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近
年
'
我
が
国
に
お
け
る
法
規
の
数
は
増
大
す
る

一
方
で
あ
-
'
特
に

一
九
九
〇
年
代
以
降
は

｢刑
事
立
法
の
活
性
化
｣
現

象

が

見
ら

れ
る
｡
そ
こ
で
は
'
数
十
年
前
に
は
存
在
す
ら
し
な
か
っ
た
よ
う
な
法
益
に
刑
法
上
の
保
護
が
与
え
ら
れ
る
､
或
い
は
従
来
で
あ
れ
ば
法

的
に
全
く
意
味
の
な
か
っ
た
行
為
が
犯
罪
化
さ
れ
る
t
と
い
っ
た
こ
と
も
少
な
く
な
い
｡
そ
れ
故
､
国
民
が
自
ら
の
態
度
に
関
す
る
法
的

な
評
価
を
知
る
こ
と
は
'
以
前
に
比
べ
て
よ
り
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
情
況
下
で
は
'
｢法
の
不
知
｣
及

び
自
ら
の
態
度
に
つ
い
て
の
法
的
評
価
の
誤
り
が
'
即
ち
違
法
性
の
錯
誤
が
t
よ
り
生
じ
や
す
-
な
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡

刑
法
三
八
条
三
項
は
､
｢法
律
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
､
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
へ
罪
を
犯
す
意
思
が
な
か
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
｣
と
す
る
｡
し
た
が
っ
て
'
違
法
性
の
錯
誤
は
故
意
を
阻
却
し
な
い
｡
し
か
し
､
同
項
但
書
に
よ
れ
ば
､
｢情
状
に
よ
り
'
そ
の

刑
を
減
軽
す
る
こ
と
が
で
き
る
｣
｡
さ
ら
に
解
釈
上
は
､
違
法
性
の
認
識

(可
能
性
)
が
な
い
場
合
に
は

(故
意
)
責
任
が
阻
却
さ
れ
る

と
理
解
さ
れ
て
い
る
Q
で
は
､
な
ぜ
違
法
性
の
錯
誤
が

(故
意
)
責
任
を
阻
却
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
従
来
は
､
｢事
実
の
錯
誤
と
違
法

性
の
錯
誤
の
区
別
基
準
｣
或
い
は

｢違
法
性
の
認
識

(可
能
性
)
の
体
系
的
位
置
付
け
｣
に
議
論
が
集
中
し
'
こ
の
問
題
は
あ
ま
り
論
じ

(2
)

ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
｡
し
か
し
､
｢規
範
の
洪
水
｣
と
も
言
う
べ
き
現
状
を
顧
慮
す
れ
ば
'
こ
の
問
題
は
実
務
に
お
い
て
も
重
要
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
｡
最
高
裁
に
よ
る
違
法
性
の
認
識
不
要
説
か
ら
の
判
例
変
更
が
待
た
れ
る
中
で
'
学
説
に
は
､
違
法
性
の
認
識
可
能
性
を

判
断
す
る
た
め
の
有
効
な
基
準
を
提
示
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
こ
で
､
本
稿
で
は
､
回
避
不
可
能
な

違
法
性
の
錯
誤
の
み
が
責
任
を
阻
却
す
る
と
さ
れ
る
根
拠
を
検
討
し
､
違
法
性
の
認
識
可
能
性
の
判
断
基
準
を
示
す
た
め
の
手
掛
か
り
と

し
た
い
と
思
う
｡

違
法
性
の
錯
誤
と
負
担
の
分
配

(
一
)

一
〇
五

二
三
七
1
)
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第

一
章

問
題
と
視
座
の
設
定

一

我
が
国
に
お
け
る
従
来
の
議
論
の
到
達
点

-

判

例

大
審
院
以
来
'
わ
が
国
の
判
例
は
､
違
法
性
の
錯
誤
は
故
意
の
成
否
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
し
て
'
違
法
性
の
認
識
不
要
説
を
採
用

し
て
き
た
｡
例
え
ば
'
大
審
院
は
､
勅
令
が
発
布
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
ず
に
な
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
へ
｢勅
令
の
公
布
を
知
ら
ず
'
ま

た
は
知
り
う
べ
か
ら
ざ
る
状
態
に
あ

っ
た
と
し
て
も
､
そ
の
勅
令
の
内
容
に
該
当
す
る
行
為
を
認
識
し
て
実
行
す
る
場
合
に
は
'
犯
意
が

(3
)

(4
)

な
い
と
は
い
え
な
い
｣
と
し
､
完
全
な
責
任
を
肯
定
し

た

｡

最
高
裁
も
'
｢違
法
性
の
認
識
は
犯
意
の
成
立
に
関
係
な
い
｣
と
明
言

し

'

不
要
説
の
立
場
を
受
け
継
い
で
い
る
｡

(5
)

他
方
で
､
違
法
性
の
認
識
の
欠
如
に
つ
き

｢相
当
の
理
由
｣
が
あ
れ
ば
故
意
を
阻
却
す

る

'

と
す
る
も
の
が
'
下
級
審
判
例
に
で
は
あ

(6
)

(
7
)

る
が
､
多
数
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
周
知
の
と
お
り
で
あ
る

｡

例
え
ば
'
東
京
高
裁
は
､
い
わ
ゆ
る
石
油
や
み
カ
ル
テ
ル
生
産
調
整
事

件

に
お
い
て
'
従
来
の
最
高
裁
判
例
の
趣
旨
は
､
｢違
法
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
の
被
告
人
の
主
張
は
通
常
顧
慮
す
る
こ
と
を
要

し
な
い
と
い
う

一
般
原
則
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
か
､
あ
る
い
は
当
該
事
件
に
お
い
て
は
そ
の
主
張
に
理
由
が
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ

て
'
行
為
者
が
行
為
の
違
法
性
を
意
識
せ
ず
'
し
か
も
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
っ
て
行
為
者
を
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
な



い
よ
う
な
特
殊
な
場
合
に
つ
い
て
ま
で
言
及
し
た
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
余
地
も
な
い
で
は
な
｣
-
､
｢右
の
特
殊
な
場
合
に
は
行
為

者
は
故
意
を
欠
き
'
責
任
が
阻
却
さ
れ
る
と
解
す
る
の
が
､
責
任
を
重
視
す
る
刑
法
の
精
神
に
沿
い
､
『罪
ヲ
犯
ス
意
ナ
キ
行
為
ハ
之
ヲ

罰
セ
ス
』
と
い
う
刑
法
三
八
粂

l
項
本
文
の
文
言
に
も
合
致
す
る
至
当
な
解
釈
で
あ
る
｣
t
と
の

1
股
論
を
述
べ
て
い
る
O
本
件
は
､
当

時
の
通
産
省
に
よ
る
行
政
指
導
の
下
で
生
産
調
整
を
行
っ
た
石
油
連
盟
が
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律

(独

占
禁
止
法
)
違
反
に
問
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
が
'
東
京
高
裁
は
､
本
件
に
お
け
る

｢違
法
性
の
意
識
の
不
存
在
を
推
認
さ
せ
る
よ
う
な
事

実
｣
と
し
て
'
通
産
省
が
石
油
連
盟
に
対
し
て
生
産
調
整
を
行
わ
せ
る
行
政
指
導
を
行

っ
て
い
た
こ
と
'
生
産
調
整
廃
止
後
も
従
来
通
り

規
律
あ
る
生
産
を
期
待
し
て
生
産
動
向
の
監
視
を
強
化
し
た
こ
と
､
そ
の
後
再
び
通
産
省
が
事
実
上
生
産
調
整
を
要
請
し
､
こ
れ
が
慣
行

化
し
た
こ
と
'
石
油
連
盟
は
生
産
調
整
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
通
産
省
に
報
告
し
､
そ
の
指
示

･
了
承
の
下
に
こ
れ
を
行

っ
て
き
た
こ
と
'

公
正
取
引
委
員
会
が
生
産
調
整
に
つ
い
て
何
ら
の
措
置
も
執
ら
な
か
っ
た
こ
と
等
々
の
事
実
を
認
定
し
た
｡
こ
の
上
で
､
被
告
人
等
は
､

｢本
件
の
よ
う
な
生
産
調
整
は
､
業
界
が
通
産
省
に
無
断
で
行
な
う
場
合
に
は
独
占
禁
止
法
違
反
に
な
る
が
'
同
被
告
人
ら
は
通
産
省
に

報
告
し
､
そ
の
意
向
に
沿
っ
て
こ
れ
を
行
な
っ
て
お
り
､
通
産
省
の
行
政
に
協
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
'
こ
の
場
合
に
は
同
法
に
違

反
し
な
い
と
思
っ
て
い
た
｣
の
で
あ
り
､
こ
の
よ
う
に

｢信
じ
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
せ
る
事
実
が
多
-
存
在
す
る
の

で
あ
る
か
ら
､
同
被
告
人
が
違
法
性
を
意
識
し
な
か
っ
た
こ
と
に
は
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｣
と
し
て
'
故
意
の
成
立

(/Jpl

を
否
定
し
た
の
で
あ

る

｡

さ
ら
に
'
最
高
裁
判
例
に
も
､
違
法
性
の
認
識
不
要
説
か
ら
の
判
例
変
更
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
が
存
在

(9
)

へ10
)

す
る
D
い
わ
ゆ
る
百
円
札
模
造
事
件
決

定

で

あ
る
｡
原
審

は

､

1
般
論
と
し
て
､
｢特
別
の
事
情
が
存
在
し
､
そ
の
行
為
者
に
お
い
て
そ

の
行
為
が
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
信
じ
t
か
つ
そ
の
よ
う
に
信
ず
る
に
つ
い
て
仝
-
無
理
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
､

違
法
性
の
錯
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負
担
の
分
配
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一
)

一
〇
七

(
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三
七
三
)
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刑
法
の
責
任
主
義
の
原
則
に
従
い
､
も
は
や
法
的
非
難
の
可
能
性
は
な
い
と
し
て
'
例
外
的
に
犯
罪
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
と
解
す
べ
き

で
あ
る
｣
と
論
じ
た
上
で
'
本
件
に
つ
い
て
は
そ
の
例
外
に
当
た
ら
な
い
と
し
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
最
高
裁
は
'
被
告
人
等
が

｢違
法
性

の
意
識
を
欠
い
て
い
た
と
し
て
も
､
そ
れ
に
つ
き
い
ず
れ
も
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
当
た
ら
な
い
と
し
た
原
判
決
の
判
断
は
'
こ

れ
を
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
本
決
定
で
は

｢行
為
の
違
法
性
の
意
識
を
欠
-
に
つ
き
相
当
の
理
由
が
あ
れ
ば
犯
罪

は
成
立
し
な
い
と
の
見
解
の
採
否
に
つ
い
て
の
立
ち
入
っ
た
検
討
｣
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
､
最
高
裁
は
態
度
決
定
を
留
保
し
て
い
る
の
で

は
あ
る
が
'
既
に

｢相
当
の
理
由
｣
の
存
否
に
関
す
る
原
審
の
判
断
を
追
認
し
て
い
る
以
上
､
｢相
当
の
理
由
｣
が
存
在
す
る
場
合
に
は

I;
;

犯
罪
不
成
立
と
す
る
余
地
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

で
は
､
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
判
例
は
'
如
何
な
る
場
合
に
行
為
者
が
違
法
性
の
認
識
を
欠
い
た
こ
と
に
つ
き

