護
へ

の
差
異
を
設
け
る
の
は
、
技
巧
的
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
法
益
主
体
は
各
自
の
動
機
（
あ
る
い
は
各
自
が
追
求
す
る
利
益
）
を
実

現
す
る
た
め
に
法
益
処
分
の
決
断
を
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
（
223
）

。
し
た
が
っ
て
、
法
益
主
体
に
反
す
る
行
為
か
否
か
を
判
断
す
る
に
際
し

て
、
法
益
主
体
が
同
意
し
た
意
思
決
定
過
程
が
等
閑
に
付
し
て
よ
い
と
す
る
な
ら
ば
、
構
成
要
件
や
法
益
を
め
ぐ
る
論
拠
以
上
の
、
確
か

な
論
拠
が
必
要
で
あ
る
。
前
節
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
、
構
成
要
件
や
保
護
法
益
の
解
釈
は
、
と
も
す
れ
ば
解
釈
者
の
偶
然
性
に
よ
っ

て
決
ま
る
か
ら
で
あ
る
。

）
八
八
八
（

同
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一
二
一

第
五
章
　
ま
と
め

同
意
二
分
説
に
つ
い
て
、
そ
の
理
論
的
背
景
、
主
張
の
骨
子
を
た
ど
り
、
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
批
判
的
考
察
を
加
え
た
。
か
よ

う
な
検
討
を
通
じ
て
析
出
さ
れ
た
問
題
点
は
、
現
在
の
同
意
論
に
お
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
り
う
る
。

二
分
説
は
、
同
意
論
に
お
け
る
過
去
の
見
解
な
の
で
は
な
い
。
現
在
に
お
い
て
も
、
そ
の
思
考
方
法
は
広
く
受
容
さ
れ
て
い
る
見
解
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
の
結
果
、
二
分
説
へ
の
理
論
的
批
判
は
決
定
的
で
あ
る
と
考
え
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
二
分

説
が
通
説
で
あ
る
と
は
さ
れ
て
は
い
て
も
、
学
説
に
よ
る
二
分
説
へ
の
批
判
は
極
め
て
強
力
化
し
て
い
る
。
法
益
関
係
的
錯
誤
説
（
224
）

や
規
範

的
自
律
説
（
225
）

、
価
値
観
説
（
226
）

、
法
益
保
持
責
任
説
（
227
）

の
登
場
に
も
顕
れ
て
い
る
と
お
り
、
理
論
的
に
一
貫
し
た
同
意
論
を
構
築
す
る
方
向
に
議
論

が
シ
フ
ト
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
っ
て
は
、
い
ま
も
な
お
右
の
各
説
が
拮
抗
し
、
議
論
が
膠
着
状
態
に

陥
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
関
す
る
私
見
は
、
本
稿
に
お
い
て
未
だ
提
示
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
次
の
こ

と
だ
け
は
明
確
で
あ
る
。
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
解
決
す
る
道
は
、
い
か
な
る
犯
罪
論
体
系
を
と
る
か
、
法
益
や
刑
罰
法
規
を
い
か
に
解

釈
す
る
べ
き
か
、
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
法
益
主
体
に
よ
る
法
益
処
分
の
意
思
決
定
を
目
的
に
し
た
行
為
者
の
欺
罔
行
為
と
、

個
々
の
法
益
主
体
が
法
益
処
分
を
決
意
す
る
に
至
っ
た
意
思
決
定
過
程
と
の
相
互
関
係
を
、
正
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
こ
そ
、
そ
の
解

決
の
道
が
あ
る
。
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
関
す
る
擬
律
に
関
す
る
私
見
は
、
稿
を
改
め
て
述
べ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。）

八
八
八
（



同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
二
一

第
五
章
　
ま
と
め

同
意
二
分
説
に
つ
い
て
、
そ
の
理
論
的
背
景
、
主
張
の
骨
子
を
た
ど
り
、
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
批
判
的
考
察
を
加
え
た
。
か
よ

う
な
検
討
を
通
じ
て
析
出
さ
れ
た
問
題
点
は
、
現
在
の
同
意
論
に
お
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
り
う
る
。

二
分
説
は
、
同
意
論
に
お
け
る
過
去
の
見
解
な
の
で
は
な
い
。
現
在
に
お
い
て
も
、
そ
の
思
考
方
法
は
広
く
受
容
さ
れ
て
い
る
見
解
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
の
結
果
、
二
分
説
へ
の
理
論
的
批
判
は
決
定
的
で
あ
る
と
考
え
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
二
分

説
が
通
説
で
あ
る
と
は
さ
れ
て
は
い
て
も
、
学
説
に
よ
る
二
分
説
へ
の
批
判
は
極
め
て
強
力
化
し
て
い
る
。
法
益
関
係
的
錯
誤
説
（
224
）

や
規
範

的
自
律
説
（
225
）

、
価
値
観
説
（
226
）

、
法
益
保
持
責
任
説
（
227
）

の
登
場
に
も
顕
れ
て
い
る
と
お
り
、
理
論
的
に
一
貫
し
た
同
意
論
を
構
築
す
る
方
向
に
議
論

が
シ
フ
ト
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
っ
て
は
、
い
ま
も
な
お
右
の
各
説
が
拮
抗
し
、
議
論
が
膠
着
状
態
に

陥
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
関
す
る
私
見
は
、
本
稿
に
お
い
て
未
だ
提
示
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
次
の
こ

と
だ
け
は
明
確
で
あ
る
。
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
解
決
す
る
道
は
、
い
か
な
る
犯
罪
論
体
系
を
と
る
か
、
法
益
や
刑
罰
法
規
を
い
か
に
解

釈
す
る
べ
き
か
、
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
法
益
主
体
に
よ
る
法
益
処
分
の
意
思
決
定
を
目
的
に
し
た
行
為
者
の
欺
罔
行
為
と
、

個
々
の
法
益
主
体
が
法
益
処
分
を
決
意
す
る
に
至
っ
た
意
思
決
定
過
程
と
の
相
互
関
係
を
、
正
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
こ
そ
、
そ
の
解

決
の
道
が
あ
る
。
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
関
す
る
擬
律
に
関
す
る
私
見
は
、
稿
を
改
め
て
述
べ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。）

八
八
八
（



日
本
法
学

　第
九
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
二
五
年
六
月
）

一
二
二

（
1
） 

野
村
和
彦
「
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
初
期
の
学
説
状
況
─
「
利
益
説
」
と
「
法
益
説
」
の
対
立
─
」
日
本
法
学
八
八
巻
三
号

（
二
〇
二
三
年
）
一
六
三
頁
。

（
2
） 
ゲ
ー
ル
ズ
の
二
分
説
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
須
之
内
克
彦
『
刑
法
に
お
け
る
被
害
者
の
同
意
』（
二
〇
〇
四
年
）
二
七
頁
以
下
、
佐
藤
陽

子
「
わ
が
国
の
承
諾
論
と
ゲ
ー
ル
ズ
の
二
元
説
─
な
ぜ
わ
が
国
に
お
い
て
ゲ
ー
ル
ズ
の
二
元
説
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
─
」
浅
田
和
茂
他

編
『
刑
事
法
学
の
系
譜
─
内
田
文
昭
先
生
米
寿
記
念
─
』（
二
〇
二
二
年
）
所
収
二
八
九
頁
以
下
が
あ
る
。

（
3
） 

こ
の
ほ
か
、
ク
ラ
ウ
ス
・
ロ
ク
シ
ン
（C

laus R
oxin

）
と
ル
イ
ス
・
グ
レ
コ
は
（ L

uís G
reco

）
は
、
二
分
説
の
理
論
的
特
徴
と
し
て
、
法

益
主
体
に
よ
る
意
思
表
示
の
要
否
、
法
益
処
分
能
力
の
要
否
、
公
序
良
俗
違
反
の
適
用
の
可
否
、
同
意
に
対
す
る
行
為
者
側
に
よ
る
認
識
の
可
否
、

行
為
者
側
に
よ
る
同
意
の
錯
誤
に
対
す
る
処
理
の
相
違
、
を
挙
げ
る
。R

oxin/G
reco, A

T
, 5. A

ufl. 

（2020

）, S
.652 f.

（
4
） S

chönke/S
chröder, 30. A

ufl., V
or 

§§ 32 ff., R
dn. 29, 30 

（S
ternberg-L

ieben

）; L
K

, 13. A
ufl. 

（2019

）, V
or 

§§ 32 ff., R
dn. 147, 

148

（R
önnau

）; Joerg B
ram

m
sen, E

inverständnis und E
inw

illigung, in F
S

 für K
eiichi Y

am
anaka

（2017

）, S
.4-12.

　
な
お
、
ヨ
ー

ク
・
ブ
ラ
ム
ゼ
ン
は
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
と
違
法
阻
却
的
同
意
に
は
相
当
重
な
り
合
う
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
両
者
の
相
違

点
と
し
て
同
意
の
意
思
表
示
の
問
題
を
挙
げ
て
い
る
。V

gl. B
ram

m
sen, aaO

, S
.15 f.

（
5
） 

本
稿
第
四
章
第
一
節
を
参
照
。

（
6
） F

riedrich G
eerds, E

inw
illigung und E

inverständnis des V
erletzten im

 S
trafrecht, G

A
 1954, S

.262.

（
7
） E

rnst Z
itelm

ann, A
usschluß der W

iderrechtlichkeit, A
rchiv für die C

ivilistische P
raxis, 99, 1906, S

.1 f.

（
8
） K

arl B
inding, H

andbuch des S
trafrechts, B

and 1, 1885, S
.713 f.

（
9
） Z

itelm
ann, aaO

前
掲
注（
7
）S.7.

（
10
） Z

itelm
ann, aaO

前
掲
注（
7
）S.11.

（
11
） Z

itelm
ann, aaO

前
掲
注（
7
）S.18.

（
12
） Z

itelm
ann, aaO

前
掲
注（
7
）S.15.

（
13
） Z

itelm
ann, aaO

前
掲
注（
7
）S.23.

）
八
八
八
（

同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
二
三

（
14
） Z

itelm
ann, aaO

前
掲
注（
7
）S.21-22.

（
15
） Z

itelm
ann, aaO

前
掲
注（
7
）S.48.

（
16
） Z

itelm
ann, aaO

前
掲
注（
7
）S.49.

（
17
） Z

itelm
ann, aaO

前
掲
注（
7
）S.55-56.

（
18
） Z

itelm
ann, aaO

前
掲
注（
7
）S.68.

（
19
） 

な
お
、
同
意
の
有
効
性
を
制
限
す
る
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
野
村
・
前
掲
論
文
・
前
掲
注（
1
）一
九
二
頁
を
参
照
。

（
20
） Z

itelm
ann, aaO

前
掲
注（
7
）S.64.

（
21
） Z

itelm
ann, aaO

前
掲
注（
7
）S.64-65.

（
22
） Z

itelm
ann, aaO

前
掲
注（
7
）S.70.

（
23
） Z

itelm
ann, aaO

前
掲
注（
7
）S.75.

（
24
） H

ans A
lbrecht F

ischer, D
ie R

echtsw
idrigkeit m

it besonderer B
erücksichtigung des P

rivatrechts, 1911.

（
25
） F

ischer, aaO

前
掲
注（
24
）S.271.

（
26
） F

ischer, aaO

前
掲
注（
24
）S.271.

　
な
お
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
同
意
を
め
ぐ
る
錯
誤
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
捉
え
る
。
権
利
主
体
が
同

意
を
誤
っ
て
与
え
た
り
、
あ
る
い
は
、
行
為
者
が
こ
の
同
意
の
有
効
性
を
免
責
的
に
誤
認
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
行
為
者
が
、
権
利
主
体
に
よ
る
同

意
の
撤
回
を
免
責
的
に
認
識
し
な
か
っ
た
り
し
た
と
き
は
、
行
為
者
に
は
責
任
が
な
く
、
損
害
賠
償
義
務
も
全
面
的
に
あ
る
い
は
部
分
的
に
免
れ
う

る
（F

ischer, aaO

前
掲
注（
24
）S.272

）。

さ
ら
に
同
意
の
公
序
良
俗
違
反
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
他
者
侵
害
あ
る
い
は
自
己
侵
害
の
同
意
の
公
序
良
俗
違
反
性
に
関
す
る
錯
誤
に

つ
い
て
、
行
為
者
が
免
責
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
し
か
し
、
行
為
者
と
被
害
者
の
間
で
公
序
良
俗
に
反
す
る
同
意
が
な
さ
れ
た
場
合
、
あ
る

い
は
、
行
為
者
が
有
責
的
に
同
意
の
有
効
性
に
つ
い
て
錯
誤
に
陥
っ
て
い
た
場
合
、
さ
ら
に
、
行
為
者
も
被
害
者
も
同
意
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
認

識
し
て
い
た
場
合
、
行
為
者
は
損
害
賠
償
責
任
を
、
全
面
的
ま
た
は
部
分
的
に
免
れ
る
（F

ischer, aaO

前
掲
注（
24
）S.275, F

n.11

）。

（
27
） F

ischer, aaO

前
掲
注（
24
）S.273.