｢相
当
の
理
由
｣
が

あ
る
と
し
て
犯
罪
の
成
立
を
否
定
す
る
の
か
｡
こ
の
判
断
に
関
す
る

一
般
的
な
基
準
を
示
し
て
い
る
の
は
'
札
幌
高
裁
昭
和
六
〇
年
三
月

二

百

判
決

(百
円
札
模
造
事
件
控
訴
審
)
で
あ
る
.
札
幌
高
裁
に
よ
れ
ば
'
｢法
的
非
難
の
可
能
性
は
な
い
と
し
て
'
例
外
的
に
犯
罪

の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
｣
特
別
の
事
情
が
存
在
す
る
の
は
'
｢本
件
の
刑
罰
法
規
に
関
し
確
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
判

例
や
所
管
官
庁
の
公
式
の
見
解
又
は
刑
罰
法
規
の
解
釈
運
用
の
職
責
の
あ
る
公
務
員
の
公
の
言
明
な
ど
に
従
っ
て
行
動
し
た
場
合
な
い
し

こ
れ
に
準
ず
る
場
合
な
ど
に
限
ら
れ
る
｣
｡
上
述
の
石
油
や
み
カ
ル
テ
ル
生
産
調
整
事
件
判
決
も
､
こ
の
場
合
に
当
た
る
だ
ろ
う
｡
同
判

決
で
は
'
生
産
調
整
行
為
が
当
時
の
通
産
省
に
よ
る
行
政
指
導
若
し
く
は
事
実
上
の
要
請
の
下
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
重
視
し
て
､
違

法
性
の
認
識
を
欠
い
た
こ
と
に
つ
き
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
の
認
定
が
な
さ
れ
て
い
る
が
'
こ
の
よ
う
な
判
断
の
背
後
に
は
､
国
の
行
政

機
関
を
信
頼
し
た
場
合
に
ま
で
行
為
者
に
処
罰
の
リ
ス
ク
と
い
う
負
担
を
強
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
､
と
の
考
慮
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
､
弁
護
士
'
学
者
或
い
は
職
業
団
体
等
'
私
人
の
情
報
を
信
頼
し
て
行
為
し
た
場
合
に

｢相
当
の
理
由
｣
が
認
め
ら
れ



(12
)

た
例
は
殆
ど
な
い
｡
｢弁
護
士
や
学
者
の
意
見
を
信
じ
た
場
合
に
は
犯
罪
が
成
立
し
な
い
と
す
る
と
'
結
局
､
法
制
度
は
こ
れ
ら
の
人
の

'rJ]

意
見
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
｣
､
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
､
公
的
機
関
で
な
い

と
は
l宇
久
へ
例
え
ば
国
家
に
よ
っ
て
資
格
を
与
え
ら
れ
た
弁
護
士
の
見
解
を
信
頼
し
た
場
合
に
も
､
本
当
に
免
責
の
余
地
は
な
い
の
で
あ

(14
)

ろ
う

か

｡

他
方
で
'
相
当
の
理
由
が
な
い
と
し
て
故
意
責
任
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
に
は
､
行
為
者
が
関
係
法
規
を
調
査
な
い
し
第
三
者
に
照
会
し

な
か
っ
た
こ
と
を
そ
の
根
拠
と
す
る
も
の
が
多
い
｡
即
ち
､
行
為
者
の
知
能
或
い
は
職
業
等
に
照
ら
し
て
､
当
該
法
状
況
に
つ
い
て
調
香

[け
)

な
い
し
照
会
す
べ
き
で
あ

っ
た
の
に
も
拘
わ
ら
ず
､
こ
れ
を
怠

っ
て
行
為
に
出
た
､
と
い
う
点
で
相
当
の
理
由
を
否
定
す
る
の
で
あ

る

｡

こ
こ
で
は
､
行
為
者
の
非
難
可
能
性
が
､
彼
が
法
を
知
る
た
め
の
努
力
を
怠

っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
る
D
こ
の
こ
と
は
､

3耶
E

国
民
の

｢法
を
知
る
義
務
｣
を
理
由
と
し
て
違
法
性
の
認
識
不
要
説
に
立
つ
判
例
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
よ
う
な
義
務
は

実
際
に
存
在
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
ま
た
､
仮
に
こ
の
よ
う
な
義
務
が
存
在
す
る
と
し
て
も
､
こ
の
義
務

へ
の
違
反
が
'
違
法
性
の
錯

誤
に
陥

っ
た
状
態
で
違
法
行
為
に
出
た
行
為
者

へ
の
非
難
可
能
性
を
根
拠
付
け
得
る
の
か
､
と
い
う
点
は
疑
問
で
あ
る
｡

ま
た
､
判
例
で
は
､
違
法
性
の
認
識
を
欠
-
こ
と
に
つ
き

｢相
当
の
理
由
｣
が
存
在
す
る
場
合
に
'
な
せ

｢法
的
非
柾
の
可
能
性
は
な

〔17
)

い
｣
の
か
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
｡
上
述
の
札
幌
高
裁
判
例
は

｢責
任
主
義
の
原
則
｣
を
そ
の
理
由
と
し
て
い
る
が
､
責
任
主
義
か
ら
は
､

違
法
性
の
認
識
の
必
要
性
は
導
か
れ
て
も
'
な
ぜ
免
責
が

｢相
当
の
理
由
｣
の
存
在
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
の
か
を
説
明
し
得
な
い
｡

も

っ
と
も
'
最
高
裁
が
違
法
性
の
認
識
不
要
説
を
変
更
し
て
い
な
い
た
め
､

1
股
的
な
判
例
理
論
の
展
開
が
見
ら
れ
な
い
の
も
止
む
を
得

な
い
だ
ろ
う
｡
こ
の
意
味
で
も
'
最
高
裁
に
よ
る
判
例
変
更
が
待
た
れ
る
の
で
あ
る
｡

2

学

説

違
法
性
の
錯
誤
と
負
担
の
分
配

(
こ

1
〇
九

二
三
七
五
)



開
法
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五
三
巻

六
号

二

〇

二

三
七
六
)

と
こ
ろ
で
'

我
が
国
の
学
説
に
お
い
て
は
､
違
法
性
の
認
識
不
要
説
は
既
に
姿
を
消
し
て
お
-
'
厳
格
故
意
説
が
な
お
強
固
に
主
張
さ

(18
)

(19
)

(紺
)

れ
続
け
て
は
い
る
も
の

の

､

現
在
で
は
違
法
性
の
認
識
可
能

説

が

多
数
を
占
め
て
い
る
状
況
に
あ

る

｡

こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
行
為
者
の

故
意
責
任
を
問
う
た
め
に
は
当
該
行
為
者
が
現
実
に
違
法
性
を
認
識
し
て
い
る
必
要
は
な
-
'
そ
の
可
能
性
が
あ
れ
ば
足
る
と
す
る
違
法

性
の
意
識
の
可
能
性
説
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
故
意
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
行
為
者
が
現
実
に
違
法
性
を
認
識
し
て
い
な
け
れ

(21
)

ば
な
ら
な
い
と
す
る
厳
格
故
意
説
に
対
し
て
は
へ
激
情
犯
や
確
信
犯
'
常
習
犯
の
処
罰
や
加
重
処
罰
を
根
拠
付
け
ら
れ
な

い

､

過
失
に

(22
)

よ
っ
て
違
法
性
の
意
識
を
欠
い
た
場
合
で
も
故
意
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
刑
事
政
策
的
に
不
合
理
で
あ

る

､

と
い
っ
た
批
判
が
な
さ

れ
て
い
る
が
､
い
ず
れ
も
正
当
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
刑
法
三
八
条
三
項
の
解
釈
と
し
て
も
困
難
が
あ
る
｡
以
下
で
は
'
違
法
性
の
認
識
可

へ23
)

能
性
説
を
前
提
と
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
と
す

る

｡

違
法
性
の
認
識
可
能
性
説
か
ら
は
'

一
般
に
､
原
則
と
し
て
構
成
要
件
的
故
意
が
あ
れ
ば
違
法
性
の
認
識
に
到
達
し
得
る
の
で
あ
り
､

例
外
的
に
構
成
要
件
的
故
意
が
あ

っ
て
も
違
法
性
を
認
識
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
に
の
み
'
(故
意
)
責
任
が
阻
却
さ
れ
得
る
に
過

ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
如
何
な
る
場
合
に
違
法
性
の
認
識
可
能
性
が
欠
け
る
の
か
､
そ
し
て
､
そ
も
そ
も
な
ぜ
違
法
性

の
認
識
可
能
性
が
な
い
場
合
に
は
責
任
が
阻
却
さ
れ
得
る
の
か
､
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
､
未
だ
議
論
が
尽
-
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え

な
い
｡

無

論
､
従
来
の
議
論
に
お
い
て
も
､
個
別
的
な
事
例
で
の
解
決
は
あ
る
程
度
示
さ
れ
て
い
る
｡
例
え
ば
､
松
原
久
利
は
､
違
法
性
の
認

識
可
能
性
と
は

｢自
己
の
行
為
が
法
的
に
許
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
､
行
為
の
法
的
性
格
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
で

(24
)

あ

る
｣

と
の
理
解
か
ら
'
①

行
為
者
に
自
ら
の
行
為
の
法
的
性
質
を
検
討
す
る
た
め
の
契
機
が
与
え
ら
れ
て
い
た
か
否
か
'
②

こ
の
契

(Ki)

機
を
利
用
し
て
自
ら
の
意
思
を
法
規
範
に
従

っ
た
行
為

へ
と
動
機
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
か
否
か
t
と
い
う

一
般
基
準
を
立

て

､

そ
の
上



(26
)

で
､
違
法
性
の
認
識
可
能
性
が
問
題
と
な
る
場
合
を
五
つ
に
類
型
化
し
､
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
考
慮
す
べ
き
点
を
挙
げ
て
い

る

｡

し
か
し
､

こ
の
見
解
に
お
い
て
は
へ
具
体
的
な
基
準
の
是
非
は
と
も
か
く
､
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
基
準
が
導
か
れ
得
る
の
か
､
と
い
う
こ
と
に
は
十
分

な
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
｡
即
ち
'
個
別
事
例
の
ア
ド

･
ホ
ッ
ク
な
処
理
を
越
え
て
違
法
性
の
認
識
可
能
性
の
合
理
的
且
つ
一
貫
し

た
限
界
設
定
を
可
能
に
す
る
'
指
導
的
な
観
点
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
､
こ
の
見
解
に
お
い
て
も
判
例
と
同
様
に
､
な
ぜ
違

法
性
の
認
識
を
欠
い
た
こ
と
に
つ
き
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
責
任
が
阻
却
さ
れ
得
る
の
か
､
と
い
う
点
が
明
ら
か
で
な
い
｡

(27
)

ま
た
'
高
山
佳
奈
子
は
､
｢刑
罰
が
法
的
非
難
で
あ
る
こ
と
に
関
連
す
る
要
件
｣
と
し
て
の
違
法
性
の
認
識
に
着
日

し

､

国
家
刑
罰
権

か
ら
の
個
人
の
行
動
の
自
由
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
'
｢法
に
従

っ
た
動
機
づ
け
｣
が
行
為
者
に
可
能
だ

っ
た
こ
と
が
非
難
可
能
性
の
前

(28
)

提
で
あ
る
と
す

る

｡

そ
し
て
'
違
法
性
の
認
識
可
能
性
が
肯
定
さ
れ
る
の
は
'
行
為
者
の
法
的
な
知
的
水
準
に
鑑
み
て
合
理
的
に
違
法
評

(29
)

価
に
到
達
し
得
た
場
合
で
あ
る
と
す
る
｡
こ
の
見
解
は
､
な
ぜ
行
為
者
が
違
法
性
の
認
識
を
欠
い
た
こ
と
に
つ
き
相
当
の
理
由
が
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
責
任
が
阻
却
さ
れ
る
の
か
､
と
い
う
問
い
に
対
す
る

一
応
の
回
答
を
示
し
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
｢合
理
的
に
違
法

評
価
に
到
達
し
え
た
｣
と
い
う
基
準
は
'
違
法
性
の
認
識
可
能
性
の
単
な
る
言
い
換
え
に
過
ぎ
ず
'
判
断
基
準
と
し
て
は
有
用
で
な
い
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
O
ま
た
'
い
-
つ
か
の
事
案
に
つ
き
具
体
的
な
解
決
が
示
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
の
結
論
の
妥
当
性
は
さ
て
お
き
'

｢法
に
従

っ
た
動
機
づ
け
｣
と
い
う
観
点
と
個
別
的
な
解
決
と
の
事
実
的
或
い
は
価
値
的
側
面
に
お
け
る
実
質
的
な
繋
が
り
が
不
明
で
あ

る
｡

二

我
が
国
の
議
論
に
欠
け
て
い
る
も
の

以
上
､
我
が
国
の
こ
れ
ま
で
の
判
例
及
び
学
説
に
お
け
る
議
論
を
簡
単
に
見
て
き
た
が
､
そ
こ
で
は
'
な
ぜ
行
為
者
が
違
法
性
の
認
識

違
法
性
の
錯
誤
と
負
担
の
分
配

H
)

〓

7

(
l
三
七
七
)
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二

二

(
一
三
七
八
)

を
欠
い
た
こ
と
に
つ
き
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は

(故
意
)
責
任
が
阻
却
さ
れ
得
る
の
か
､
と
い
う
根
本
的
な
問
い
に
対
す
る
答
え

を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
'
違
法
性
の
認
識
可
能
性
に
関
す
る
指
導
的
な
観
点
と
個
別
事
例
に
お
け
る
具
体
的
な
基
準
と
の
関
係
も
､
充

分
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
｡

判
例
に
お
い
て
は
､
行
為
者
が
違
法
性
の
認
識
を
欠
い
た
こ
と
に
つ
き
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
故
意

(責
任
)
を
阻
却
す
る
と

の
立
場
に
立
つ
も
の
が
下
級
審
判
例
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
､
各
事
案
毎
の
結
論
は
と
も
か
-
と
し
て
も
､

一
般
的
な
基
準
と
な

り
得
る
も
の
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
､
故
意

(責
任
)
阻
却
の
根
拠
も
明
ら
か
で
な
い
O
他
方
で
'
学
説
に
お
い
て
も
､
違
法
性
の
認
識
可

能
性
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
の
指
導
的
観
点
と
'
事
例
解
決
の
た
め
の
具
体
的
な
基
準
と
の
関
係
付
け
が
欠
け
て
い
た
｡

無
論
'
個
別
事
例
処
理
の
た
め
の
基
準
提
示
も
不
可
欠
で
は
あ
る
が
'
何
ら
の
指
導
的
観
点
に
も
基
づ
か
な
い
基
準
の
乱
立
に
は
問
題

が
あ
る
O
こ
こ
で

7
且
､
ア
ド

･
ホ
ッ
ク
な
事
例
解
決
を
離
れ
､
大
局
的
見
地
か
ら
違
法
性
の
認
識
可
能
性
を
捉
え
直
す
こ
と
が
必
要
で

あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
､
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
に
'
国
家
の
規
範
周
知
義
務
と
個
人
の
照
会
義
務
と
い
う
観
点
か
ら
､
違
法

性
の
認
識
可
能
性
に
関
す
る
指
導
的
観
点
と
個
別
基
準
の
理
論
的
な
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
試
み
る
｡

そ
の
際
'
禁
止
の
錯
誤
の
回
避
可
能
性
に
関
す
る
ド
イ
ツ
で
の
議
論
を
参
考
に
し
た
い
｡
ド
イ
ツ
刑
法

一
七
条
は
､
行
為
者
が
不
法
を

為
す
認
識
を
欠
い
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
､
当
該
錯
誤
が
回
避
し
得
な
い
場
合
に
は
'
彼
は
責
任
な
-
行
為
し
た
の
で
あ
り
､
錯
誤
が
回

避
し
得
た
場
合
に
は
､
四
九
条

一
項
に
よ
り
刑
罰
が
減
軽
さ
れ
得
る
と
規
定
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
､
禁
止
の
錯
誤
を

｢回
避
し
得
た
か

(30
)

否
か
｣
が
判
断
の
基
準
と
な

っ
て
い

る

｡

即
ち
､
行
為
者
が
陥

っ
た
禁
止
の
錯
誤
が
回
避
し
得
な
い
も
の
で
あ

っ
た
場
合
に
は
'
行
為
者

は
責
任
な
-
行
為
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
錯
誤
が
回
避
し
得
る
も
の
で
あ

っ
た
場
合
に
は
､
刑
が
減
軽
さ
れ
得
る

に
過
ぎ
な
い
o
L
た
が

っ
て
､
回
避
不
可
能
な
禁
止
の
錯
誤
は
責
任
阻
却
事
由
､
回
避
可
能
な
禁
止
の
錯
誤
は
任
意
の
責
任
減
少
事
由
で



あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
ド
イ
ツ
刑
法
は
責
任
説
の
採
用
を
明
言
し
て
い
る
点
で
､
未
だ
に
違
法
性
の
認
識

(可
能
性
)
の
体
系
的
地
位
が

争
わ
れ
て
い
る
我
が
国
と
は
事
情
が
異
な
る
o

L
か
し
､
ド
イ
ツ
の
判
例
は
'
法
共
同
体
の
構
成
員
は
､
自
ら
が
ま
さ
に
為
そ
う
と
す
る
こ
と
が
法
的
な
当
為
命
題
に
合
致
す
る
か
否

か
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
理
解
か
ら
､
｢良
心
の
緊
張
｣
と
い
う
基
準
を
問
題
と
し
て
き
て
お
り
'
こ
の
点
で
'
指
導
的
観

点
と
個
別
基
準
の
関
連
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
｡
ま
た
'
ド
イ
ツ
で
は
従
来
か
ら
'
行
為
者
の

｢照
会
義
務
｣
が
論
じ
ら
れ
て
お

り
､
こ
の
こ
と
は
上
記
仮
説
と
の
関
係
で
参
考
に
な
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
違
法
性
の
認
識
可
能
性
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
り
､
ド
イ
ツ

に
お
け
る
禁
止
の
錯
誤
の
回
避
可
能
性
に
関
す
る
議
論
を
考
察
す
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
O
そ
こ
で
､
次
章
で
は
ま
ず
ド
イ

ツ
に
お
け
る
議
論
を
概
観
し
て
お
き
た
い
｡

(3
)

大
判
大
正

l
W
年
八
月
五
日
刑
集
三
巻
六

二

頁
｡
こ
の
他
に
は
例
え
ば
'
大
判
大
正

l
四
年

二

月
二
七
日
刑
集
四
巻
六
八
〇
頁
'
大
判
昭

和
四
年
三
月
五
日
刑
集
八
巻

lL
l
五
頁
O

(4
)

最
三
小
判
昭
和
二
五
年
六
月
六
日
最
高
裁
判
所
裁
判
集
刑
事

1
八
号
九
七
頁
｡
こ
の
他
に
は
例
え
ば
'
最
大
判
昭
和
二
三
年
七
月

一
四
日
刑
集

二
巻
八
号
八
八
九
頁
､
最
三
小
判
昭
和
二
五
年

二

月
二
八
日
刑
集
四
巻

一
二
号
二
四
六
三
頁
｡

(5
)

違
法
性
の
認
識
を
欠
い
た
こ
と
に
つ
い
て

｢過
失
｣
を
問
題
と
す
る
の
は
'
例
え
ば
仙
台
高
判
昭
和
二
七
年
九
月
二
〇
日
判
特
二
二
号

7
七
二

頁

｡

(6
)
戦

後
の
無
罪
例
に
つ
い
て
は
'
松
原
久
利

『違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
』
(平
成
四
年
)
九
九
頁
'
高
山
佳
奈
子

『故
意
と
違
法
性
の
意
識
』

(平
成

二

年
)
三
〇
頁
注
(70
)を
見
よ
｡
な
お
'
大
審
院
時
代
に
も
'
｢相
当
の
理
由
｣
の
あ
る
と
き
は
故
意
を
阻
却
す
る
と
し
た
も
の
が
存
在

す
る
O
大
判
大
正

1
四
年
六
月
九
日
刑
集
四
巻
三
七
八
頁

(た
ぬ
き

･
む
じ
な
事
件
)
､
大
判
昭
和
七
年
八
月
四
日
刑
集

1
1
巻

二

五
三
頁
､

大
判
昭
和
九
年
二
月

l
〇
日
刑
集

一
三
巻
七
六
頁
､
大
判
昭
和
九
年
九
月
二
八
日
刑
集

一
三
巻

1
二
三
〇
頁
､
大
判
昭
和

7
111年

一
〇
月
二
五
日

刑
集

l
七
巻
七
三
五
頁
'
大
判
昭
和

1
五
年

一
月
二
六
日
新
聞
四
五
三
言
了
九
頁
'
大
判
昭
和

1
六
年

1
二
月

一
〇
日
新
判
例
体
系
刑
法

(二
)

二
五
六
ノ
五
l
頁
｡
松
原

･
前
掲
書
九
九
頁
'
福
田
平

『違
法
性
の
錯
誤
』
(昭
和
三
五
年
)

二

〇
頁
も
参
照
｡

違
法
性
の
錯
誤
と
負
担
の
分
配

(
一
)

一

一三
二

三
七
九
)



(9
)

(
10)!;

)

(
12

)

(

1
3

)

(14
)

(15
)

(16
)

(17
)

(18
)

開
法

第
五
三
巻

六
号

二

ES

(
一
三
八
〇
)

東
京
高
判
昭
利
五
五
年
九
月
二
六
日
高
刑
集
三
三
巻
五
号
三
五
九
頁
C

な
お
､
同
じ
く
石
油
連
盟
が
行
っ
た
石
油
の
価
格
協
定
が
に
関
す
る
石
油
や
み
カ
ル
テ
ル
価
格
協
定
事
件

(最
二
小
判
昭
和
五
九
年
二
月
二
四

日
刑
集
三
八
巻
四
号

7
二
八
七
頁
)
で
は
､
当
該
価
格
協
定
は
行
政
指
導
に
基
づ
-
行
為
で
は
な
か
っ
た
と
認
定
さ
れ
､
違
法
性
の
認
識
の
存
在

が
肯
定
さ
れ
て
い
る
｡

最
決
昭
和
六
二
年
七
月

二
ハ
日
刑
集
四

1
巻
五
号
二
三
七
頁
O

札
幌
高
判
昭
和
六
〇
年
三
月

一
二
日
刑
集
四

一
巻
五
号
二
四
七
頁
｡

こ
の
判
例
の
意
義
に
つ
い
て
は
､
特
に
川
端
博

｢百
円
紙
幣
を
模
造
す
る
行
為
に
つ
き
違
法
性
の
意
識
の
欠
如
に
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
は
い