）
八
八
八
（



同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
二
三

（
14
） Z

itelm
ann, aaO

前
掲
注（
7
）S.21-22.

（
15
） Z

itelm
ann, aaO

前
掲
注（
7
）S.48.

（
16
） Z

itelm
ann, aaO

前
掲
注（
7
）S.49.

（
17
） Z

itelm
ann, aaO

前
掲
注（
7
）S.55-56.

（
18
） Z

itelm
ann, aaO

前
掲
注（
7
）S.68.

（
19
） 

な
お
、
同
意
の
有
効
性
を
制
限
す
る
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
野
村
・
前
掲
論
文
・
前
掲
注（
1
）一
九
二
頁
を
参
照
。

（
20
） Z

itelm
ann, aaO

前
掲
注（
7
）S.64.

（
21
） Z

itelm
ann, aaO

前
掲
注（
7
）S.64-65.

（
22
） Z

itelm
ann, aaO

前
掲
注（
7
）S.70.

（
23
） Z

itelm
ann, aaO

前
掲
注（
7
）S.75.

（
24
） H

ans A
lbrecht F

ischer, D
ie R

echtsw
idrigkeit m

it besonderer B
erücksichtigung des P

rivatrechts, 1911.

（
25
） F

ischer, aaO

前
掲
注（
24
）S.271.

（
26
） F

ischer, aaO

前
掲
注（
24
）S.271.

　
な
お
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
同
意
を
め
ぐ
る
錯
誤
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
捉
え
る
。
権
利
主
体
が
同

意
を
誤
っ
て
与
え
た
り
、
あ
る
い
は
、
行
為
者
が
こ
の
同
意
の
有
効
性
を
免
責
的
に
誤
認
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
行
為
者
が
、
権
利
主
体
に
よ
る
同

意
の
撤
回
を
免
責
的
に
認
識
し
な
か
っ
た
り
し
た
と
き
は
、
行
為
者
に
は
責
任
が
な
く
、
損
害
賠
償
義
務
も
全
面
的
に
あ
る
い
は
部
分
的
に
免
れ
う

る
（F

ischer, aaO

前
掲
注（
24
）S.272

）。

さ
ら
に
同
意
の
公
序
良
俗
違
反
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
他
者
侵
害
あ
る
い
は
自
己
侵
害
の
同
意
の
公
序
良
俗
違
反
性
に
関
す
る
錯
誤
に

つ
い
て
、
行
為
者
が
免
責
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
し
か
し
、
行
為
者
と
被
害
者
の
間
で
公
序
良
俗
に
反
す
る
同
意
が
な
さ
れ
た
場
合
、
あ
る

い
は
、
行
為
者
が
有
責
的
に
同
意
の
有
効
性
に
つ
い
て
錯
誤
に
陥
っ
て
い
た
場
合
、
さ
ら
に
、
行
為
者
も
被
害
者
も
同
意
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
認

識
し
て
い
た
場
合
、
行
為
者
は
損
害
賠
償
責
任
を
、
全
面
的
ま
た
は
部
分
的
に
免
れ
る
（F

ischer, aaO

前
掲
注（
24
）S.275, F

n.11

）。

（
27
） F

ischer, aaO

前
掲
注（
24
）S.273.

）
八
八
八
（



日
本
法
学

　第
九
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
二
五
年
六
月
）

一
二
四

（
28
） R

einhard F
rank, D

as S
trafgesetzbuch für das D

eutsche R
eich, 18 neubearbeitete A

ufl. 

（1931

）, S
.141.

（
29
） F

rank, aaO

前
掲
注（
28
）S.143.

（
30
） F

rank, aaO

前
掲
注（
28
）S.142.

（
31
） F

rank, aaO

前
掲
注（
28
）S.141-142.

（
32
） K

iehl, D
ie E

inw
illigung eines M

inderjährigen nach geltenden S
trafrechten, G

A
 1907, 380-381. 

キ
ー
ル
に
よ
る
と
、
ツ
ィ
ー
テ

ル
マ
ン
の
見
解
に
立
つ
と
、
同
意
に
お
い
て
は
、
行
為
者
に
悪
意
の
抗
弁
権
や
被
害
者
の
共
同
責
任
を
主
張
す
る
こ
と
を
認
め
、
他
方
、
被
害
者
に

は
公
序
良
俗
に
よ
る
同
意
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
民
法
だ
け
に
限
っ
て
正
当
で
あ
り
、
刑
法
に
お

い
て
は
重
要
で
な
い
、
と
さ
れ
る
。

（
33
） K

iehl, aaO

前
掲
注（
32
）S.381.

（
34
） K

iehl, aaO

前
掲
注（
32
）S.382.

（
35
） K

iehl, aaO

前
掲
注（
32
）S.382.

（
36
） K

iehl, aaO

前
掲
注（
32
）S.382-383.

（
37
） K

iehl, aaO

前
掲
注（
32
）S.383.

（
38
） K

iehl, aaO

前
掲
注（
32
）S.383.

（
39
） H

einrich G
erland, D

ie S
elbstverletzung und die V

erletzung des E
inw

illigenden, V
ergleichende D

arstellung des deutschen 

und ausländen S
trafrechts, in: H

rsg. von K
arl von B

irkm
eyer, F

ritz van C
alker, R

einhard F
rank, R

obert von H
ippel, W

ilhelm
 

K
ahl, K

arl von L
ilienthal, F

ranz von L
iszt, A

dolf W
ach, V

ergleichende D
arstellung des deutschen und ausländischen 

S
trafrechts, A

llgem
einer T

eil,Ⅱ
. B

and 

（1908

）, S
.503, F

n.1.

（
40
） G

erland, aaO

前
掲
注（
39
）S.495, F

n.5.

（
41
） G

erland, aaO

前
掲
注（
39
）S.496.

（
42
） G

erland, aaO

前
掲
注（
39
）S.503.

）
八
八
八
（

同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
二
五

（
43
） G

erland, aaO

前
掲
注（
39
）S.505.

（
44
） F

ranz von L
iszt, L

ehrbuch des D
eutschen S

trafrechts, 20. A
ufl. 

（1914

）, S
.160. 

た
と
え
ば
、
殺
人
は
同
意
が
あ
っ
て
も
違
法
で

あ
る
が
（
刑
法
二
一
六
条
）、
女
性
の
貞
操 

（w
eibliche G

eschlechtsehre

） 

や
自
由
、
財
産
な
ど
の
侵
害
に
つ
い
て
は
、
同
意
に
よ
り
、
違
法
な

特
徴 

（E
igenart

）
が
失
わ
れ
る
と
す
る
。L

iszt, aaO
, S

.160, F
n.6.

（
45
） L

iszt, aaO
,

前
掲
注（
44
）S.160, F

n.7.

（
46
） 

リ
ス
ト
の
基
本
的
立
場
は
、
そ
の
死
後
、
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（E

berhard S
chm

idt

）
に
よ
っ
て
補
訂
さ
れ
た
刑
法
教
科
書

に
お
い
て
も
、
維
持
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
女
性
誘
拐
罪
の
記
述
の
な
か
で
、
行
為
者
の
欺
罔
に
よ
る
同
意
は
無
効
で
あ
る
が
、
そ
の
欺
罔
は
誘
拐

そ
れ
自
体
に
関
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
誘
拐
の
目
的
に
関
す
る
欺
罔
は
必
ず
し
も
そ
の
同
意
を
無
効
と
し
な
い
と
し
て
い
る
。L

iszt-

S
chm

idt, L
ehrbuch des D

eutschen S
trafrechts, 23. A

ufl. 

（1921

）, S
.380.

（
47
） 

一
九
〇
九
年
に
は
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
改
正
予
備
草
案
、
一
九
一
三
年
に
は
ラ
イ
ヒ
司
法
省
に
よ
る
委
員
会
草
案
、
そ
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
お
よ

び
ド
イ
ツ
革
命
後
に
は
、
一
九
一
三
年
草
案
を
基
礎
に
し
つ
つ
新
し
い
政
治
体
制
を
ふ
ま
え
た
一
九
一
九
年
草
案
が
、
そ
れ
ぞ
れ
現
れ
た
。
ホ
ー

ニ
ッ
ヒ
の
教
授
資
格
論
文
（
後
掲
注（
48
））
は
、
一
九
一
三
年
草
案
か
ら
一
九
一
九
年
草
案
の
間
に
執
筆
さ
れ
た
。V

gl. D
avid C

hristopher 

W
eiglin, R

ichard M
artin H

onig 

（1890-1981

） - L
eben und F

rühw
erk eines deutschen Juristen jüdischer H

erkunft, S
.61-63 

（2011

）.

（
48
） R

ichard H
onig, D

ie E
inw

illigung des V
erletzten 

（1919

）.

（
49
） 

ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
は
、
自
然
法
学
派
や
歴
史
法
学
派
、
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
派
、
社
会
的
実
証
法
学
派
、
一
般
法
学
派
が
、
こ
れ
ま
で
同
意
を
め
ぐ
り
、

い
か
な
る
議
論
を
展
開
し
て
き
た
か
を
詳
説
し
て
い
る
。

（
50
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.84.

（
51
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.158.

（
52
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.162.

　
な
お
、
こ
こ
で
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
は
、
後
述
の
ベ
ー
リ
ン
グ
の
見
解
を
引
用
す
る
。

（
53
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.160.

（
54
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.160-161.

）
八
八
八
（



同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
二
五

（
43
） G

erland, aaO

前
掲
注（
39
）S.505.

（
44
） F

ranz von L
iszt, L

ehrbuch des D
eutschen S

trafrechts, 20. A
ufl. 

（1914

）, S
.160. 

た
と
え
ば
、
殺
人
は
同
意
が
あ
っ
て
も
違
法
で

あ
る
が
（
刑
法
二
一
六
条
）、
女
性
の
貞
操 

（w
eibliche G

eschlechtsehre

） 

や
自
由
、
財
産
な
ど
の
侵
害
に
つ
い
て
は
、
同
意
に
よ
り
、
違
法
な

特
徴 
（E

igenart

）
が
失
わ
れ
る
と
す
る
。L

iszt, aaO
, S

.160, F
n.6.

（
45
） L

iszt, aaO
,

前
掲
注（
44
）S.160, F

n.7.

（
46
） 

リ
ス
ト
の
基
本
的
立
場
は
、
そ
の
死
後
、
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（E

berhard S
chm

idt

）
に
よ
っ
て
補
訂
さ
れ
た
刑
法
教
科
書

に
お
い
て
も
、
維
持
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
女
性
誘
拐
罪
の
記
述
の
な
か
で
、
行
為
者
の
欺
罔
に
よ
る
同
意
は
無
効
で
あ
る
が
、
そ
の
欺
罔
は
誘
拐

そ
れ
自
体
に
関
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
誘
拐
の
目
的
に
関
す
る
欺
罔
は
必
ず
し
も
そ
の
同
意
を
無
効
と
し
な
い
と
し
て
い
る
。L

iszt-

S
chm

idt, L
ehrbuch des D

eutschen S
trafrechts, 23. A

ufl. 

（1921

）, S
.380.