え
な
い
と
さ
れ
た
事
例
｣
判
例
セ
レ
ク
ト
ES
l二
五
貞
'
松
原

こ
別
掲
書

l
二
1
頁
以
下
'
高
山

こ
別
掲
書
二
二
頁
以
下
を
見
よ
｡

松
原

こ
別
掲
書

一
〇
七
頁
以
下
参
照
｡

平
野
龍

1
『刑
法
総
論
F
=』
(昭
和
五
〇
年
)
二
六
九
頁
｡
但
し
､
｢も
ち
ろ
ん
弁
護
士
の
場
合
は
一
切
免
責
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
｣
と
も
述
べ
て
い
る
｡

東
京
高
判
平
成
五
年
六
月
g
]自
制
夕
八
三
一
号
二
四
八
頁

(包
丁
式
事
件
控
訴
審
)
は
'
被
告
人
に
は
､
鉄
刀
法
の
解
釈
に
関
し
て

｢関
係
官

庁

(警
察
)
の
助
言
､
指
導
を
求
め
､
又
は
'
弁
護
士
に
鑑
定
を
依
頼
す
る
な
ど
し
て
'
自
ら
の
判
断
に
誤
り
の
な
い
こ
と
を
期
す
る
周
到
な
用

意
が
必
要
で
あ
っ
た
｣
と
し
て
い
る
｡
官
庁
で
は
な
-
弁
護
士
に
問
い
合
わ
せ
を
行
っ
た
場
合
で
も
､
そ
の
見
解
を
信
頼
し
て
違
法
行
為
に
出
た

行
為
者
に
は

｢相
当
の
理
由
｣
が
認
め
ら
れ
得
る
と
す
る
趣
旨
か
｡

例
え
ば
､
東
京
高
判
平
成
五
年
六
月
四
日
判
夕
八
三

言
三

一四
八
百
｡

大
判
明
治
三
六
年

1
0
月
九
日
刑
録
九
輯

1
四
六
七
頁
､
大
判
昭
和

一
七
年
｣ハ
月

l
五
日
新
聞
四
七
八
三
号
末
頁
等
｡

札
幌
高
判
昭
和
六
〇
年
三
月

1
二
日
刑
集
四

1
巻
五
号
二
四
七
頁
o

厳
格
故
意
説
を
採
る
の
は
'
瀧
川
幸
辰

『犯
罪
論
序
説
』
〔改
訂
版
〕
(昭
和
二
二
年
)

7
二
七
頁
以
下
'
小
野
清

一
郎

『新
訂
刑
法
講
義
総

論
』
(昭
和
二
五
年
)

一
五
四
頁
､
平
場
安
治

｢法
律
の
錯
誤
｣
日
本
刑
法
学
会
編

『刑
事
法
講
座
第
二
巻
』
(昭
和
二
七
年
)
三
五
二
頁
'
同

･

｢刑
法
総
論
講
義
』
(昭
和
二
七
年
)
九
八
頁
以
下
'
岡
野
光
雄

｢故
意
｣
中
山
研

1
他
編

『現
代
刑
法
講
座
第
二
巻
』
(昭
和
五
四
年
)
三
〇
三

頁
､
植
松
正

『再
訂
刑
法
概
論
Ⅰ
総
論
』
(昭
和
五
六
年
)
二
四
四
頁
､
相
木
千
秋

『刑
法
総
論
』
(昭
和
五
七
年
)
二
二
六
頁
､
中
山
研

一

『刑

法
総
論
』
(昭
和
五
七
年
)
三
四
九
頁
'
大
塚
仁

『犯
罪
論
の
基
本
問
題
』
(昭
和
五
七
年
)
二
七
〇
頁
､
同

･
『刑
法
概
説

(総
論
)』
〔第
三
版
〕



(21
)

(平
成
九
年
)
頁
以
下
､
日
高
義
博

｢違
法
性
の
錯
誤
｣
植
松
正
他

『現
代
刑
法
論
叢
Ⅰ
』
(昭
和
五
八
年
)
二
一
五
頁
以
下
'
同

･
『刑
法
に
お

け
る
錯
誤
論
の
新
展
開
』
(平
成
三
年
)

一
七
五
頁
以
下
､
浅
田
和
茂

･
中
義
勝
-
吉
川
経
夫
=
中
山
研

一
編

『刑
法
-
総
論
』
(昭
和
五
九
年
)

二
l
三
頁
'
内
田
文
昭

『改
訂
刑
法
Ⅰ

(総
論
)』
(昭
和
六

一
年
)
二
四
四
頁
'
吉
川
経
夫

『三
訂
刑
法
総
論
』
(平
成
元
年
)

1
九
四
頁
以
下
､

中
野
次
雄

『刑
法
総
論
概
要
』
〔第
三
版
〕
(平
成
四
年
)
四
〇
頁
以
下
及
び
二
一
七
頁
以
下
'
荘
子
邦
雄

『刑
法
総
論
』
〔第
三
版
〕
(平
成
八

午
)
三
三
九
頁
以
下
及
び
二
七
六
頁
以
下
､
三
五
三
頁
以
下
及
び
三
七
二
頁
､
松
宮
孝
明

『刑
法
総
論
講
義
』
(平
成
九
年
)

一
八
三
頁
､
長
井

長
信

『故
意
概
念
と
錯
誤
論
』
(平
成

一
〇
年
)
九
〇
頁
以
下
'
重
井
輝
忠

｢違
法
性
の
意
識
と
責
任
非
難
｣
阪
大
法
学
四
九
巻

1
号

(平
成

1

1
年
)
三

二
二
頁
以
下
等
｡

本
稿
で
は
'
違
法
性
の
認
識
可
能
性
の
体
系
的
位
置
付
け
如
何
に
関
わ
ら
ず
'
行
為
者
へ
の

(故
意
)
責
任
の
要
件
と
し
て
は
違
法
性
を
認
識

す
る
可
能
性
が
あ
れ
ば
足
る
と
す
る
見
解
を
概
括
し
て
､
仮
に

｢違
法
性
の
認
識
可
能
性
説
｣
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
｡

こ
の
う
ち
制
限
故
意
説
を
採
る
の
は
'
団
藤
重
光

『刑
法
綱
要
総
論
』
〔第
三
版
〕
(平
成
二
年
)
三
一
六
頁
､
井
上
正
治

『刑
法
学

(総
則
)』

(昭
和
二
六
年
)

一
四
四
頁
'
藤
木
英
雄

『刑
法
講
義
総
論
』
(昭
和
五
〇
年
)
二
一
二
頁
'
正
田
浦
三
郎

『刑
法
体
系
総
論
』
(昭
和
五
四
年
)

二
七
五
頁
､
板
倉
宏

『刑
事
法
教
室
Ⅰ
』
(昭
和
六
〇
年
)
九

1
頁
等
O
責
任
説
を
採
る
の
は
､
木
村
亀
二

『犯
罪
論
の
新
構
造

(上
)』
(昭
和

E
I
一
年
)
三
四
二
頁
､
大
野
平
吉

『概
説
犯
罪
総
論
上
巻
』
(昭
和
六
二
年
)
二
E
]七
頁
､
平
野

･
前
掲
書
二
六
三
頁
'
西
原
春
夫

『刑
法
総
論
』

〔改
訂
準
備
版

(下
巻
)〕
(平
成
五
年
)
四

一
六
頁
､
中
義
勝

『講
述
犯
罪
総
論
』
(昭
和
五
五
年
)

一
七
四
頁
以
下
'
町
野
朔

｢
『違
法
性
』
の

認
識
に
つ
い
て
｣
上
智
法
学
論
集
二
四
巻
三
号

(昭
和
五
六
年
)
二
二
九
頁
､
福
田
平

『仝
訂
刑
法
総
論
』
〔第
三
版
増
補
〕
(平
成

≡

1年
)
二

〇
三
頁
､
香
川
達
夫

『刑
法
講
義

(総
論
)』
〔第
三
版
〕
(平
成
七
年
)
二
四
二
頁
､
大
谷
責

『刑
法
講
義
総
論
』
〔第
四
版
補
正
版
〕
(平
成
八

午
)
二
七
五
頁
､
野
村
稔

『刑
法
総
論
』
(平
成
二
年
)
三
〇
四
頁
以
下
､
松
原

･
前
掲
書

一
九
頁
以
下
､
青
柳
文
雄

『刑
法
通
論
Ⅰ
総
論
』
(昭

和
四
〇
年
)
二
〇
八
頁
､
二
八
七
頁
'
川
端
博

『刑
法
総
論
講
義
』
(平
成
七
年
)
四
二
一
頁
以
下
'
内
藤
謙

『刑
法
講
義
総
論

(下
)
Ⅰ
』
(辛

成
三
年
)
八
九
六
頁
以
下
'
曽
根
威
彦

『刑
法
総
論
』
〔新
版
補
正
版
〕
(平
成
八
年
)

一
六
九
頁
､
中
森
喜
彦

｢錯
誤
論
3
･
完
｣
法
学
教
室

一

〇
八
号

(平
成
元
年
)
四
二
頁
以
下
､
藤
野
彦
弥

『故
意
概
念
の
再
構
成
』
(平
成
七
年
)

一
八
五
頁
以
下
､
山
中
敬

一
『刑
法
総
論
Ⅲ
』
(平
成

1
1
年
)
六

1
七
頁
以
下
､
鈴
木
茂
嗣

『刑
法
総
論

〔犯
罪
論
〕』
(平
成

一
三
年
)
九
七
頁
､
林
幹
人

『刑
法
総
論
』
(平
成

一
二
年
)
三
二
二

頁
'
山
口
厚

『刑
法
総
論
』
(平
成

一
三
年
)
二
一
五
頁
等
｡

西
原
春
夫

｢違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
と
故
意
-

故
意
説
と
責
任
説
-

｣
藤
木
英
雄

･
板
倉
宏
編

『刑
法
の
争
点
』
〔新
版
〕
(昭
和
六
二

違
法
性
の
錯
誤
と
負
担
の
分
配

(
1
)

二

五

(
1
三
八

1
)



(27
)

(28
)

(29
)

(30
)

開

法

第
五
三
巻

六
号

二

六

二

三
八
二
)

午
)
八
七
頁
'
団
藤

･
前
掲
書
三

l
六
頁
'
藤
木

･
前
掲
書
二

1
二
頁
参
照
O

木
村

･
前
掲
書
三
三
四
頁
等
参
照
｡

な
お
'
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
は
立
ち
入
ら
な
い
が
､
違
法
性
の
認
識
可
能
性
を
故
意
と
は
独
立
の
責
任
要
素
と
す
る
責
任
説
が
妥
当
で
あ
ろ
う
Q

違
法
性
の
認
識
可
能
性
は
､
｢事
実
的
故
意
ま
た
は
過
失
行
為
意
思
の
形
成
過
程
に
お
い
て
'
そ
の
形
成
を
妨
げ
る
要
因
と
し
て
械
能
し
ま
た
は

機
能
し
え
た
は
ず
で
あ
り
'
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
行
為
意
思
を
形
成
せ
ず
に
と
ど
ま
り
う
る
充
分
な
条
件
が
与
え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
こ
れ
を
形
成
し
た
こ
と
は
不
当
で
あ
る
と
す
る
非
難
'
つ
ま
り
責
任
評
価
を
し
て
な
り
た
た
せ
る
要
因
｣
で
あ
る

(中

･
前
掲
書

一
七
五

質
)
｡

松
原

･
前
掲
書
四
六
頁
｡

松
原

･
前
掲
書
六
四
頁
以
下
C

松
原

こ
別
掲
書
七
四
頁
以
下
O
｢①

法
の
不
知
の
類
型
は
'
原
則
と
し
て
違
法
性
の
意
識
は
可
能
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
'
例
外
的
に
可

能
性
が
な
い
場
合
を
､
法
の
公
知
方
法
を
重
要
な
視
点
と
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
｡
②

自
己
の
行
為
は
適
法
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
法

規

･
判
例
へ
の
信
頼
の
類
型
は
'

一
般
に
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
を
欠
-
場
合
と
し
て
認
め
ら
れ
る
O
③

公
の
機
関
の
見
解
へ
の
信
頼
'
④

友
人
の
意
見

へ
の
信
頼
の
類
型
は
'
信
頼
に
値
す
る
情
状
提
供
者
か
ら
与
え
ら
れ
た
信
頼
に
値
す
る
情
報
内
容
が
自
己
の
行
為
の
適
法
性
を
示
唆

す
る
も
の
で
あ
る
限
り
へ
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
は
な
い
と
い
え
る
｡
⑤

行
政
犯
の
類
型
は
､
犯
罪
事
実
の
認
識
を
違
法
性
の
意
識
の
喚
起

が
直
接
可
能
と
な
る
よ
う
な
内
容
及
び
意
味
を
そ
な
え
た
事
実
の
認
識
と
考
え
れ
ば
､
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
の
問
題
に
つ
い
て
､
特
に
自
然

犯
と
の
相
違
は
な
い
｡
行
政
取
締
法
規
が
特
定
の
活
動
に
従
事
す
る
者
を
対
象
と
す
る
か
'
あ
る
い
は
広
く

1
般
人
を
対
象
と
す
る
か
が
'
可
能

性
判
断
に
あ
た
っ
て
考

慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｣
'
と
す
る

(九
五
頁
)
O

高
山

･
前
掲
書
二
五
〇
頁
以
下
｡

高
山

･
前
掲
書
二
六
九
頁
｡

高
山

･
前
掲
書
三
四
〇
頁
以
下
｡

V
g
I.
F
.･
C
.S
ch
roeder.
S
trafae
setzb
u
ch
L
etp
Nig
er
K
o
m
m
en
tarL
L.
A
u
)(.,
19
94
.
5
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R
n
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.



第

二

章

ド
イ

ツ
に
お
け
る
前
提
的
議
論

の
概
況

一

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ

ー
ス

(31
)

禁
止
の
錯

誤

に

関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所

(以
下
､
B
G
H
と
略
記
す
る
)
判
例
の
指
標
と
な
る
の
は
'

7
九
五
二
年
三
月

1
八
日

(32)

(
33
)

の
決

定

で

あ
る
｡
本
決
定
が
､
自
ら
の
態
度
が
法
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
得
る
者
だ
け
が
有
責
に
行
為
す
る
も
の
で
あ

る

､

と
い
う
原
則
を
承
認
し
､
責
任
説
を
支
持
す
る
態
度
を
表
明
し
た
こ
と
は
'
｢ド
イ
ツ
刑
法
の
近
時
の
歴
史
の
中
で
も
画
期
的
な
出
来
事

(34
)

で
あ
る
｣
と
評
価
さ
れ
て
い

る

｡

現
在
で
も
ド
イ
ツ
の
判
例
は
こ
の
決
定
の
立
場
を
継
承
し
続
け
て
お
り
､
本
決
定
は
､
禁
止
の
錯
誤
に

関
す
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ

ー
ス
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
｡

戦
前
'
ラ
イ
ヒ
裁
判
所

(以
下
､
R
G
と
略
記
す
る
)
は
､
法
律
の
錯
誤
に
つ
い
て

｢刑
罰
法
規
の
錯
誤
は
故
意
を
阻
却
し
な
い
が
'

(35
)

非
刑
罰
法
規
の
錯
誤
は
故
意
を
阻
却
す
る
｣
と
い
う
立
場
を
貫
い
て
い

た

｡

学
説
か
ら
は
'
刑
罰
法
規
の
錯
誤
と
非
刑
罰
法
規
の
錯
誤
と

を
区
別
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
た
め
､
そ
の
適
用
が
懇
意
的
に
な
る
と
し
て
'
ほ
ぼ

一
致
し
て
反
対
さ
れ
て
い
た
に
も
拘

(36
)

わ
ら

ず

､

R
G
が
そ
の
見
解
を
変
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
､
第
二
次
世
界
大
戦
後
'
裁
判
所
は
'
ナ
チ
ス
犯
罪

(例
え
ば
'

ナ
チ
ス
政
府
時
代
に
適
法
で
あ

っ
た

(或
い
は
命
令
に
よ
り
行
わ
れ
た
)
不
治
の
精
神
病
者
等
の
殺
害
'
或
い
は
政
府
に
と
っ
て
好
ま
し

-
な
い
者
の
密
告
等
を
行

っ
た
者
が
人
道
に
村
す
る
罪
に
問
わ
れ
た
)
の
処
理
に
あ
た
り
､
自
ら
の
態
度
を
適
法
で
あ
る
と
信
じ
て
行
為

(37
)

し
た
者
の
刑
事
責
任
の
成
否
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
っ

た

｡

下
級
裁
判
所
の
中
に
は
､
こ
の

よ
う
な
事
案
に
お
い
て
は
R
G
の

｢刑
罰
法
規
の
錯
誤
は
故
意
を
阻
却
し
な
い
が
'
非
刑
罰
法
規
の
錯
誤
は
故
意
を
阻
却
す
る
｣
と
い
う

立
場
か
ら
妥
当
な
解
決
を
導
き
得
な
い
と
考
え
'
こ
の
原
則
か
ら
離
脱
す
る
も
の
が
多
く
現
れ
る
よ
う
に
な
り
'
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の

違
法
性
の
錯
誤
と
負
担
の
分
配

(
一
)

二

七

(
二
二
八
三
)



開
法

第
五
三
巻

六
号

二

八

(
二
二
八
四
)

最
高
裁
判
所
に
よ
る
態
度
決
定
が
望
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
情
況
の
中
で
下
さ
れ
た
の
が
'

1
九
五
二
年
三
月

1
八
目
決

定
な
の
で
あ
る
｡

(3
)

本
決

定

に

お
い
て
B
G
H
は
､
規
範
的
責
任
論
に
基
づ
き
､
｢刑
罰
は
責
任
を
前
提
と
す
る
｡
責
任
と
は
非
難
可
能
性
で
あ
る
｣
と
し

た
上
で
､
責
任
非
難
の
根
拠
を

｢人
間
は
自
由
で
責
任
あ
る
倫
理
的
な
自
己
決
定
を
す
る
素
質
を
与
え
ら
れ
て
お
り
､
し
た
が
っ
て
､
法

に
従
い
不
法
に
反
す
べ
く
決
心
し
'
自
ら
の
態
度
を
法
的
な
当
為
規
範
に
適
合
さ
せ
'
法
的
に
禁
じ
ら
れ
た
こ
と
を
避
け
る
能
力
が
あ
る

と
い
う
点
｣
に
求
め
た
｡
そ
し
て
'
｢自
分
が
自
由
に
決
心
す
る
事
柄
が
違
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
は
､
そ
れ
に
も
拘

わ
ら
ず
そ
れ
を
行
う
場
合
に
は
､
有
責
的
に
行
為
す
る
も
の
で
あ
る
｣
と
し
た
｡
こ
の
よ
う
に
､
責
任
非
難
に
違
法
性
の
認
識
を
要
求
す

(39
)

る
こ
と
に
よ
っ
て
'
｢責
任
主
義
の
完
成
に
至
る
道
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

｣

の
で
あ
る
｡

し
か
し
t
B
G
H
は
同
時
に
'
禁
止
規
範
を
知
ら
ず
に
'
或
い
は
こ
れ
を
誤
解
し
た
た
め
に
違
法
性
の
認
識
を
欠
-

｢禁
止
の
錯
誤
｣

の
場
合
に
'
常
に
責
任
非
難
を
阻
却
す
る
わ
け
で
は
な
い
t
と
し
た
｡
即
ち
'
｢人
は
'
自
由
な
倫
理
的
自
己
決
定
を
行
う
素
質
を
与
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
'
常
に
法
共
同
体
の
7
貝
と
し
て
適
法
に
行
動
し
不
法
を
避
け
る
と
い
う
責
任
あ
る
決
意
を
な
す
事
を
要
求

さ
れ
る
｣
の
で
あ
り
'
そ
の

｢ま
さ
に
為
そ
う
と
す
る
全
て
の
こ
と
に
つ
い
て
へ
そ
れ
が
法
的
な
当
為
命
題
に
合
致
す
る
か
否
か
を
知
｣

る
た
め
に

｢良
心
の
緊
張
｣
が
必
要
と
さ
れ
る
t
と
す
る
｡
そ
し
て
､
｢期
待
さ
れ
る
べ
き
良
心
の
緊
張
に
も
拘
わ
ら
ず
行
為
が
不
法
で

あ
る
こ
と
を
知
り
得
な
か
っ
た
な
ら
ば
｣
､
そ
の
錯
誤
は
当
該
行
為
者
に
と
っ
て
避
け
ら
れ
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
'
こ
の
場
合
に
は

｢そ
の
者
に
対
し
責
任
非
難
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
｣
が
'
｢良
心
を
相
当
に
緊
張
さ
せ
た
な
ら
ば
へ
行
為
の
不
法
を
認
識
し
え
た

で
あ
ろ
う
場
合
に
は
禁
止
の
錯
誤
は
責
任
を
阻
却
し
な
い
｣
が
'
｢良
心
の
緊
張
を
欠
い
た
程
度
に
応
じ
て
責
任
非
難
は
軽
減
さ
れ
る
｣

と
し
て
'
い
わ
ゆ
る
責
任
説
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
明
確
に
し
た
の
で
あ
る
｡



(40
)

さ

ら
に
､

1
九
七
五
年
に
刑
法

一
七
条
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
で
､
本
決
定
の
基
本
的
な
立
場
が
立
法
的
に
追
認
さ
れ
た
｡
こ
れ
に
よ
っ

(41
)

て
'

ド
イ
ツ
に
お
け
る
違
法
性
の
認
識

(可
能
性
)
の
体
系
的
位
置
付
け
に
関
す
る
議
論
は
終
局
を
迎

え

､

議
論
の
中
心
は
'
違
法
性
の

認
識
内
容
及
び
回
避
可
能
性
の
判
断
基
準
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡
以
下
で
は
'
B
G
H
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ

ー
ス
と
'
こ
れ
以

後
の
判
例
及
び
学
説
に
お
け
る
禁
止
の
錯
誤
の
回
避
可
能
性
判
断
に
関
す
る
議
論
を
､
回
避
可
能
性
の
本
質
が
如
何
に
理
解
さ
れ
て
い
る

か
､
と
い
う
点
に
着
目
し
て
概
観
し
て
い
-
｡

二

｢法
を
知
る
義
務
｣

へ
の
違
反

B
G
H
に
よ
る

一
九
五
二
年
三
月

一
八
日
決
定
は
､
｢人
は
､
ま
さ
に
為
そ
う
と
す
る
全
て
の
こ
と
に
つ
い
て
'
そ
れ
が
法
的
な
当
為

茄
E

命
題
に
合
致
す
る
か
否
か
を
知
｣
る
義
務
を
有
し
て
い
る
'
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
'
｢当
該
事
件
の
諸
事
情
並
び
に
個
々
人
の
生