（
47
） 

一
九
〇
九
年
に
は
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
改
正
予
備
草
案
、
一
九
一
三
年
に
は
ラ
イ
ヒ
司
法
省
に
よ
る
委
員
会
草
案
、
そ
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
お
よ

び
ド
イ
ツ
革
命
後
に
は
、
一
九
一
三
年
草
案
を
基
礎
に
し
つ
つ
新
し
い
政
治
体
制
を
ふ
ま
え
た
一
九
一
九
年
草
案
が
、
そ
れ
ぞ
れ
現
れ
た
。
ホ
ー

ニ
ッ
ヒ
の
教
授
資
格
論
文
（
後
掲
注（
48
））
は
、
一
九
一
三
年
草
案
か
ら
一
九
一
九
年
草
案
の
間
に
執
筆
さ
れ
た
。V

gl. D
avid C

hristopher 

W
eiglin, R

ichard M
artin H

onig 

（1890-1981
） - L

eben und F
rühw

erk eines deutschen Juristen jüdischer H
erkunft, S

.61-63 

（2011

）.

（
48
） R

ichard H
onig, D

ie E
inw

illigung des V
erletzten 

（1919

）.

（
49
） 

ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
は
、
自
然
法
学
派
や
歴
史
法
学
派
、
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
派
、
社
会
的
実
証
法
学
派
、
一
般
法
学
派
が
、
こ
れ
ま
で
同
意
を
め
ぐ
り
、

い
か
な
る
議
論
を
展
開
し
て
き
た
か
を
詳
説
し
て
い
る
。

（
50
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.84.

（
51
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.158.

（
52
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.162.

　
な
お
、
こ
こ
で
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
は
、
後
述
の
ベ
ー
リ
ン
グ
の
見
解
を
引
用
す
る
。

（
53
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.160.

（
54
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.160-161.

）
八
八
八
（



日
本
法
学

　第
九
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
二
五
年
六
月
）

一
二
六

（
55
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.161.

（
56
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.161.

　
特
に
、
刑
法
二
三
五
条
（
児
童
誘
拐
罪
）
と
同
二
三
七
条
（
未
成
年
者
誘
拐
罪
）
が
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。

（
57
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.164.

（
58
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.158.

（
59
） Z

itelm
ann, aaO

前
掲
注（
7
）S.74 f.

（
60
） G

eerds, aaO
前
掲
注（
6
）S.262, F

n.2.

（
61
） E

rnst B
eling, D

ie L
ehre vom

 V
erbrechen, 1906.

（
62
） B

eling, aaO
 

（1906

）
前
掲
注（
61
）S.218.

（
63
） H

onig, aaO
,

前
掲
注（
48
）S.162, F

n.91.

（
64
） B

eling, aaO
 

（1906

）
前
掲
注（
61
）S.219-220.

（
65
） B

eling, aaO
 

（1906

）
前
掲
注（
61
）S.221.

（
66
） B

eling, aaO
 

（1906

）
前
掲
注（
61
）S.221-222.

（
67
） B

eling, aaO
 

（1906

）
前
掲
注（
61
）S.223.

（
68
） B

eling, aaO
 

（1906

）
前
掲
注（
61
）S.223.

（
69
） 

そ
の
ほ
か
に
、
ベ
ー
リ
ン
グ
は
同
意
論
を
具
体
的
に
ど
う
捉
え
て
い
た
の
か
。
医
師
の
治
療
行
為
に
お
け
る
刑
事
責
任
に
関
す
る
論
文
か
ら
垣

間
み
た
い
（E

rnst B
eling, D

ie strafrechtliche V
erantw

ortlichkeit des A
rztes bei V

ornahm
e und U

nterlassung operativer E
ingriffe, 

Z
S

tW
 44 

（1924

）, S
.220 f.

）。

ベ
ー
リ
ン
グ
は
、
身
体
法
益
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
関
連
す
る
法
益
主
体
の
利
益
を
一
定
限
度
に
お
い
て
肯
定
し
、
身
体
法
益
と
関
連
利
益
を
一
体

的
に
次
の
よ
う
に
把
握
す
る
。
身
体
に
は
、
①
存
在
利
益
、
②
身
体
に
対
す
る
願
望
的
利
益
、
③
可
動
の
自
由
の
利
益
が
あ
る
。
②
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
三
つ
の
場
合
に
枝
分
か
れ
す
る
。
⒜
自
身
の
健
康
（
客
観
的
な
心
身
の
状
態
）、
⒝
主
観
的
な
健
康
（
痛
み
や
弱
さ
、
そ
の
他
、
痛
み
に
準

）
八
八
八
（

同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
二
七

ず
る
感
情
的
不
快
感
か
ら
の
自
由
）、
⒞
外
見
（
身
体
を
醜
く
さ
れ
な
い
こ
と
）、
で
あ
る
。V

gl. B
eling, aaO

 

（1924

）, S
.222.

（
70
） F

riedrich G
eerds, E

inw
illigung und E

inverständnis des V
erletzten im

 S
trafgesetzentw

urf, Z
S

tW
 62

（1960

）, S
.90.

（
71
） 

ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
ケ
ス
ラ
ー
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
野
村
・
前
掲
書
・
前
掲
注（
1
）一
五
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
72
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.76.

（
73
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.94.

（
74
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.95-96.

　
被
害
者
の
同
意
（
他
者
侵
害
に
よ
る
）
と
自
己
侵
害
の
区
別
は
法
益
処
分
の
可
否
の
問
題
と
考
え
る
リ

ス
ト
の
見
解
や
、
刑
罰
法
規
か
ら
み
て
自
己
侵
害
行
為
は
不
可
罰
で
あ
る
と
す
る
ベ
ー
リ
ン
グ
の
見
解
を
批
判
す
る
文
脈
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
75
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.97.

（
76
） H

onig. aaO

前
掲
注（
48
）S.98.

（
77
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.100.

（
78
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.110-111.

（
79
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.117.

（
80
） H

oing, aaO

前
掲
注（
48
）S.117.

（
81
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.119.

（
82
） H

ans W
elzel, D

as D
eutsche S

trafrecht in seinen G
rundzügen, 2. A

ufl. 

（1949

）, S
.55 ff.

　
こ
の
分
類
は
以
後
も
維
持
さ
れ
、
ゲ
ー

ル
ズ
の
い
うE

inverständnis

を
用
い
て
、
構
成
要
件
該
当
性
を
阻
却
す
る
同
意
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。V

gl. W
elzel, D

as D
eutsche S

trafrecht, 

11.A
ufl.

（1969

）, S
.95.

（
83
） 

一
例
と
し
て
強
姦
（N

otzucht

）
を
挙
げ
る
。
法
益
主
体
が
行
為
を
快
く
受
け
容
れ
る
用
意
が
あ
っ
た
と
き
（vis haud ingrata

）
は
、
そ
の

意
思
を
相
手
に
示
し
て
い
な
く
て
も
、
行
為
に
対
す
る
同
意
が
肯
定
さ
れ
る
。W

elzel, aaO
 

（1949

）
前
掲
注（
82
）S.55.

（
84
） W

elzel, aaO
 

（1969

）
前
掲
注（
82
）S.331.

　
た
だ
し
こ
の
場
合
、
監
護
者
は
売
春
仲
介
の
罪
に
問
わ
れ
る
余
地
が
あ
る
。

（
85
） W

elzel, aaO
 

（1969

）
前
掲
注（
82
）S.331.

）
八
八
七
（



同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
二
七

ず
る
感
情
的
不
快
感
か
ら
の
自
由
）、
⒞
外
見
（
身
体
を
醜
く
さ
れ
な
い
こ
と
）、
で
あ
る
。V

gl. B
eling, aaO

 

（1924

）, S
.222.

（
70
） F

riedrich G
eerds, E

inw
illigung und E

inverständnis des V
erletzten im

 S
trafgesetzentw

urf, Z
S

tW
 62

（1960

）, S
.90.

（
71
） 
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
ケ
ス
ラ
ー
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
野
村
・
前
掲
書
・
前
掲
注（
1
）一
五
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
72
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.76.

（
73
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.94.

（
74
） H

onig, aaO
前
掲
注（
48
）S.95-96.

　
被
害
者
の
同
意
（
他
者
侵
害
に
よ
る
）
と
自
己
侵
害
の
区
別
は
法
益
処
分
の
可
否
の
問
題
と
考
え
る
リ

ス
ト
の
見
解
や
、
刑
罰
法
規
か
ら
み
て
自
己
侵
害
行
為
は
不
可
罰
で
あ
る
と
す
る
ベ
ー
リ
ン
グ
の
見
解
を
批
判
す
る
文
脈
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
75
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.97.

（
76
） H

onig. aaO

前
掲
注（
48
）S.98.

（
77
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.100.

（
78
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.110-111.

（
79
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.117.

（
80
） H

oing, aaO

前
掲
注（
48
）S.117.

（
81
） H

onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.119.

（
82
） H

ans W
elzel, D

as D
eutsche S

trafrecht in seinen G
rundzügen, 2. A

ufl. 

（1949

）, S
.55 ff.

　
こ
の
分
類
は
以
後
も
維
持
さ
れ
、
ゲ
ー

ル
ズ
の
い
うE

inverständnis

を
用
い
て
、
構
成
要
件
該
当
性
を
阻
却
す
る
同
意
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。V

gl. W
elzel, D

as D
eutsche S

trafrecht, 

11.A
ufl.

（1969

）, S
.95.

（
83
） 

一
例
と
し
て
強
姦
（N

otzucht

）
を
挙
げ
る
。
法
益
主
体
が
行
為
を
快
く
受
け
容
れ
る
用
意
が
あ
っ
た
と
き
（vis haud ingrata

）
は
、
そ
の

意
思
を
相
手
に
示
し
て
い
な
く
て
も
、
行
為
に
対
す
る
同
意
が
肯
定
さ
れ
る
。W

elzel, aaO
 

（1949

）
前
掲
注（
82
）S.55.

（
84
） W

elzel, aaO
 

（1969

）
前
掲
注（
82
）S.331.

　
た
だ
し
こ
の
場
合
、
監
護
者
は
売
春
仲
介
の
罪
に
問
わ
れ
る
余
地
が
あ
る
。

（
85
） W

elzel, aaO
 

（1969

）
前
掲
注（
82
）S.331.

）
八
八
七
（



日
本
法
学

　第
九
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
二
五
年
六
月
）

一
二
八

（
86
） W

elzel, aaO

（1969

）
前
掲
注（
82
）S.333.

（
87
） W

elzel, aaO

（1969

）
前
掲
注（
82
）S.95, 409.

（
88
） W

elzel, aaO

（1949

）
前
掲
注（
82
）S.55.

　
な
お
、
法
益
主
体
の
判
断
能
力
と
は
、
相
手
方
の
行
為
と
自
己
が
な
し
た
同
意
の
意
味
を
理
解

す
る
力
の
こ
と
で
あ
る
。V

gl. W
elzel, aaO

 

（1949

）
前
掲
注（
82
）S.56.

（
89
） 

結
果
に
対
す
る
同
意
の
み
の
場
合
は
、
行
為
無
価
値
は
残
る
と
し
て
い
る
。W

elzel, aaO
 

（1949

）
前
掲
注（
82
）S.55-56.

（
90
） W

elzel, aaO
 

（1949

）
前
掲
注（
82
）S.55-56.

　
こ
こ
で
は
、
こ
こ
で
は
法
益
侵
害
説
が
構
想
す
る
同
意
論
、
す
な
わ
ち
法
益
主
体
が
法
益
処

分
の
意
思
を
抱
き
さ
え
す
れ
ば
（
意
思
方
向
説
）、
同
意
は
有
効
と
す
る
見
解
が
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

（
91
） W

elzel, aaO
 

（1949
）
前
掲
注（
82
）S.56.

　
公
序
良
俗
違
反
は
故
意
傷
害
罪
に
お
い
て
の
み
規
定
さ
れ
て
は
い
る
が
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、

法
益
の
趣
旨
を
考
慮
し
な
が
ら
、
他
の
犯
罪
へ
の
適
用
を
肯
定
す
る
。
な
お
、
窃
盗
罪
や
横
領
、
器
物
損
壊
に
つ
い
て
は
、
法
律
行
為
的
同
意
を
考

え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
す
る
。W

elzel, aaO
 

（1949

）
前
掲
注（
82
）S.56-57.

（
92
） W

elzel, aaO
 

（1969

）
前
掲
注（
82
）S.53.

（
93
） H

ans-H
einrich Jescheck, L

ehrbuch des S
trafrechts, A

T
, 3.A

ufl.（1978

）, S
.299, 259.

　
な
お
、
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
と
ト
ー
マ
ス･

ヴ
ァ

イ
ゲ
ン
ト 

（T
hom

as W
egend

） 

に
よ
る
刑
法
総
論
の
教
科
書
（
第
五
版
）
で
は
、
類
型
的
不
法
が
存
在
し
な
い
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る 

（H
ans-

H
einrich Jescheck / T

hom
as W

eigend, L
ehrbuch des S

trafrechts, A
T

, 5.A
ufl.

（1996

）, S
.373.

）。

（
94
） W

elzel, aaO
 

（1969

）
前
掲
注（
82
）S.53.

（
95
） W

elzel, aaO
 

（1969

）
前
掲
注（
82
）S.53.

（
96
） H

ellm
uth M

ayer, S
trafrecht, A

T
 

（1953

）, S
.166 ff.

（
97
） H

. M
ayer, aaO

, 

（1953

）
前
掲
注（
96
）S.166 ff.

　
な
お
、
違
法
性
を
阻
却
す
る
同
意
に
関
し
て
は
、
意
思
表
示
説
を
明
確
に
採
る
。V

gl. 

H
. M

ayer, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
96
）S.167.

（
98
） H

. M
ayer, aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
96
）S.166 ff.

（
99
） H

. M
ayer, aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
96
）S.168.

）
八
八
七
（

同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
二
九

（
100
） H

.M
ayer, aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
96
）S.166.

（
101
） H

.M
ayer, aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
96
）S.167.

（
102
） H

.M
ayer, aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
96
）S.167.

（
103
） H

.M
ayer, aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
96
）S.167.

（
104
） H

. M
ayer, aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
96
）S.52. 

な
お
、
マ
イ
ヤ
ー
は
、J.M

.F
 B

irnbaum

や
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
文
献
を
引
用
し
て
、
法
益
と

権
利
（S

ubjektives R
echt

）
と
を
区
別
す
る
。
権
利
と
は
、
法
秩
序
が
個
人
に
与
え
て
い
る
、
法
的
な
力
（R

echtsm
acht

）
を
い
う
。
た
と
え

ば
、
個
人
は
民
事
訴
訟
に
よ
っ
て
権
利
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
法
益
主
体
の
権
利
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、
民
法
だ
け
で
は
、
そ

の
保
護
の
時
点
が
遅
す
ぎ
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
105
） H

. M
ayer, aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
96
）S.51.

（
106
） H

. M
ayer, aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
96
）S.52.

（
107
） H

. M
ayer, aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
96
）S.53.

（
108
） H

. M
ayer, aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
96
）S.52-53.

（
109
） G

eerds, aaO
 

（1954

）
前
掲
注（
6
）S.262.

（
110
） F

riedrich G
eerds, E

inw
illigung und E

inverständnis des V
erletzten, D

issertation K
iel 

（1953

）, S
.103.

（
111
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.103.

（
112
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.104. 

な
お
、
本
章
に
お
い
て
ゲ
ー
ル
ズ
の
二
分
説
を
概
観
す
る
に
限
り
、
山
中
敬
一
の
訳
語
（
同

「
被
害
者
の
同
意
に
お
け
る
意
思
の
欠
缺
」
関
西
大
学
法
学
論
集
三
三
巻
三
─
五
号
（
一
九
八
三
年
）
二
七
五
頁
）
に
な
ら
い
、「
合
意
」
と
「
同

意
」
の
用
語
を
用
い
る
。

（
113
） G

eerds, aaO

前
掲
注（
6
）S.262.

（
114
） 

な
お
、
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
刑
法
を
基
礎
に
据
え
た
二
分
説
を
、
民
法
に
も
適
用
す
る
可
能
性
も
検
討
し
て
い
る
（G

eerds, aaO
, 

（1953

） 

前
掲

注（
110
）S.209

）。
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
が
民
法
に
お
け
る
法
律
行
為
概
念
を
刑
法
の
同
意
論
に
及
ぼ
そ
う
と
し
た
の
と
、
ち
ょ
う
ど
逆
の
展
開
と
い
え

）
八
八
七
（



同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
二
九

（
100
） H

.M
ayer, aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
96
）S.166.

（
101
） H

.M
ayer, aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
96
）S.167.

（
102
） H

.M
ayer, aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
96
）S.167.

（
103
） H

.M
ayer, aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
96
）S.167.

（
104
） H

. M
ayer, aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
96
）S.52. 

な
お
、
マ
イ
ヤ
ー
は
、J.M

.F
 B

irnbaum

や
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
文
献
を
引
用
し
て
、
法
益
と

権
利
（S

ubjektives R
echt

）
と
を
区
別
す
る
。
権
利
と
は
、
法
秩
序
が
個
人
に
与
え
て
い
る
、
法
的
な
力
（R

echtsm
acht

）
を
い
う
。
た
と
え

ば
、
個
人
は
民
事
訴
訟
に
よ
っ
て
権
利
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
法
益
主
体
の
権
利
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、
民
法
だ
け
で
は
、
そ

の
保
護
の
時
点
が
遅
す
ぎ
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
105
） H

. M
ayer, aaO

 

（1953
）
前
掲
注（
96
）S.51.

（
106
） H

. M
ayer, aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
96
）S.52.

（
107
） H

. M
ayer, aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
96
）S.53.

（
108
） H

. M
ayer, aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
96
）S.52-53.

（
109
） G

eerds, aaO
 

（1954

）
前
掲
注（
6
）S.262.

（
110
） F

riedrich G
eerds, E

inw
illigung und E

inverständnis des V
erletzten, D

issertation K
iel 

（1953

）, S
.103.

（
111
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.103.

（
112
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.104. 

な
お
、
本
章
に
お
い
て
ゲ
ー
ル
ズ
の
二
分
説
を
概
観
す
る
に
限
り
、
山
中
敬
一
の
訳
語
（
同

「
被
害
者
の
同
意
に
お
け
る
意
思
の
欠
缺
」
関
西
大
学
法
学
論
集
三
三
巻
三
─
五
号
（
一
九
八
三
年
）
二
七
五
頁
）
に
な
ら
い
、「
合
意
」
と
「
同

意
」
の
用
語
を
用
い
る
。

（
113
） G

eerds, aaO

前
掲
注（
6
）S.262.

（
114
） 

な
お
、
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
刑
法
を
基
礎
に
据
え
た
二
分
説
を
、
民
法
に
も
適
用
す
る
可
能
性
も
検
討
し
て
い
る
（G

eerds, aaO
, 

（1953

） 

前
掲

注（
110
）S.209

）。
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
が
民
法
に
お
け
る
法
律
行
為
概
念
を
刑
法
の
同
意
論
に
及
ぼ
そ
う
と
し
た
の
と
、
ち
ょ
う
ど
逆
の
展
開
と
い
え

）
八
八
七
（



日
本
法
学

　第
九
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
二
五
年
六
月
）

一
三
〇

よ
う
。
刑
法
に
お
け
る
二
種
類
の
同
意
が
、
ド
イ
ツ
民
法
八
二
三
条
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
不
法
行
為
の
損
害
賠
償
義
務
を
阻
却
す
る
か
否
か

が
主
な
論
点
で
あ
る
。

構
成
要
件
阻
却
的
同
意
お
よ
び
違
法
阻
却
的
同
意
は
、
事
実
的
な
（
法
律
行
為
で
は
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
）
も
の
と
し
て
、
広
く
「
許

可
」
と
解
し
た
上
で
（G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
） S

.227.

）、
前
者
に
つ
い
て
は
同
条
二
項
（
民
法
以
外
の
保
護
法
に
違
反
し
た
場
合
）

を
根
拠
に
し
て
損
害
賠
償
義
務
を
否
定
す
る
（G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.228

）。
後
者
に
つ
い
て
は
、
原
則
規
定
で
あ
る
同
条
一
項

に
基
づ
く
損
害
賠
償
義
務
は
、
民
法
に
お
け
る
同
意
（Z

ustim
m

ung

）
に
関
す
る
諸
規
定
に
依
拠
し
て
決
定
さ
れ
る
。Vgl, G

eerds, aaO
 

（1953

）

前
掲
注（
110
）S.246 f.

（
115
） G

eerds, aaO
 

（1960
）
前
掲
注（
70
） S.42

も
あ
わ
せ
て
参
照
。

（
116
） G

eerds, aaO
 

（1953
）
前
掲
注（
110
）S.5.

（
117
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.12.

　
ゲ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
刑
罰
法
規
に
お
け
る
法
益
が
決
め
手
と
な
る
。
法
益
概
念
の
基
礎
は
、

共
同
体
が
行
為
を
不
道
徳
と
考
え
る
不
快
感
（A

nstoß

）
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
共
同
体
の
意
見
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。V

gl. 

G
eerds,aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.16-17.

（
118
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.12.

（
119
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.76 f. 
意
思
方
向
説
を
採
る
こ
と
は
、
二
つ
の
点
か
ら
妥
当
で
な
い
と
す
る
。
第
一
に
、
法
益
主
体
へ

の
刑
法
に
よ
る
保
護
が
、
法
益
主
体
の
意
思
方
向
に
よ
り
失
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
同
意
は
結
果
無
価
値
だ
け
で
な
く
行
為
無
価
値
に
も

及
ぶ
べ
き
で
あ
り
、
客
体
の
不
能
と
し
て
未
遂
処
罰
を
肯
定
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
。G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
） S.72, 74.

（
120
） G

eerds, aaO
, 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.79.

　
こ
れ
は
違
法
論
か
ら
の
解
決
で
あ
り
、
そ
の
貢
献
者
と
し
て
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
を
挙
げ
る
。

（
121
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.82.

（
122
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.163-165.

（
123
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.165-167.

（
124
） 

な
お
、
ゲ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
事
実
の
錯
誤
に
あ
た
る
の
か
、
そ
れ
と
も
法
律
の
錯
誤
に
あ
た
る
の
か
は
、
公
共
の
利
益
と
行
為
者
の
利
益
を

）
八
八
八
（

同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
三
一

衡
量
し
て
決
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
刑
法
は
人
間
の
共
同
生
活
の
基
礎
を
保
護
す
る
た
め
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
行
為
者
側
の
錯
誤
の
す
べ
て
を
法
秩
序

が
考
慮
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。V

gl. G
eerds, aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.160.

（
125
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.177-182.

（
126
） G

eerds, aaO
 

（1954

）
前
掲
注（
6
）S.263-264 ; ders., aaO

 

（1960

）
前
掲
注（
70
）S.43-44.

（
127
） G

eerds, aaO
 

（1954

）
前
掲
注（
6
）S.264-266 ; ders., aaO

 

（1960

）
前
掲
注（
70
）S.45.

（
128
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.137.

（
129
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.138.

（
130
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.138.

（
131
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.150-152.

（
132
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.167-169.

　
も
っ
と
も
、
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
は
客
観
的
構
成
要
件
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
行
為
者
の
責
任
逃
れ
の
口
実
と
な
ら
な
い
よ
う
、
合
意
の
錯
誤
は
行
為
時
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。

（
133
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.98.

（
134
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.98.

（
135
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.100.

　
同
意
論
は
個
々
の
刑
罰
法
規
を
出
発
点
に
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
の
見
解
が
、

論
拠
の
一
つ
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。V

gl. H
onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.119.

（
136
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.99.

　
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
は
社
会
的
相
当
性
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・

マ
ウ
ラ
ッ
ハ
（R

einhart M
aurach

）
の
見
解
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
マ
ウ
ラ
ッ
ハ
の
こ
の
見
解
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
構
成
要
件

該
当
性
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
す
る
。

（
137
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.119.

　
そ
れ
ゆ
え
、
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
同
意
に
よ
っ
て
侵
害
客
体
と
保
護
客
体
の
双
方
が
欠
け
る
必
要
は

な
い
と
し
、
そ
の
例
と
し
て
後
述
の
窃
盗
罪
を
挙
げ
る
。

（
138
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.100.

　
な
お
、
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
こ
の
手
法
が
同
時
に
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
の
難
点
で
あ
る
こ
と
も
示

）
八
八
八
（



同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
三
一

衡
量
し
て
決
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
刑
法
は
人
間
の
共
同
生
活
の
基
礎
を
保
護
す
る
た
め
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
行
為
者
側
の
錯
誤
の
す
べ
て
を
法
秩
序

が
考
慮
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。V

gl. G
eerds, aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.160.