活
及
び
職
業
領
域
に
応
じ
｣
て
要
求
さ
れ
る
程
度
に

｢良
心
を
緊
張
さ
せ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
'
自
ら
の
行
為
の
不
法
を
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
､
当
該
錯
誤
は
克
服
し
得
ず
､
行
為
は
行
為
者
に
と
っ
て
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
｣
り
､
｢
こ

(43
)

の
よ
う
な
場
合
に
は
､
行
為
者
に
対
し
て
責
任
非
難
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な

い

｣

t
と
す
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
｢行
為
者
が
相
当
に
良

心
を
緊
張
さ
せ
て
い
れ
ば
'
自
ら
の
行
為
の
不
法
を
認
識
し
得
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
'
禁
止
の
錯
誤
は
責
任
を
阻
却
し
な
い
｣
が
t

へ44
)

｢良
心
の
緊
張
を
欠
い
た
程
度
に
応
じ
て
､
責
任
非
難
が
軽
減
さ
れ

る

｣

と
い
う
0

ま
た
'
本
決
定
は
'
行
為
が
適
法
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
疑
い
が
あ
る
場
合
に
は
'
｢熟
慮
或
い
は
照
会
に
よ
っ
て
取
り
除
か
な
け

(45
)

れ
ば
な
ら
な
い

｣

と
も
述
べ
た
の
で
あ
る
が
､
｢良
心
の
緊
張
｣
､
｢疑
い
｣
､
｢熟
慮
｣
及
び

｢調
査
｣
の
論
理
的
な
関
係
は
､
後
の
判
例

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
た
｡
即
ち
'
行
為
者
が

｢自
ら
の
態
度
の
法
的
許
容
性
に
疑
い
を
抱
か
な
か
っ
た
場
合
に
は
､
照
会
の

違
法
性
の
錯
誤
と
負
担
の
分
配

(
一
)

二

九

(
一
三
八
五
)



開
法

第
五
三
巻

六
号

一
二
〇

(
一
三
八
六
)

た
め
の
契
機
は
な
か
っ
た
｣
と
言
え
る
が
'
｢そ
れ
が
良
心
の
緊
張
の
不
足
に
基
づ
-
｣
場
合
に
は
､
当
該
禁
止
の
錯
誤
は
回
避
可
能
で

(46
)

あ
る
Q
ま
た
､
照
会
を
行

っ
て
い
れ
ば

｢如
何
な
る
情
報
を
獲
得
し
得
た
か
に
関
わ
ら
ず
､
行
為
者
が
期
待
さ
れ
た
照
会
を
義
務
違
反
的

(47
)

に
怠

っ
た
場
合
に
は
'
当
該
禁
止
の
錯
誤
の
責
を
負
う
｣
の
で
あ
る
｡

B
C
H
に
よ
る
禁
止
の
錯
誤
の
回
避
可
能
性
判
断
の
基
準
は
'
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
①

良
心
を
相
当
に
緊
張

さ
せ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
自
ら
の
態
度
の
禁
止
を
お
よ
そ
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
'
禁
止
の
錯
誤
は
回
避
不
可
能
で
あ

る
D
②

実
際
に
は
良
心
を
緊
張
さ
せ
な
か
っ
た
が
'
も
し
良
心
を
相
当
に
緊
張
さ
せ
て
い
た
な
ら
ば
禁
止
を
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
っ
た
と
言
え
る
場
合
に
は
'
回
避
可
能
性
が
肯
定
さ
れ
る
｡
③

良
心
を
緊
張
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
自
ら
の
態
度
の
適
法
性
に
疑
い
が

生
じ
た
場
合
に
は
､
熟
慮
な
い
し
照
会
に
よ
っ
て
こ
れ
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

こ
の
よ
う
に
､
B
G
H
に
よ
る
禁
止
の
錯
誤
の
回
避
可
能
性
判
断
の
基
準
の
中
心
は
､
相
当
に
良
心
を
緊
張
さ
せ
れ
ば
自
ら
の
態
度
の

違
法
性
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
否
か
'
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
'
こ
の

｢良
心
の
緊
張
｣
と
は
'
行
為
者
は
正

へ48
)

し
い
判
断
に
到
達
す
る
た
め
に

｢自
ら
の
精
神
的
認
識
力
及
び
倫
理
的
価
値
表
象
の
全
て
を
投
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

｣

こ
と
だ
と
さ

れ
て
い
る
O
ま
た
'
そ
の
程
度
は
当
該
事
案
の
事
情
や
生
活
領
域
及
び
職
業
領
域
と
い
っ
た
個
人
的
な
事
情
も
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
る
と

(49
)

い

う

｡

例
え
ば
'
ワ
イ
ン
法
違
反
の
事
案
に
お
い
て
'
B
G
H
は
､
｢注
意
深
い
ワ
イ
ン
業
者
｣
な
ら
当
該
行
為
の
禁
止
を
認
識
し
得
た

(50
)

か
否
か
が
問
題
で
あ

る

､

と
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
'
こ
の
場
合
の
注
意
義
務
は
､
過
失
犯
の
場
合
に
比
べ
て
よ
り
厳
し
く
課
せ
ら
れ
て
い

(51
)

る

｡し
か
し
t
B
G
H
の
い
う

｢良
心
の
緊
張
｣
と
い
う
基
準
は
､
学
説
か
ら
多
数
向
け
ら
れ
て
い
る
批
判
が
示
す
よ
う
に
､
禁
止
の
錯
誤

(52
)

の
回
避
可
能
性
の
判
断
基
準
と
し
て
は
適
当
で
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
ま
ず
'
違
法
か
否
か
を
判
断
す
る
の
に
､
｢良
心

｣

と
い
う
倫
理



的

･
道
徳
的
な
意
識
が
有
用
で
あ
る
の
か
､
と
い
う
点
が
疑
問
で
あ
る
｡
｢良
心
｣
と
は
'
そ
の
持
ち
主
に
何
が
善
で
あ
り
悪
で
あ
る
か

を
知
ら
せ
､
善
を
命
じ
悪
を
退
け
る
道
徳
意
識
で
あ
る
｡
し
か
し
､
｢良
心
｣
は
そ
の

｢根
底
に
あ
る
政
治
的
或
い
は
世
界
観
的
な
信
条

(53
)

に
依
存
｣
し
て
お
り
'
可
変
的
で
あ
る
｡
全
て
の
国
民
の
良
心
が

7
致
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
o
も
ち
ろ
ん
､
あ
る
態
度
に
つ
い
て
の

適
法

･
違
法
の
評
価
が
'
道
徳
的
な
善

･
悪
と

一
致
す
る
場
合
も
多
-
あ
る
で
あ
ろ
う
｡
特
に
刑
法
の
中
核
領
域
で
は
､
道
徳
的
に
悪
と

さ
れ
る
態
度
が
'
犯
罪
化
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
｡
し
か
し
'
道
徳
と
は
無
関
係
な
'
専
ら
政
策
的
な
理
由
の
み
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ

る
法
規
が
増
加
し
続
け
て
い
る
中
で
'
自
ら
の
態
度
が
こ
の
よ
う
な
規
範
に
違
反
し
て
い
る
か
否
か
を
良
心
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
は
､

(54
)

殆
ど
不
可
能
で
あ

る

｡

禁
止
規
範
が
公
の
秩
序
維
持
の
た
め
に
存
在
す
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
は
､
良
心
の
緊
張
に
よ
っ
て
正
し
い
認
識

に
は
至
り
得
な
い
｡
違
法
性
の
認
識
は
'
自
ら
の
態
度
の
法
的
な
性
質
に
関
す
る
認
識
で
あ

っ
て
'
良
心
の
声
の
知
覚
と
は
異
な
る
も
の

(:F:)

で
あ
る
か
ら
､
良
心
を
緊
張
さ
せ
て
も
自
ら
の
態
度
の
違
法
性
の
認
識
が
導
か
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ

る

｡

ま
た
t
B
G
H
は
'
確
信
犯
や
常
習
犯
と
い
っ
た

｢法
盲
目
性
の
事
例
｣
は
'
責
任
説
に
拠
れ
ば
有
責
的
な
禁
止
の
錯
誤
の
ヴ
ァ
リ

(56
)

エ
ー
シ
ョ
ン
で
し
か
な
く
､
処
罰
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と

す

る

が

'
こ
の
点
に
も
疑
問
が
あ
る
｡
確
信
犯
人
の
場
合
に
は
'
法
秩
序

と
行
為
者
の
良
心
は

一
致
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
'
良
心
を
緊
張
さ
せ
て
も
行
為
の
違
法
性
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
彼
の
良
心

(57
)

は
'
寧
ろ
'
彼
の
誤

っ
た
確
信
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ

る

｡

ま
た
'
B
G
H
に
拠
れ
ば
､
｢鈍
磨
し
た
常
習
犯
人
は
'
可
罰
的
な
生

活
態
度
を
通
じ
て
道
徳
的
な
評
価
に
よ
る
呼
び
か
け
の
可
能
性
を
失
い
'
そ
の
こ
と
で
良
心
の
緊
張
に
よ
っ
て
違
法
性
の
認
識
に
到
達
す

(58
)

る
能
力
を
失

っ
て
い
る
｣
の
で
あ
り
'
こ
の
場
合
の
行
為
者
の
責
任
は

｢行
状
責
任
｣
で
あ
る
と
い

う

｡

し
か
し
､
行
状
責
任
と
い
う
概

(59
)

念
自
体
の
問
題
を
さ
て
お
い
て
も
へ
常
習
犯
の
事
例
は
'
そ
も
そ
も
禁
止
の
錯
誤
に
当
た
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

｡

常
習
犯
人
は
'

規
範
意
識
が
鈍
磨
し
て
い
る
と
は
言
え
'
完
全
に
違
法
性
の
認
識
を
欠
い
て
行
為
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

違
法
性
の
錯
誤
と
負
担
の
分
配

二
)

一
二
一

(
二
二
八
七
)



開
法

第
五
三
巻

六
号

一二
一
二

三
八
八
)

こ
の
よ
う
に
'
｢良
心
の
緊
張
｣
と
い
う
基
準
に
は
疑
問
が
あ
る
が
'
そ
れ
は
､
禁
止
の
錯
誤
に
陥

っ
て
行
為
し
た
行
為
者
へ
の
非
難

可
能
性
の
根
拠
は
'
良
心
の
緊
張
を
欠
い
た
こ
と
'
或
い
は
法
状
況
の
照
会
を
怠

っ
た
こ
と
に
よ
る

｢法
を
知
る
義
務
｣

へ
の
違
反
で
あ

(那
)

る
へ
と
の
理
解
に
起
因
す
る
O
確
か
に
､
上
位
的
な
指
導
的
観
点
に
基
づ
い
て

｢良
心
の
緊
張
｣
'
｢熟
慮
｣
及
ひ

｢照
会
｣
と
い
っ
た
個

別
基
準
を
提
示
し
て
い
る
点
は
､
肯
定
的
に
評
価
し
得
る
C
だ
が
､
そ
の
指
導
的
観
点
自
体
に
疑
問
が
あ
る
の
で
あ
る
o

(61
)

あ
る
義
務
へ
の
違
反
は
'
こ
の
義
務
違
反
性
そ
れ
自
体
が
非
難
可
能
で
あ
る
場
合
に
の
み
､
刑
法
上
重
要
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
義