（
125
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.177-182.

（
126
） G

eerds, aaO
 

（1954

）
前
掲
注（
6
）S.263-264 ; ders., aaO

 

（1960

）
前
掲
注（
70
）S.43-44.

（
127
） G

eerds, aaO
 

（1954

）
前
掲
注（
6
）S.264-266 ; ders., aaO
 

（1960

）
前
掲
注（
70
）S.45.

（
128
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.137.

（
129
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.138.

（
130
） G

eerds, aaO
 

（1953
）
前
掲
注（
110
）S.138.

（
131
） G

eerds, aaO
 

（1953
）
前
掲
注（
110
）S.150-152.

（
132
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.167-169.

　
も
っ
と
も
、
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
は
客
観
的
構
成
要
件
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
行
為
者
の
責
任
逃
れ
の
口
実
と
な
ら
な
い
よ
う
、
合
意
の
錯
誤
は
行
為
時
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。

（
133
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.98.

（
134
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.98.

（
135
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.100.
　
同
意
論
は
個
々
の
刑
罰
法
規
を
出
発
点
に
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
の
見
解
が
、

論
拠
の
一
つ
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。V

gl. H
onig, aaO

前
掲
注（
48
）S.119.

（
136
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.99.

　
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
は
社
会
的
相
当
性
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・

マ
ウ
ラ
ッ
ハ
（R

einhart M
aurach

）
の
見
解
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
マ
ウ
ラ
ッ
ハ
の
こ
の
見
解
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
構
成
要
件

該
当
性
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
す
る
。

（
137
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.119.

　
そ
れ
ゆ
え
、
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
同
意
に
よ
っ
て
侵
害
客
体
と
保
護
客
体
の
双
方
が
欠
け
る
必
要
は

な
い
と
し
、
そ
の
例
と
し
て
後
述
の
窃
盗
罪
を
挙
げ
る
。

（
138
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.100.

　
な
お
、
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
こ
の
手
法
が
同
時
に
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
の
難
点
で
あ
る
こ
と
も
示

）
八
八
八
（



日
本
法
学

　第
九
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
二
五
年
六
月
）

一
三
二

唆
し
て
い
る
。

（
139
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.115-116.

（
140
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.119.

（
141
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.106.

（
142
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.110.

（
143
） 

当
時
の
刑
法
二
三
六
条
は
、
第
一
項
に
お
い
て
、「
成
人
女
性
（F

rauenperson

）
を
、
そ
の
意
に
反
し
、
強
姦
を
行
う
た
め
に
、
偽
計
、
脅

迫
、
又
は
暴
行
に
よ
り
誘
拐
し
た
者
は
、
一
〇
年
以
下
の
重
懲
役
に
処
す
る
。
結
婚
す
る
た
め
に
し
た
と
き
は
、
軽
懲
役
に
処
す
る
。」
と
定
め
る
。

な
お
、
こ
の
罪
は
親
告
罪
で
あ
る
（
第
二
項
）。

な
お
、
当
時
の
ド
イ
ツ
刑
法
典
を
訳
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
以
下
を
参
照
し
た
。B

G
B

l. Ⅰ
, N

r.55

（1953

）,  A
dolf S

chönke, S
trafgesetzbuch 

K
om

m
entar, 5.A

ufl. 

（1951

）.

（
144
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.106.

（
145
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.106-107.

（
146
） 

刑
法
二
三
七
条
は
、
第
一
項
に
お
い
て
、「
未
成
年
か
つ
未
婚
の
女
性
を
そ
の
同
意
を
得
て
、
し
か
し
、
そ
の
両
親
、
後
見
人
、
又
は
保
護
人

の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
、
強
姦
又
は
結
婚
の
た
め
に
誘
拐
し
た
者
は
、
軽
懲
役
に
処
す
る
。」
と
規
定
す
る
。
な
お
親
告
罪
で
あ
る
（
第
二
項
）。

未
成
年
誘
拐
罪
（
刑
法
二
三
五
条
）
の
特
別
類
型
の
一
つ
で
あ
る
。

（
147
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.108-109.

（
148
） 

刑
法
一
二
三
条
一
項
は
「
住
居
、
店
舗
、
保
護
さ
れ
た
他
者
の
地
所
、
ま
た
は
公
務
若
し
く
は
交
通
の
た
め
に
閉
鎖
さ
れ
た
空
間
へ
違
法
に
侵

入
し
た
者
、
あ
る
い
は
、
許
可
な
く
そ
の
場
に
滞
留
し
て
い
る
者
が
、
法
益
主
体
の
要
求
に
も
か
か
わ
ら
ず
退
去
し
な
い
と
き
は
、
三
月
以
下
の
軽

懲
役
ま
た
は
罰
金
に
処
す
る
。」
と
規
定
す
る
。

（
149
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.110-111.

（
150
） 

刑
法
二
四
二
条
一
項
は
「
他
者
の
動
産
を
、
不
法
領
得
の
意
思
を
も
っ
て
窃
取
し
た
者
は
、
窃
盗
の
罪
と
し
、
軽
懲
役
に
処
す
る
。」
と
規
定

）
八
八
八
（

同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
三
三

す
る
。

（
151
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.113.

（
152
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.124-125.

（
153
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.126-127.

（
154
） 

刑
法
一
七
六
条
一
項
三
号
は
「
一
四
歳
未
満
の
者
と
わ
い
せ
つ
行
為
を
し
、
ま
た
は
一
四
歳
未
満
の
者
を
、
わ
い
せ
つ
行
為
を
行
う
こ
と
に
、

若
し
く
は
そ
の
行
為
を
許
容
す
る
よ
う
に
、
誘
惑
し
た
者
は
、
一
〇
年
以
下
の
重
懲
役
に
処
す
る
。」
と
規
定
す
る
。

（
155
） 

刑
法
一
七
九
条
一
項
は
「
女
性
を
、
結
婚
の
た
め
に
性
交
す
る
と
誤
信
さ
せ
、
若
し
く
は
結
婚
す
る
と
欺
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
女
性
が
性
交

を
許
容
す
る
よ
う
欺
い
た
者
は
、
五
年
以
下
の
重
懲
役
に
処
す
る
。」
と
規
定
す
る
。

（
156
） 

ち
な
み
に
、
性
犯
罪
に
お
い
て
、
法
益
主
体
の
同
意
が
構
成
要
件
阻
却
的
に
作
用
す
る
場
合
と
し
て
、
次
の
例
を
ゲ
ー
ル
ズ
は
挙
げ
て
い
る
。

①
強
要
（N

ötigung

）
を
手
段
と
す
る
場
合
（
当
時
の
刑
法
一
七
六
条
一
項
、
一
七
七
条
、
一
七
五
条
ａ
一
号
）、
②
唆
し
（V

erführung

）
を
手

段
と
す
る
場
合
（
当
時
の
刑
法
一
七
五
条
ａ
三
号
、
一
八
二
条
。
行
為
者
が
自
ら
犯
罪
を
促
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
手
が
反
対
す
る
こ
と
な
く
、

そ
の
犯
罪
が
実
現
し
た
点
を
捉
え
て
。）、
③
依
存
関
係
（A

bhängigkeitsverhältnis

）
を
手
段
と
す
る
場
合
（
当
時
の
刑
法
一
七
五
条
ａ
二
号
。

被
害
者
側
の
意
思
が
影
響
し
て
い
る
点
を
捉
え
て
）、
④
暴
行
（M

ißbrauchen

）
を
手
段
と
す
る
場
合
（
依
存
的
関
係
が
存
在
す
る
場
合
。
依
存

者
が
何
ら
影
響
を
受
け
ず
自
ら
自
由
に
相
手
に
任
せ
て
い
る
点
を
捉
え
て
〔
当
時
の
刑
法
一
七
四
条
〕。
た
だ
し
、
当
時
の
刑
法
一
七
五
条
一
項
、

一
七
五
条
ａ
一
〜
四
号
、
一
七
六
条
二
項
、
一
七
七
条
二
項
は
違
法
阻
却
的
同
意
）。G

eerds, aaO
 

（1953

）,

前
掲
注（
110
）S.128-130.

（
157
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.178.

　
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
の
例
と
し
て
、
ゲ
ー
ル
ズ
は
次
の
二
つ
を
あ
げ
る
。

①
下
宿
の
女
主
人
Ｂ
は
、
転
借
人
Ｕ
の
木
炭
を
保
管
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
全
部
使
い
果
た
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
事
実
を
隠
し
て
、
Ｂ
は
Ｕ
に

対
し
て
、
も
う
一
ツ
ェ
ン
ト
ナ
ー
（
五
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
の
木
炭
が
欲
し
い
と
伝
え
た
が
、
そ
の
際
、
自
分
の
手
元
に
は
四
ツ
ェ
ン
ト
ナ
ー
の
木
炭

が
あ
る
と
嘘
を
つ
い
た
。
Ｕ
は
一
ツ
ェ
ン
ト
ナ
ー
を
Ｂ
に
使
う
こ
と
を
許
し
た
。
一
ツ
ェ
ン
ト
ナ
ー
分
に
つ
い
て
は
、
Ｕ
の
同
意
が
あ
る
た
め
、
Ｂ

に
関
し
横
領
罪
（
当
時
の
刑
法
二
四
六
条
。「
自
己
が
占
有
す
る
他
者
の
動
産
を
、
違
法
に
領
得
し
た
者
は
、
横
領
の
罪
と
し
、
三
年
以
下
の
軽
懲

役
に
処
す
る
。
そ
の
動
産
を
委
託
に
よ
り
占
有
し
て
い
た
と
き
は
、
五
年
以
下
の
軽
懲
役
に
処
す
る
。」
と
規
定
す
る
。）
の
成
立
は
否
定
さ
れ
る
か

）
八
八
八
（



同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
三
三

す
る
。

（
151
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.113.

（
152
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.124-125.

（
153
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.126-127.

（
154
） 

刑
法
一
七
六
条
一
項
三
号
は
「
一
四
歳
未
満
の
者
と
わ
い
せ
つ
行
為
を
し
、
ま
た
は
一
四
歳
未
満
の
者
を
、
わ
い
せ
つ
行
為
を
行
う
こ
と
に
、

若
し
く
は
そ
の
行
為
を
許
容
す
る
よ
う
に
、
誘
惑
し
た
者
は
、
一
〇
年
以
下
の
重
懲
役
に
処
す
る
。」
と
規
定
す
る
。

（
155
） 

刑
法
一
七
九
条
一
項
は
「
女
性
を
、
結
婚
の
た
め
に
性
交
す
る
と
誤
信
さ
せ
、
若
し
く
は
結
婚
す
る
と
欺
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
女
性
が
性
交

を
許
容
す
る
よ
う
欺
い
た
者
は
、
五
年
以
下
の
重
懲
役
に
処
す
る
。」
と
規
定
す
る
。

（
156
） 

ち
な
み
に
、
性
犯
罪
に
お
い
て
、
法
益
主
体
の
同
意
が
構
成
要
件
阻
却
的
に
作
用
す
る
場
合
と
し
て
、
次
の
例
を
ゲ
ー
ル
ズ
は
挙
げ
て
い
る
。

①
強
要
（N

ötigung

）
を
手
段
と
す
る
場
合
（
当
時
の
刑
法
一
七
六
条
一
項
、
一
七
七
条
、
一
七
五
条
ａ
一
号
）、
②
唆
し
（V

erführung

）
を
手

段
と
す
る
場
合
（
当
時
の
刑
法
一
七
五
条
ａ
三
号
、
一
八
二
条
。
行
為
者
が
自
ら
犯
罪
を
促
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
手
が
反
対
す
る
こ
と
な
く
、

そ
の
犯
罪
が
実
現
し
た
点
を
捉
え
て
。）、
③
依
存
関
係
（A

bhängigkeitsverhältnis

）
を
手
段
と
す
る
場
合
（
当
時
の
刑
法
一
七
五
条
ａ
二
号
。

被
害
者
側
の
意
思
が
影
響
し
て
い
る
点
を
捉
え
て
）、
④
暴
行
（M

ißbrauchen

）
を
手
段
と
す
る
場
合
（
依
存
的
関
係
が
存
在
す
る
場
合
。
依
存

者
が
何
ら
影
響
を
受
け
ず
自
ら
自
由
に
相
手
に
任
せ
て
い
る
点
を
捉
え
て
〔
当
時
の
刑
法
一
七
四
条
〕。
た
だ
し
、
当
時
の
刑
法
一
七
五
条
一
項
、

一
七
五
条
ａ
一
〜
四
号
、
一
七
六
条
二
項
、
一
七
七
条
二
項
は
違
法
阻
却
的
同
意
）。G

eerds, aaO
 

（1953

）,

前
掲
注（
110
）S.128-130.