務
A
へ
の
違
反
を
理
由
と
し
て
､
義
務
B
へ
の
違
反
が
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
o
L
か
し
､
こ
の
見
解
で
は
'
｢法
を
知
る
義
務
｣
へ

の
違
反
が
当
該
違
法
行
為
に
つ
い
て
の
非
難
を
根
拠
付
け
て
い
る
｡
違
法
行
為
に
出
た
こ
と
に
つ
い
て
の
責
任
が
､
錯
誤
に
陥
っ
た
こ
と

(62
)

(63
)

へ
の
責
任
に
よ
っ
て
す
り
替
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢
こ
こ
で
は
､
行
為
責
任
が
錯
誤
責
任
に
ま
で
縮
小
さ
れ
て
い

る

｣
｡

ま
た
､
犯

罪
事
実
と
は
別
に
､
｢規
範
｣
な
い
し

｢法
秩
序
｣
そ
の
も
の
に
村
す
る
行
為
者
の
態
度
を
問
う
こ
と
は
､
個
別
行
為
責
任
の
原
則
に
反

へ64
)

す
る
と
思
わ

れ

る

｡

さ
ら
に
､
こ
の
義
務
の
内
容
及
び
限
界
が
予
防
的
な
考
慮
に
左
右
さ
れ
て
い
る
点
は
､
法
治
国
家
的
な
要
請
か
ら
兄

へ65
)

て
疑
わ

し

い

と

の
指
摘
も
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
B
G
H
に
よ
る
回
避
可
能
性
の
根
拠
付
け
は
へ
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
誤
っ
て
い
る
の

で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
､
行
為
者
が
実
際
に

｢法
を
知
る
義
務
｣
を
履
行
し
た
か
否
か
に
よ
っ
て
'
彼
が
違
法
性
を
認
識
す
る
こ
と
が

｢可

能
｣
で
あ

っ
た
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
｡

ま
た
'
法
規
が
増
え
続
け
､
法
情
報
が
氾
濫
し
て
い
る
今
日
に
お
い
て
'
法
を
知
-
'
全
て
の
活
動
に
つ
い
て
そ
の
法
的
性
質
を
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ら
ば
､
そ
れ
は
国
民
に
と
っ
て
過
重
な
負
担
と
な
る
｡
さ
ら
に
､
こ
の
こ
と
は
国
民
の
行
動
の
自
由
を
著
し
く

(66
)

制
限
す
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で

あ

り

'

余
り
に
非
現
実
的
な
要
求
で
あ
る
｡
国
民
が

｢法
を
知
る
義
務
｣
を
負
う
の
で
は
な
-
'
寧
ろ
'

国
家
の
側
こ
そ
が
'
国
民
が
特
に

｢良
心
を
緊
張
さ
せ
る
｣
ま
で
も
な
-
違
法
性
を
知
り
得
る
よ
う
へ
法
命
題
の
周
知
を
図
る
責
務
を



負

っ
て
い
る
と
は
言
え
ま
い
か
｡
も
っ
と
も
､
法
を
知
る

｢義
務
｣
で
は
な
い
に
せ
よ
'
事
実
上
は
国
民
に
も

｢法
を
知
る
｣
こ
と
に
つ

き

〓
疋
の
負
担
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
｢法
を
知
る
｣
と
い
う
点
に
関
し
て
は
'
国
家
と
国
民
ど
ち

ら
か

一
方
の
負
担
と
す
る
の
で
は
な
-
'
両
者
に
こ
れ
を
適
正
分
配
す
る
､
と
い
う
観
点
も
あ
-
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
〇

三

違
法
性
を
知
る
た
め
の

｢契
機
｣

上
述
の
よ
う
に
､
ド
イ
ツ
の
学
説
は
'
禁
止
の
錯
誤
の
回
避
可
能
性
判
断
の
際
に

｢良
心
の
緊
張
｣
を
重
視
す
る
判
例
に
対
し
て

一
般

(67
)

に
批
判
的
で
あ
り
､
｢義
務
違
反
｣
と
い
う
観
点
か
ら
違
法
性
の
認
識
可
能
性
を
基
礎
付
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
そ

こ
で
､
学
説
に
お
け
る
有
力
な
見
解
は
､
行
為
者
の

｢認
識
能
力
｣
に
着
目
す
る
｡
非
難
可
能
性
の
要
件
は
､
｢行
為
者
が
規
範
か
ら
生

じ
る
義
務
を
認
識
す
る
た
め
の
自
ら
の
能
力
を
利
用
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
｣
で
あ
-
'
｢責
任
は
､
錯
誤
者
の
認
識
能
力
に
よ
っ
て

(68
)

(69
)

決
定
さ
れ

る
｣

｡

そ
れ
故
､
行
為
者
は
､
自
ら
が
処
分
可
能
な
認
識
手
段
を
利
用
し
尽
-
き
な
か
っ
た
t
と
い
う
点
で
非
難
さ

れ

る

｡

回

避
可
能
な
禁
止
の
錯
誤
に
お
い
て
行
為
す
る
行
為
者
は
､
｢自
ら
の
能
力
を
用
い
ず
､
そ
れ
故
､
違
反
さ
れ
た
具
体
的
な
法
的
義
務
か
ら

(70
)

発
せ
ら
れ
て
い
た
は
ず
の
義
務
の
呼
び
か
け

(P
fl
ic
htanruf)
に
応
じ
な
か
っ
た
が
故
に
､
有
責
的
な
の
で
あ
る
L

o

(71
)

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
､
R
udo-p
h
i
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
｡
禁
止
の
錯
誤
の
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
､
行
為

者
に
錯
誤
を
取
り
除
-
た
め
の
可
能
性
が
あ
っ
た
か
否
か
が
重
要
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
'
行
為
者
に
は
､
単
に
自
ら
の
態
度
の
違
法
性
を

認
識
す
る
こ
と
が
可
能
性
な
だ
け
で
は
な
-
'
こ
の
可
能
性
を
実
際
に
利
用
す
る
た
め
の

｢契
機
｣
が
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

(72
)

い

｡

し
た
が
っ
て
､
回
避
可
能
性
が
あ
っ
た
と
言
い
得
る
た
め
に
は
'
行
為
者
が
､
①

自
ら
の
態
度
の
違
法
性
を
認
識
す
る
た
め
の
可

能
性
を
実
際
に
持
ち
得
た
こ
と
､
②

自
ら
の
態
度
の
法
的
性
質
を
検
討
す
る
た
め
の
具
体
的
な

｢契
機
｣
を
有
し
て
い
た
こ
と
'
③

与

違
法
性
の
錯
誤
と
負
担
の
分
配

(
一
)

一
二
三

(
一
三
八
九
)
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一
二
四

(
一
三
九
〇
)

(73
)

え
ら
れ
た
違
法
性
の
認
識
可
能
性
を
利
用
す
る
こ
と
が
行
為
者
に
期
待
さ
れ
得
た
こ
と
､
が
必
要
で
あ
る
｡
自
ら
の
態
度
の
法
的
性
質
を

検
討
す
る
た
め
の
具
体
的
な

｢契
機
｣
が
あ
っ
た
と
言
い
得
る
の
は
'
行
為
者
が
､
法
律
或
い
は
意
図
し
た
態
度
を
違
法
で
あ
る
と
評
価

す
る
裁
判
所
の
判
決
或
い
は
第
三
者
の
態
度
決
定
の
存
在
を
知

っ
て
い
る
､
若
し
-
は
自
ら
の
態
度
が
反
道
徳
的
或
い
は
反
社
会
的
で
あ

る
と
い
う
認
識
を
有
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
'
行
為
者
に
自
ら
の
態
度
の
法
的
性
質
を
熟
慮
す
る
､
或
い
は
第

三
者
か
ら
情
報
を
得
る
た
め
の

｢契
機
｣
が
認
め
ら
れ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
構
成
要
件
的
故
意
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は

｢契
機
｣
と

(74
)

し
て
は
不
十
分
で
あ
る
と
い

う

｡

行
為
者
に
こ
の
よ
う
な

｢契
機
｣
が
認
め
ら
れ
る
場
合
t

Ru
do
-p

hi
に
拠
れ
ば
'
行
為
者
は
具
体
的
に
は

｢熟
慮
｣
及
び

｢照
会
｣

へ75
)

に
よ
っ
て
禁
止
の
錯
誤
を
回
避
す
る
た
め
の
手
段
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

｡

行
為
者
が
こ
れ
ら
を
実
行
し
た
場
合
に
は
'
彼
が
自
ら

(76
)

の
専
門
知
識
を
信
頼
し
得
た
か
否
か
､
或
い
は
照
会
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
情
報
へ
の
信
頼
が
保
護
に
値
す
る
か
否
か
t
が
検
討
さ

れ

'

こ

れ
が
否
定
さ
れ
る
場
合
に
は
当
該
禁
止
の
錯
誤
は
回
避
可
能
で
あ
る
と
い
う
｡
反
対
に
､
行
為
者
が
第
三
者

へ
の
照
会
を
怠

っ
た
場
合
に

も
'
そ
の
こ
と
だ
け
を
理
由
と
し
て
非
難
可
能
性
が
肯
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
当
該
禁
止
の
錯
誤
が
回
避
可
能
で
あ
る
の
は
'
情
報

を
入
手
す
る
こ
と
が
行
為
者
に
期
待
可
能
で
あ
り
､
そ
し
て
'
行
為
者
が
照
会
し
て
い
た
な
ら
ば
､
自
ら
の
行
為
を
違
法
で
あ
る
と
評
価

(77
)

す
る
情
報
を
獲
得
し
得
た
場
合
の
み
で
あ
る
｡

こ
の
見
解
は
､
行
為
時
に
も
は
や
照
会
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
､
予
め
行
為
の
適
法
性
を
確
認
し
な
か
っ
た
t
と

(78
)

い
う
過
去
の
僻
怠
行
為
を
以
て
責
任
を
肯
定
す
る
こ
と
に

な

る

｡

こ
こ
で
は
､
非
難
可
能
性
が

｢行
状
責
任
｣
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ

(79
)

て
い

る

｡

し
か
し
な
が
ら
'
行
為
者
が
法
律
状
態
に
つ
い
て
博
識
の
あ
る
人
間
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
､
錯
誤
に
対
す
る

(80
)

責
任
を
認
め
る
こ
と
は
妥
当
で
は

な

い

｡

B
G
H
と
同
様
に

R
ud
o
】p

hi
の
見
解
も
ま
た
､
行
為
者
が
錯
誤
に
陥

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の



責
任
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
'
事
前
に
調
査

･
照
会
の
た
め
の
契
機
が
存
在
し
た
こ
と
を
以
て
責
任
を
肯
定
す
る
こ
と
は
､

(81
)

個
別
行
為
責
任
の
原
則
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

ま
た
､
R
u
d
otph
y
i
を
始
め
'
学
説
の
多
-
は
､
判
例
が

｢た
と
え
照
会
し
て
も
当
該
態
度
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き

(82
)

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｣
と
い
う
場
合
に
ま
で
責
任
を
肯
定
す
る
こ
と
は
責
任
主
義
に
反
す
る
と
批
判

し

､

｢照
会
し
て
い
れ
ば
違
法
性
を

(83
)

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
｣
と
言
え
る
場
合
に
の
み
行
為
者
を
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
､
と
主
張
す