（
157
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.178.

　
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
の
例
と
し
て
、
ゲ
ー
ル
ズ
は
次
の
二
つ
を
あ
げ
る
。

①
下
宿
の
女
主
人
Ｂ
は
、
転
借
人
Ｕ
の
木
炭
を
保
管
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
全
部
使
い
果
た
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
事
実
を
隠
し
て
、
Ｂ
は
Ｕ
に

対
し
て
、
も
う
一
ツ
ェ
ン
ト
ナ
ー
（
五
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
の
木
炭
が
欲
し
い
と
伝
え
た
が
、
そ
の
際
、
自
分
の
手
元
に
は
四
ツ
ェ
ン
ト
ナ
ー
の
木
炭

が
あ
る
と
嘘
を
つ
い
た
。
Ｕ
は
一
ツ
ェ
ン
ト
ナ
ー
を
Ｂ
に
使
う
こ
と
を
許
し
た
。
一
ツ
ェ
ン
ト
ナ
ー
分
に
つ
い
て
は
、
Ｕ
の
同
意
が
あ
る
た
め
、
Ｂ

に
関
し
横
領
罪
（
当
時
の
刑
法
二
四
六
条
。「
自
己
が
占
有
す
る
他
者
の
動
産
を
、
違
法
に
領
得
し
た
者
は
、
横
領
の
罪
と
し
、
三
年
以
下
の
軽
懲

役
に
処
す
る
。
そ
の
動
産
を
委
託
に
よ
り
占
有
し
て
い
た
と
き
は
、
五
年
以
下
の
軽
懲
役
に
処
す
る
。」
と
規
定
す
る
。）
の
成
立
は
否
定
さ
れ
る
か

）
八
八
八
（



日
本
法
学

　第
九
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
二
五
年
六
月
）

一
三
四

も
し
れ
な
い
が
、
Ｂ
の
欺
罔
に
基
づ
き
Ｕ
が
同
意
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
同
意
は
無
効
で
あ
る
と
す
る
。

②
ノ
ロ
鹿
を
預
か
っ
て
い
る
者
が
、
餌
代
を
節
約
す
る
た
め
に
、
ノ
ロ
鹿
が
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
と
所
有
者
を
欺
き
、
そ
の
鹿
を
殺
す
同
意
を

所
有
者
か
ら
得
て
殺
し
た
。
こ
の
同
意
は
無
効
で
あ
り
、
ノ
ロ
鹿
を
預
か
っ
て
い
る
者
に
つ
い
て
器
物
損
壊
罪
（
当
時
の
刑
法
三
〇
三
条
一
項
。

「
他
者
の
物
を
故
意
に
か
つ
違
法
に
損
壊
し
た
者
は
、
罰
金
若
し
く
は
二
年
以
下
の
軽
懲
役
に
処
す
る
。」
と
規
定
す
る
。）
が
成
立
す
る
。 

G
eerds, aaO

 
（1953

）
前
掲
注（
110
）S.177,179.

（
158
） R

G
S

t 41, 396. 

被
告
人
が
四
人
の
未
成
年
に
対
し
自
慰
行
為
を
さ
せ
た
性
的
暴
行
（B

eleidigung

）
の
事
例
で
あ
る
。

（
159
） G

eerds, ssO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.179.

（
160
） 

ゲ
ー
ル
ズ
は
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
つ
い
て
、
行
為
者
が
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
法
益
主
体
が
正
確
に
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
通

常
で
あ
る
、
と
捉
え
る
。
こ
れ
を
理
由
に
、
行
為
者
の
行
為
以
外
の
さ
ら
な
る
事
情
に
関
す
る
法
益
主
体
の
認
識
は
、
理
論
的
に
不
要
で
あ
る
と
し

て
い
る
。G

eerds, aaO
 

（1953
）
前
掲
注（
110
）S.177, F

n.2.

（
161
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.179.

（
162
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.181.

　
な
お
、
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
カ
ー
ル･

ク
レ
ー
（K

arl K
lee

）
の
見
解
に
言
及
し
て
い
る
。
同
意

を
二
分
す
る
考
え
を
採
ら
な
い
ク
レ
ー
は
、
強
要
や
恐
喝
と
い
っ
た
暴
行
犯
罪
を
引
き
合
い
に
出
し
、
強
制
に
基
づ
く
同
意
を
有
効
と
し
て
い
る

（K
arl K

lee, S
elbsverletzung und V

erletzung eines E
inw

illigenden, A
rchiv für S

trafrecht und S
trafprozess, 50

（1903

）, 374.

）。

ゲ
ー
ル
ズ
は
こ
れ
に
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、
自
身
の
二
分
説
の
観
点
か
ら
、
同
意
と
合
意
を
統
一
的
に
捉
え
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
と
す
る
。

G
eerds, aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.182.

（
163
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.180-181.

（
164
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.181.

（
165
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.184.

（
166
） 

な
お
、
ゲ
ー
ル
ズ
は
推
定
的
同
意
を
次
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
。
積
極
的
な
同
意
意
思
を
法
益
主
体
が
例
外
的
に
決
意
し
て
い
な
い
限
り
、
法

益
主
体
の
同
意
は
存
在
し
な
い
と
す
る
考
え
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
。G

eerds, aaO
 

（1953

）,

前
掲
注（
110
）S.186-187.

）
八
八
八
（

同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
三
五

（
167
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.185.

（
168
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.185. 

こ
う
し
た
理
解
は
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
提
唱
し
て
以
降
、
学
説
に
お
い
て
一
つ
の
流
れ
を
形
成

し
て
い
る
と
し
て
い
る
。V

gl, G
eerds, aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.186, F

n.1.

（
169
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.185-186.

（
170
） 

刑
法
二
六
三
条
一
項
は
「
自
己
ま
た
は
第
三
者
に
違
法
な
財
産
的
利
益
を
創
出
す
る
目
的
で
、
事
実
を
欺
き
、
ま
た
は
真
実
を
歪
め
若
し
く
は

伝
え
な
い
こ
と
に
よ
り
、
相
手
に
錯
誤
を
生
じ
さ
せ
、
若
し
く
は
、
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
に
財
産
的
損
害
を
与
え
た
者
は
、
軽

懲
役
に
処
す
る
。
こ
れ
に
加
え
、
罰
金
若
し
く
は
市
民
的
名
誉
権
の
喪
失
も
併
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
す
る
。

（
171
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
） S.188.

（
172
） 

ゲ
ー
ル
ズ
は
、
被
害
者
の
意
思
の
み
が
状
況
に
よ
り
占
有
交
換
を
可
能
に
す
る
と
き
は
、
積
極
的
な
交
付
行
為
だ
け
で
な
く
、
断
固
た
る
対
応

を
と
ら
な
い
こ
と
や
「
占
有
侵
奪
」
を
容
認
す
る
行
為
も
、
例
外
的
に
、
処
分
行
為
で
あ
る
と
評
価
し
う
る
と
す
る
。G

eerds, aaO
 

（1953

）
前

掲
注（
110
）S.188.

（
173
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.188.

（
174
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.189.

（
175
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.189.

（
176
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.189-190.

　
な
お
、
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
行
為
者
の
故
意
面
に
お
い
て
、
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
は
両
立
し
え
な

い
と
も
指
摘
し
て
い
る
（G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.189.

）。
合
意
に
お
い
て
は
行
為
者
の
故
意
面
と
法
益
主
体
の
意
思
方
向
の
み
に

照
準
を
あ
わ
せ
る
た
め
に
、
行
為
者
の
欺
罔
行
為
が
法
益
主
体
の
意
思
決
定
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
は
度
外
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。

（
177
） 

刑
法
一
七
七
条
は
「
生
命
若
し
く
は
身
体
に
対
す
る
現
在
の
危
険
を
暴
行
又
は
脅
迫
に
よ
っ
て
惹
起
し
、
こ
れ
に
よ
り
女
性
に
対
し
婚
外
の
性

行
為
を
甘
受
さ
せ
る
こ
と
を
強
要
し
、
ま
た
は
、
婚
外
の
性
行
為
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
女
性
を
心
神
喪
失
の
状
態
に
さ
せ
た
の
ち
に
女
性

に
婚
外
の
性
行
為
を
行
っ
た
者
は
、
重
懲
役
に
処
す
る
。」
と
規
定
す
る
。

）
八
八
八
（



同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
三
五

（
167
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.185.

（
168
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.185. 

こ
う
し
た
理
解
は
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
提
唱
し
て
以
降
、
学
説
に
お
い
て
一
つ
の
流
れ
を
形
成

し
て
い
る
と
し
て
い
る
。V

gl, G
eerds, aaO

 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.186, F

n.1.

（
169
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.185-186.

（
170
） 

刑
法
二
六
三
条
一
項
は
「
自
己
ま
た
は
第
三
者
に
違
法
な
財
産
的
利
益
を
創
出
す
る
目
的
で
、
事
実
を
欺
き
、
ま
た
は
真
実
を
歪
め
若
し
く
は

伝
え
な
い
こ
と
に
よ
り
、
相
手
に
錯
誤
を
生
じ
さ
せ
、
若
し
く
は
、
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
に
財
産
的
損
害
を
与
え
た
者
は
、
軽

懲
役
に
処
す
る
。
こ
れ
に
加
え
、
罰
金
若
し
く
は
市
民
的
名
誉
権
の
喪
失
も
併
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
す
る
。

（
171
） G

eerds, aaO
 

（1953
）
前
掲
注（
110
） S.188.

（
172
） 

ゲ
ー
ル
ズ
は
、
被
害
者
の
意
思
の
み
が
状
況
に
よ
り
占
有
交
換
を
可
能
に
す
る
と
き
は
、
積
極
的
な
交
付
行
為
だ
け
で
な
く
、
断
固
た
る
対
応

を
と
ら
な
い
こ
と
や
「
占
有
侵
奪
」
を
容
認
す
る
行
為
も
、
例
外
的
に
、
処
分
行
為
で
あ
る
と
評
価
し
う
る
と
す
る
。G

eerds, aaO
 

（1953

）
前

掲
注（
110
）S.188.

（
173
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.188.

（
174
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.189.

（
175
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.189.

（
176
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.189-190.
　
な
お
、
ゲ
ー
ル
ズ
は
、
行
為
者
の
故
意
面
に
お
い
て
、
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
は
両
立
し
え
な

い
と
も
指
摘
し
て
い
る
（G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.189.

）。
合
意
に
お
い
て
は
行
為
者
の
故
意
面
と
法
益
主
体
の
意
思
方
向
の
み
に

照
準
を
あ
わ
せ
る
た
め
に
、
行
為
者
の
欺
罔
行
為
が
法
益
主
体
の
意
思
決
定
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
は
度
外
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。

（
177
） 

刑
法
一
七
七
条
は
「
生
命
若
し
く
は
身
体
に
対
す
る
現
在
の
危
険
を
暴
行
又
は
脅
迫
に
よ
っ
て
惹
起
し
、
こ
れ
に
よ
り
女
性
に
対
し
婚
外
の
性

行
為
を
甘
受
さ
せ
る
こ
と
を
強
要
し
、
ま
た
は
、
婚
外
の
性
行
為
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
女
性
を
心
神
喪
失
の
状
態
に
さ
せ
た
の
ち
に
女
性

に
婚
外
の
性
行
為
を
行
っ
た
者
は
、
重
懲
役
に
処
す
る
。」
と
規
定
す
る
。

）
八
八
八
（



日
本
法
学

　第
九
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
二
五
年
六
月
）

一
三
六

（
178
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.190-191.

（
179
） G

eerds, aaO
, 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.191.

（
180
） 
刑
法
二
五
三
条
一
項
は
「
他
者
に
対
し
、
違
法
に
、
暴
行
若
し
く
は
実
害
を
与
え
る
脅
迫
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
為
、
甘
受
若
し
く
は

不
作
為
を
強
要
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
被
害
者
の
財
産
若
し
く
は
第
三
者
の
財
産
に
不
利
益
を
与
え
た
者
は
、
恐
喝
の
罪
と
し
、
重
懲
役
ま
た
は
六
月

以
上
の
軽
懲
役
に
処
す
る
。」
と
規
定
す
る
。

（
181
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.191.

（
182
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.191.

（
183
） G

eerds, aaO
 

（1953
）
前
掲
注（
110
）S.192.

（
184
） G

eerds, aaO
 

（1953
）
前
掲
注（
110
）S.192-193.

（
185
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.194.

（
186
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.195.

（
187
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.198.

（
188
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.195.

（
189
） G

eerds, aaO
 

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.196.

（
190
） 

林
幹
人
『
刑
法
総
論
（
第
二
版
）』（
二
〇
〇
八
年
）
一
六
〇
頁
（
保
護
法
益
の
侵
害
・
危
殆
化
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
）、
山
中
敬
一
『
刑
法

総
論
（
第
三
版
）』（
二
〇
一
五
年
）
二
〇
九
頁
、
山
口
厚
『
刑
法
総
論
（
第
三
版
）』（
二
〇
一
六
年
）
一
六
二
─
一
六
三
頁
（
同
意
は
構
成
要
件
的

結
果
の
有
無
に
か
か
わ
る
の
で
、
構
成
要
件
の
問
題
と
し
て
扱
う
の
が
理
論
的
で
あ
る
と
す
る
）、
佐
伯
仁
志
『
刑
法
総
論
の
楽
し
み
方
・
考
え
方
』

（
二
〇
一
三
年
）
二
〇
二
─
二
〇
三
頁
（
被
害
者
の
同
意
は
、
傷
害
罪
を
除
き
、
原
則
と
し
て
構
成
要
件
阻
却
と
い
う
方
が
正
確
で
あ
る
と
す
る
）。

（
191
） 

な
お
、
松
原
芳
博
は
、
同
意
を
二
分
す
る
見
解
を
、
刑
罰
法
規
の
文
言
を
基
準
と
す
る
形
式
的
二
元
説
と
、
法
益
の
性
質
を
基
準
と
す
る
実
質

的
二
元
説
と
に
分
か
つ
。
同
『
刑
法
総
論
（
第
三
版
）』（
二
〇
二
二
年
）
一
三
三
頁
、
一
三
四
頁
。

（
192
） 

佐
藤
陽
子
『
被
害
者
の
承
諾
─
各
論
的
考
察
に
よ
る
再
構
成
─
』（
二
〇
一
一
年
）
二
四
頁
。

）
八
八
八
（

同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
三
七

（
193
） 

佐
藤
陽
子
・
前
掲
書
・
前
掲
注（
192
）二
一
七
頁
─
二
一
八
頁
。
各
同
意
に
関
す
る
説
明
は
、
佐
藤
陽
子
・
前
掲
書
・
前
掲
注（
192
）一
三
九
頁
以

下
を
参
照
。

（
194
） 

内
藤
謙
『
刑
法
講
義
総
論
（
中
）』（
一
九
八
六
年
）
五
七
九
頁
以
下
、
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）（
第
三
版
増
補
版
）』（
二
〇
〇
五
年
）

三
九
九
頁
以
下
、
中
野
次
雄
『
刑
法
総
論
概
要
（
第
三
版
補
訂
版
』
一
八
二
─
一
八
三
頁
、
斉
藤
信
治
『
刑
法
総
論
（
第
六
版
）』（
二
〇
〇
八
年
）

一
六
一
頁
以
下
、
佐
久
間
修
『
刑
法
総
論
』（
二
〇
〇
九
年
）
一
九
二
頁
、
伊
東
研
祐
『
刑
法
講
義
総
論
』（
二
〇
一
〇
年
）
二
一
九
頁
以
下
、
川
端

博
『
刑
法
総
論
講
義
（
第
三
版
）』（
二
〇
一
三
年
）
三
二
四
頁
以
下
、
松
宮
孝
明
『
刑
法
総
論
講
義
（
第
五
版
）』（
二
〇
一
七
年
）
一
二
四
─

一
二
五
頁
、
大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
（
新
版
第
五
版
）』
二
五
一
頁
以
下
（
個
人
法
益
に
対
す
る
罪
に
つ
い
て
は
同
意
を
構
成
要
件
該
当
性
阻
却

事
由
と
し
つ
つ
、
傷
害
に
つ
い
て
は
重
大
な
傷
害
の
場
合
に
お
い
て
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
な
い
と
す
る
）、
西
田
典
之
（
橋
爪
隆
補
訂
）『
刑
法
総
論

（
第
三
版
）』（
二
〇
一
九
年
）
二
〇
〇
頁
（
身
体
の
自
由
や
性
的
自
由
、
財
産
な
ど
の
保
護
は
、
被
害
者
の
同
意
が
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る

の
で
、
被
害
者
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
構
成
要
件
該
当
性
が
阻
却
さ
れ
る
の
に
対
し
、
生
命
身
体
に
関
す
る
同
意
は
違
法
性
の
問
題
で
あ
る
と
す

る
。）、
日
髙
義
博
『
刑
法
総
論
（
第
二
版
）』
二
五
五
頁
、
高
橋
則
夫
『
刑
法
総
論
（
第
五
版
）』（
二
〇
二
二
年
）
三
四
一
頁
以
下
。

（
195
） 

浅
田
和
茂
『
刑
法
総
論
（
第
三
版
）』（
二
〇
二
四
年
）
二
一
二
頁
。

（
196
） 

浅
田
和
茂
・
前
掲
書
・
前
掲
注（
195
）一
一
五
─
一
一
六
頁
。

（
197
） 

浅
田
和
茂
・
前
掲
書
・
前
掲
注（
195
）（
二
〇
二
四
年
）
二
〇
五
頁
。

（
198
） 

浅
田
和
茂
「
被
害
者
の
同
意
の
体
系
的
地
位
に
つ
い
て
」
産
大
法
学
三
四
巻
一
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
三
─
一
四
頁
。

（
199
） 

井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
（
第
二
版
）』（
二
〇
一
八
年
）
三
四
八
頁
。
法
益
の
性
質
に
よ
り
、
法
益
そ
の
も
の
が
消
滅
す
る
罪
に
つ
い
て

は
、
同
意
が
あ
れ
ば
構
成
要
件
該
当
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
す
る
。

（
200
） 

最
決
昭
和
五
五
年
一
一
月
一
三
日
・
刑
集
三
四
巻
六
号
三
九
六
頁
。

（
201
） 

同
意
を
二
つ
に
区
分
す
る
こ
と
に
曖
昧
さ
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
わ
が
国
で
は
、
須
之
内
克
彦
・
前
掲
書
・
前
掲
注（
2
）三
〇
頁
が
指

摘
し
て
い
た
。
管
見
は
、
こ
の
こ
と
を
、
ド
イ
ツ
の
学
説
を
ふ
ま
え
て
、
本
節
に
お
い
て
詳
述
す
る
。

（
202
） 

ち
な
み
に
、
誤
想
防
衛
は
、
事
実
の
錯
誤
な
の
か
違
法
性
の
錯
誤
な
の
か
、
揺
れ
て
い
る
見
解
も
あ
る
。
フ
リ
ッ
ツ
・
ハ
ル
ト
ゥ
ン
ク

）
八
八
七
（



同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
三
七

（
193
） 

佐
藤
陽
子
・
前
掲
書
・
前
掲
注（
192
）二
一
七
頁
─
二
一
八
頁
。
各
同
意
に
関
す
る
説
明
は
、
佐
藤
陽
子
・
前
掲
書
・
前
掲
注（
192
）一
三
九
頁
以

下
を
参
照
。

（
194
） 
内
藤
謙
『
刑
法
講
義
総
論
（
中
）』（
一
九
八
六
年
）
五
七
九
頁
以
下
、
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）（
第
三
版
増
補
版
）』（
二
〇
〇
五
年
）

三
九
九
頁
以
下
、
中
野
次
雄
『
刑
法
総
論
概
要
（
第
三
版
補
訂
版
』
一
八
二
─
一
八
三
頁
、
斉
藤
信
治
『
刑
法
総
論
（
第
六
版
）』（
二
〇
〇
八
年
）

一
六
一
頁
以
下
、
佐
久
間
修
『
刑
法
総
論
』（
二
〇
〇
九
年
）
一
九
二
頁
、
伊
東
研
祐
『
刑
法
講
義
総
論
』（
二
〇
一
〇
年
）
二
一
九
頁
以
下
、
川
端

博
『
刑
法
総
論
講
義
（
第
三
版
）』（
二
〇
一
三
年
）
三
二
四
頁
以
下
、
松
宮
孝
明
『
刑
法
総
論
講
義
（
第
五
版
）』（
二
〇
一
七
年
）
一
二
四
─

一
二
五
頁
、
大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
（
新
版
第
五
版
）』
二
五
一
頁
以
下
（
個
人
法
益
に
対
す
る
罪
に
つ
い
て
は
同
意
を
構
成
要
件
該
当
性
阻
却

事
由
と
し
つ
つ
、
傷
害
に
つ
い
て
は
重
大
な
傷
害
の
場
合
に
お
い
て
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
な
い
と
す
る
）、
西
田
典
之
（
橋
爪
隆
補
訂
）『
刑
法
総
論

（
第
三
版
）』（
二
〇
一
九
年
）
二
〇
〇
頁
（
身
体
の
自
由
や
性
的
自
由
、
財
産
な
ど
の
保
護
は
、
被
害
者
の
同
意
が
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る

の
で
、
被
害
者
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
構
成
要
件
該
当
性
が
阻
却
さ
れ
る
の
に
対
し
、
生
命
身
体
に
関
す
る
同
意
は
違
法
性
の
問
題
で
あ
る
と
す

る
。）、
日
髙
義
博
『
刑
法
総
論
（
第
二
版
）』
二
五
五
頁
、
高
橋
則
夫
『
刑
法
総
論
（
第
五
版
）』（
二
〇
二
二
年
）
三
四
一
頁
以
下
。

（
195
） 

浅
田
和
茂
『
刑
法
総
論
（
第
三
版
）』（
二
〇
二
四
年
）
二
一
二
頁
。

（
196
） 

浅
田
和
茂
・
前
掲
書
・
前
掲
注（
195
）一
一
五
─
一
一
六
頁
。

（
197
） 

浅
田
和
茂
・
前
掲
書
・
前
掲
注（
195
）（
二
〇
二
四
年
）
二
〇
五
頁
。

（
198
） 

浅
田
和
茂
「
被
害
者
の
同
意
の
体
系
的
地
位
に
つ
い
て
」
産
大
法
学
三
四
巻
一
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
三
─
一
四
頁
。

（
199
） 

井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
（
第
二
版
）』（
二
〇
一
八
年
）
三
四
八
頁
。
法
益
の
性
質
に
よ
り
、
法
益
そ
の
も
の
が
消
滅
す
る
罪
に
つ
い
て

は
、
同
意
が
あ
れ
ば
構
成
要
件
該
当
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
す
る
。

（
200
） 

最
決
昭
和
五
五
年
一
一
月
一
三
日
・
刑
集
三
四
巻
六
号
三
九
六
頁
。

（
201
） 

同
意
を
二
つ
に
区
分
す
る
こ
と
に
曖
昧
さ
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
わ
が
国
で
は
、
須
之
内
克
彦
・
前
掲
書
・
前
掲
注（
2
）三
〇
頁
が
指

摘
し
て
い
た
。
管
見
は
、
こ
の
こ
と
を
、
ド
イ
ツ
の
学
説
を
ふ
ま
え
て
、
本
節
に
お
い
て
詳
述
す
る
。

（
202
） 

ち
な
み
に
、
誤
想
防
衛
は
、
事
実
の
錯
誤
な
の
か
違
法
性
の
錯
誤
な
の
か
、
揺
れ
て
い
る
見
解
も
あ
る
。
フ
リ
ッ
ツ
・
ハ
ル
ト
ゥ
ン
ク

）
八
八
七
（



日
本
法
学

　第
九
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
二
五
年
六
月
）

一
三
八

（F
ritz H

artung

）
は
、
当
初
は
、
責
任
説
に
賛
同
し
つ
つ
も
、
事
実
の
錯
誤
説
に
立
っ
て
い
た
が
（F

ritz H
altung, D

er R
echtsirrtum

 in 

der R
echtsprechung des R

eichsgericht, D
R

Z

（1949

）,S.342.

）、
の
ち
に
、
違
法
性
阻
却
事
由
の
事
実
的
前
提
に
関
す
る
錯
誤
と
違
法
性
阻

却
事
由
の
法
的
要
件
ま
た
は
射
程
範
囲
の
錯
誤
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
実
質
的
に
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
つ
ね
に
違
法
性
の
錯
誤
で
あ
る
と
さ
れ
る

（F
ritz H

artung, Irrtum
 „über negative T

atbestände “, N
JW

（1951

）, S
.212.

）。

（
203
） H

orst S
chroeder, V

orsatz und S
chuld, M

D
R

 1950, S
.649.

（
204
） S

chroeder, aaO
 

（1950

）
前
掲
注（
203
）S.649.

（
205
） S

chroeder, aaO
, 

（1950

）
前
掲
注（
203
）S.650.

（
206
） D

ietrich L
ang-H

inrichsen, Z
ur P

roblem
atik der L

ehre von T
atbestands- und V

ervotsirrtum
, JR

 

（1952

）, S
.187-188.

（
207
） F

riedrich S
chaffstein, P

utative R
echtfertigungsgründe und finale H

andlungslehre, M
D

R
 1951, S

.197.

（
208
） S

chaffstein, aaO
 

（1951
）
前
掲
注（
207
）S.199.

（
209
） H

ellm
uth von W

eber, D
er Irrtum

 über einen R
echtsfertigungsgrund, JZ

 1951, S
.262.

（
210
） 

「
許
可
な
く
」
と
い
う
文
言
だ
け
で
な
く
、
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
か
否
か
と
い
う
視
座
も
、
偶
然
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
て
い
る
例
と
し
て

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。W

eber, aaO
 

（1951

）
前
掲
注（
209
）S.262.

（
211
） H

einz Z
ipf, E

inw
illigung und R

isikoübernahm
e im

 S
trafrecht 

（1970

）, S
.13.

　
構
成
要
件
お
よ
び
そ
の
解
釈
の
偶
然
性
の
例
の
一

つ
と
し
て
、
旧
住
居
侵
入
罪
を
挙
げ
、
次
の
よ
う
に
そ
の
問
題
を
説
明
す
る
。
建
物
所
有
者
の
同
意
を
得
て
建
物
に
立
ち
入
る
場
合
、
そ
れ
が
別
荘

で
あ
れ
ば
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
、
自
宅
で
あ
れ
ば
違
法
阻
却
的
同
意
、
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
所
有
者
の
同
意
を
得
て
そ
の
愛
人
が
、
所
有
者

の
妻
が
反
対
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
住
居
に
立
ち
入
っ
た
場
合
、
住
居
権
は
所
有
者
の
み
に
存
在
し
て
い
た
と
愛
人
が
誤
認
し
て
い
た
と
き

は
事
実
の
錯
誤
で
あ
る
と
す
る
一
方
、
所
有
者
の
妻
か
ら
退
去
を
要
求
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
愛
人
が
そ
の
場
に
と
ど
ま
っ
た
と
き
は
違
法
性
の

錯
誤
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。Z

ipf, aaO
 

（1970

）, S
.14.

（
212
） Z

ipf, aaO
 

（1970

）
前
掲
注（
211
）S.30.

（
213
） Z

ipf, aaO
 

（1970

）
前
掲
注（
211
）S.16.

）
八
八
七
（

同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
三
九

（
214
） Z

ipf, aaO
 

（1970

）
前
掲
注（
211
）S.18.

（
215
） 

本
稿
第
三
章
第
三
節
第
一
款
を
参
照
。

（
216
） 

本
稿
第
二
章
第
二
節
第
三
款
を
参
照
。

（
217
） 

本
稿
第
三
章
第
三
節
第
一
款
を
参
照
。

（
218
） 

本
稿
第
二
章
第
一
節
を
参
照
。

（
219
） D

ieter K
ientzy, D

er M
angel am

 T
atbestand infolge E

inw
illigung des R

echtsgutsträgers 

（1970

）.

（
220
） K

ientzy, aaO
 

（1970

）
前
掲
注（
219
）, S

.59-60.

　
な
お
、
キ
ン
ツ
ィ
は
、
二
分
説
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

第
一
に
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
と
違
法
性
阻
却
的
同
意
と
分
類
す
る
、
機
能
的
必
要
性
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
を
、
少

な
く
と
も
体
系
的
に
こ
れ
ま
で
承
認
さ
れ
て
き
た
違
法
性
阻
却
的
同
意
と
の
関
係
で
検
証
す
る
こ
と
を
し
な
い
で
、
構
成
要
件
の
性
質
と
か
保
護
さ

れ
て
い
る
法
益
の
本
質
と
か
を
根
拠
に
、
異
な
る
分
類
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
（K

ientzy, aaO
 

（1970

）
前
掲
注（
219
）S.33.

）。

第
二
に
、「
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
」
と
い
う
要
素
を
用
い
て
同
意
が
二
分
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
要
素
は
、
禁
止
に
反
す
る
す
べ
て
の
行
為

に
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
（K

ientzy, aaO
 

（1970

）
前
掲
注（
219
）S.44.

）。

第
三
に
、
二
分
説
は
、「
意
思
の
自
由
」
と
法
益
が
す
べ
て
の
構
成
要
件
に
お
い
て
分
離
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
意
思
の
自

由
は
、
仮
に
構
成
要
件
に
明
示
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
法
益
に
内
在
し
て
い
る
（K

ientzy, aaO
 

（1970

）,

前
掲
注（
219
）S.50-51.

）。

第
四
に
、
意
思
能
力
を
欠
く
者
の
保
護
が
不
十
分
で
あ
る
（K

ientzy, aaO
 

（1970

）
前
掲
注（
219
）S.57

）。

第
五
に
、
欺
罔
や
脅
迫
に
よ
る
同
意
の
と
き
は
、
他
の
構
成
要
件
で
カ
バ
ー
で
き
る
と
い
う
二
分
説
の
主
張
は
、
生
活
感
の
な
い
解
決
で
あ
る
。

欺
罔
に
よ
る
同
意
や
処
分
法
益
に
関
す
る
洞
察
能
力
が
低
い
場
合
に
は
、
洞
察
能
力
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
強
要
罪
に
当
た
る
場
合
も
認
め

る
べ
き
で
あ
る
（K

ientzy, aaO
 

（1970

）
前
掲
注（
219
）S.63

）。

（
221
） G

eerds, aaO

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.177, F

n.2.

（
222
） 

動
機
の
錯
誤
こ
そ
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
解
決
す
る
出
発
点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
野
村
和
彦
「
わ
が
国
に
お
け
る

法
益
関
係
的
錯
誤
説
へ
の
疑
問
」
日
本
法
学
八
〇
巻
四
号
（
二
〇
一
五
年
）
三
五
頁
以
下
、
同
「
法
益
関
係
的
錯
誤
説
へ
の
批
判
」
慶
應
法
学
三
七

）
八
八
七
（



同
意
論
に
お
け
る
二
分
説
に
つ
い
て
（
野
村
）

一
三
九

（
214
） Z

ipf, aaO
 

（1970

）
前
掲
注（
211
）S.18.

（
215
） 

本
稿
第
三
章
第
三
節
第
一
款
を
参
照
。

（
216
） 
本
稿
第
二
章
第
二
節
第
三
款
を
参
照
。

（
217
） 
本
稿
第
三
章
第
三
節
第
一
款
を
参
照
。

（
218
） 

本
稿
第
二
章
第
一
節
を
参
照
。

（
219
） D

ieter K
ientzy, D

er M
angel am

 T
atbestand infolge E

inw
illigung des R

echtsgutsträgers 

（1970

）.

（
220
） K

ientzy, aaO
 

（1970

）
前
掲
注（
219
）, S

.59-60.

　
な
お
、
キ
ン
ツ
ィ
は
、
二
分
説
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

第
一
に
、
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
と
違
法
性
阻
却
的
同
意
と
分
類
す
る
、
機
能
的
必
要
性
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
構
成
要
件
阻
却
的
同
意
を
、
少

な
く
と
も
体
系
的
に
こ
れ
ま
で
承
認
さ
れ
て
き
た
違
法
性
阻
却
的
同
意
と
の
関
係
で
検
証
す
る
こ
と
を
し
な
い
で
、
構
成
要
件
の
性
質
と
か
保
護
さ

れ
て
い
る
法
益
の
本
質
と
か
を
根
拠
に
、
異
な
る
分
類
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
（K

ientzy, aaO
 

（1970

）
前
掲
注（
219
）S.33.

）。

第
二
に
、「
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
」
と
い
う
要
素
を
用
い
て
同
意
が
二
分
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
要
素
は
、
禁
止
に
反
す
る
す
べ
て
の
行
為

に
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
（K
ientzy, aaO

 
（1970

）
前
掲
注（
219
）S.44.

）。

第
三
に
、
二
分
説
は
、「
意
思
の
自
由
」
と
法
益
が
す
べ
て
の
構
成
要
件
に
お
い
て
分
離
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
意
思
の
自

由
は
、
仮
に
構
成
要
件
に
明
示
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
法
益
に
内
在
し
て
い
る
（K

ientzy, aaO
 

（1970

）,

前
掲
注（
219
）S.50-51.

）。

第
四
に
、
意
思
能
力
を
欠
く
者
の
保
護
が
不
十
分
で
あ
る
（K

ientzy, aaO
 

（1970

）
前
掲
注（
219
）S.57

）。

第
五
に
、
欺
罔
や
脅
迫
に
よ
る
同
意
の
と
き
は
、
他
の
構
成
要
件
で
カ
バ
ー
で
き
る
と
い
う
二
分
説
の
主
張
は
、
生
活
感
の
な
い
解
決
で
あ
る
。

欺
罔
に
よ
る
同
意
や
処
分
法
益
に
関
す
る
洞
察
能
力
が
低
い
場
合
に
は
、
洞
察
能
力
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
強
要
罪
に
当
た
る
場
合
も
認
め

る
べ
き
で
あ
る
（K

ientzy, aaO
 

（1970

）
前
掲
注（
219
）S.63

）。

（
221
） G

eerds, aaO

（1953

）
前
掲
注（
110
）S.177, F

n.2.

（
222
） 

動
機
の
錯
誤
こ
そ
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
解
決
す
る
出
発
点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
野
村
和
彦
「
わ
が
国
に
お
け
る

法
益
関
係
的
錯
誤
説
へ
の
疑
問
」
日
本
法
学
八
〇
巻
四
号
（
二
〇
一
五
年
）
三
五
頁
以
下
、
同
「
法
益
関
係
的
錯
誤
説
へ
の
批
判
」
慶
應
法
学
三
七

）
八
八
七
（



日
本
法
学

　第
九
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
二
五
年
六
月
）

一
四
〇

巻
（
二
〇
一
七
年
）
一
八
七
頁
以
下
。

（
223
） 

法
益
の
動
的
保
護
こ
そ
が
、
同
意
論
の
基
礎
に
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
す
で
に
示
唆
し
て
い
た
の
が
、
ヴ
ェ
ル

ツ
ェ
ル
で
あ
っ
た
。V

gl. H
ans W

elzel, S
tudien zum

 S
ystem

 des S
trafrechts, Z

S
tW

, 58

（1939

）, S
.515.

（
224
） G

unther A
rzt, W

illensm
ängel bei der E

inw
illigung 

（1970

）.

（
225
） C

laus R
oxin, D

ie durch T
äuschung herbeigefühlte E

inw
illigung, in: G

edächtnisschrift für P
eter N

oll 

（1984

）, S
.275-295.

（
226
） P

eter N
oll, Ü

bergesetzliche R
echtsfertigungsgründe 

（1955

）, K
nut A

m
elung, Irrtum

 und T
äuschung als G

rundlage von 

W
illensm

ängeln bei der E
inw

illigung des V
erletzten 

（1998

）.

（
227
） W

olfgang M
itsch, R

echtfertigung und O
pferverhalten 

（2004

）.

）
八
八
八
（
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