る

｡

し
か
し
'
こ
の

｢照
会
し
て
い
れ
ば
違
法
性
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
｣
と
い
う
要
件
は
､
｢行
為
者
が
実
際
に
照
会
し
た
な
ら
ば
'
如
何

(84
)

な
る
情
報
を
獲
得
し
て
い
た
か
｣
と
い
う
事
実
的
な

問

題

と

､
｢専
門
知
識
を
持
つ
客
観
的
な
人
物
に
よ
っ
て
合
義
務
的
に
与
え
ら
れ
た

(85
)

情
報
に
拠
れ
ば
'
行
為
者
の
態
度
は
違
法
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
適
法
で
あ
る
か
｣
と
い
う
規
範
的
な
問

題

と

の
二
通
り
に
解
さ
れ
て
い
る
D

だ
が
'
こ
の

｢照
会
し
て
い
れ
ば
違
法
性
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
｣
と
い
う
仮
定
的
判
断
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
｡
前
節

で
紹
介
し
た
義
務
違
反
説
が
､
責
任
主
義
を
考
慮
し
て
こ
の
よ
う
な
仮
定
的
判
断
に
よ
る
限
定
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
理
解
で
き
る
の
で
あ

へ86
)

る
が
'
照
会

｢義
務
｣
を
否
定
す
る
見
解
が
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
こ
と
は
'

三
貝
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

(87
)

実
際
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
照
会
は
､
違
法
性
の
認
識
可
能
性
判
断
に
お
い
て
何
ら
意
味
を
持
た
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る

｡

も

っ
と

も
､
行
為
者
が
客
観
的
に
見
て
適
切
な
照
会
を
行

っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
'
当
該
違
法
性
を
認
識
し
得
な
か
っ
た
場
合
に
は
､
こ
れ
を
行
為

者
の
有
利
に
考
慮
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
｡
国
民
が
､
例
え
ば
公
的
粍
関
或
い
は
国
家
に
よ
っ
て
法
的
知
識
或
い
は
専
門
知
識
を

保
障
さ
れ
た
民
間
機
関
に
照
会
L
t
そ
こ
で
得
ら
れ
た
誤

っ
た
情
報
を
信
頼
し
て
行
為
し
た
場
合
に
は
､
国
民
に
対
し
て
正
し
い
法
情
報

を
提
供
し
な
か
っ
た
国
家
の
側
が
､
当
該
錯
誤
か
ら
生
ず
る
不
利
益
を
負
担
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
余
地
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
O

(s
)

主
に
ド
イ
ツ
の
議
論
に
お
い
て
は
禁
止
の
錯
誤
､
日
本
の
議
論
に
お
い
て
は
違
法
性
の
錯
誤
と
い
う
語
を
用
い
る
が
'
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

違
法
性
の
錯
誤
と
負
担
の
分
配

(
1
)

一
二
五

二
三
九

I
)



(32
)

(33
)

(
34
)

(35
)

(36
)

(37
)

(38
)

開
法

第
五
三
巻

六
号

1

二

六

(
1
三
九
二
)

は
共
に

｢行
為
者
が
､
行
為
時
に
自
ら
の
態
度
の
違
法
性
を
認
識
し
て
い
な
い
こ
と
｣
で
あ
り
'
両
者
を
特
に
は
区
別
せ
ず
に
用
い
る
こ
と
と
す

る
｡
ま
た
へ
ド
イ
ツ
で
は

｢
『不
法
』

の
意
識

(U
n
re
ch
tsb
e
w
u
Litse
in
)
｣
と
い
う
用
語
が
よ
-
用
い
ら
れ
る
が
へ
こ
れ
は
､
ド
イ
ツ
刑
法
第

一
七
条
の

｢不
法
を
為
す
認
識

(d
ie
E
in
sich
tVU
n
recht
zu
tu
n
)
｣
と
い
う
文
言
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
'
不
法

内
容
の
認
識
は
故
意
の
要
件
で
あ
り
'
こ

の
よ
う
な
意
味
に
も
解
さ
れ
得
る

｢不
法
の
意
識
｣
と
い
う
用
語
は
'
あ
ま
り
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ

な
い

(高
山

･
前
掲
書
二
四
六
頁
)
｡
そ
れ
故
､
本
稿
で
は

｢違
法
性
の
認
識
｣
に
統

一
す
る
こ
と
に
す
る
｡
な
お
､
違
法
性
の

｢認
識
｣
と

｢意
識
｣
に
つ
い
て
'
林

･
前
掲
菩
三

一
三
頁
以
下
'
長
井

こ
別
掲
書

〓

頁
注
(-
)参
照
｡

B
G
H
S
t
2
,19
4
.

B
G
H
S
t2

,

)94,20).

J

escheck/
W

elgend,L
ehrbuch
des
S
tra
fr
echts〉A
llge
m
elnerT
ei1.
5
.
A
ud
.,
1996.
S
.4
5
21
(野
崎
和
義
訳

･
西
原
春
夫
監
訳

『イ

ユ

シ

エ
ッ
ク
‖
ヴ

ァ
イ
ゲ
ン
ト

ド
イ

ツ

刑
法
総
論
第
5
版
』
(

平
成
二

年
)
三
四
六
頁
)

Z
.B
.
R
G

S
t
2
,2
6
9
;
R
G
S
t
5
7
,
2
3
5
.
R
G
時
代

の
判
例
に
つ
い
て
詳
し
-
は
､
sieh
e
A
T･th
ur
K
aufm
ann.D
as
U
nrechtsb
ew
usstsein

in
de
r

S
ch
utdlehre
d
e
s
S
tra
fre
c
h
ts,)
949,S
.4
6
ff.

ド
イ

ツ
に
お
け

る
違

法

性
の
認
識

に

つ
い
て
の
学
説
史
的
考
察
に
つ
い
て
は
'
福
田

･
違
法
性
の
錯
誤

一
頁
以
下
を
見
よ
｡

こ
の
時
代
の
下
級
審
判
例
に
つ
い
て
詳
し
く
は
'
sle
h
e
A
rtJL.
K
a
uf
m
a
n
n
,a
.a
.0
.〉S
.2
tO
ff

な
お
'
福
田

･
違
法
性
の
錯
誤

一
〇
二
1頁

以
下
も
参
照
｡

本
件
の
事
実
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
｡
弁
護
士
で
あ
る
被
告
人
が
､
W
の
刑
事
事
件
の
弁
護
を
報
酬
額
に
つ
い
て
契
約
せ
ず
に
引
受
け
た

が
'
第

一
回
公
判
後
'
W
に
対
し
て
五
〇

マ
ル
ク
の
報
酬
を
要
求
し
'
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
以
後
弁
護
を
し
な
い
と
脅
し
て
こ
れ
を
支
払
わ
せ
､

さ
ら
に
四
〇
〇
マ
ル
ク
の
報
酬
証
書
に
署
名
さ
せ
た
｡
こ
れ
に
つ
い
て
原
審
は
'
被
告
人
が
そ
の
よ
う
な
行
為
に
出
る
権
利
が
あ
る
と
信
じ
て
い

た
と
し
て
も
'
そ
れ
は
刑
罰
法
規
の
錯
誤
に
過
ぎ
ず
'
顧
慮
す
る
必
要
が
な
い
'
と
し
て
強
要
罪
の
成
立
を
認
め
た
｡

J
esch
eck/
W
ezg
en
d
,a
.a
.0
.,S
.4
5
2
1

立
法
過
程
に
つ
い
て
は
t
Ku

h

g
D

le
U
nterscheidu
n
g
v
on
v
or
satzausschlleL3
end
em
u
nd
nichtvorsatzausschlieLSen
d
e
m
lrrtum
,
198
7
,

S.2
8
tff.;
T
ZSCh
ler.,
V
e
rb
o
tsirrtu
m

und
lrrtum
iib
er
n
orm
ati
ve
T
atbesta
n
dsm
e
rk
m
a
le.
198
4,
S
.
)99ff∴
内
藤

謙

『刑
法
改
正
と

犯
罪
論

(上
)』
四
七
頁

以
下
'
松
原
･前
掲
書

一七
八
頁
以

下
及
び
同
所
の
諸
文
献
を
見
よ
0
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S
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2
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H
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P
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p
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H
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.
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(58
)

(
59
)

(60
)

(61
)

(62
)

(63
)

(
64
)

(65
)

(
66
)

(67
)

開
法

第
五
三
巻

六
号

1
二

八

(
1
三
九
四
)

(71
)

(72
)

B
G
H
St

2.
)94.
20
8.

R
o
r
En,
Strafrecht,
A
l)g
em
ein
er
T

eit,B
a
n
d
L,
3
A
un1.
)9
97
,
S
2
),R
n4
7
;
au
ch
R
oos,
a.a10
..
S
.
)99.

こ
の
よ
う
な
基
礎
を
持
つ
判
例
以
外
の

見
解
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
t
sieh
e
L
b
w
,
a.a10
.}S
.
7
0ff.

A
rm
ln
K
a
uf
m
a
72,Z,
D
ie
D
o
g
m
a
tik
d
er
U
n
tel)assu
n
g
sd
e)ik
te
,
19
59
.S
.
)4
5
.
;
vgI
.auch
L
ow
,a.a.
P
S

.7
5
.

R
u
d
o
Lj,h
z,U
n
rech
tsbew
uLStse
in
〉
V
e

rb
otsirrtum
u
n
d
V
e
rm
eid
b
ark
eit
d
es
V
erb
otsirrtum
s,
1969
,S
.
19
7ff1

Lh
d
o
Lp
JlL,
a
a
.
0
.,S
.
19
4
1

高
山
こ
別
掲
書
二
五
七
頁
参
照
｡
V
gt.auch
L
bw
,
a.a.0
.,
S
.77.

L
b
w
,a
.a
.0
.,S
76

V
elten,N
orm
k
en
n
tn
is
un
d
N
orm
v
erstan
d
n
is,
2002,
S
.3
)5.

但
し
へ
例
え
ば

J
escheck/
W
eig
end

.a.a

.0.,S
.
458
(野
崎
訳
･
前
掲
書
t二
五
三
頁
)
は
'
｢行
為
が
法
の
違
反
に
と
と
ま
ら
ず
'
同
時
に

倫
理
秩
序
に
対
す
る
耐
え
が

た
い侵害
でもある
場
合
に
は

(｢粗
野
な
る
無
知
｣)
､
禁
止
の
錯
誤
は
､
通
例
'
回
避
可
能
で
あ
る
O
な
ぜ
な
ら
､

法
的
な
価
値
判
断
が
直
接
的
に
法
感
情
か
ら
由
来
L
t
そ
れ
ゆ
え
良
心
の
緊
張
に
よ
っ
て
認
識
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
｣
､
と
し
て
い
る
｡

L
b
w
,a
.a
10
..S
.7
8
.
S
ieh
e
au
ch
B
ay
O
b
lJG
JR
t9
8
9
,3
86
,
38
7
.

E
b
end
a.

R

ud
olp

h

Z

,
S
K
〉
S
L7
R
n
1
24
;
auch
d
e7･5..
U
nrechtsb
ew
u
JS
t

sein
,
S
.
193ff
m
.W
.
N
.
S
o
au
ch
A
r
m.
K
auf
m
a,),L.
a
.a
.
0
-.
S
.

)4
4ff.
;
d
ers"
S
ch
ld
fah
ig
k
eit
un
d
V
erbotsirrtum
,
Z
ug)eich
e

in
B
eitra
g
zu
r
K
ritik
des
E
ntw
u
rf
st9
60,i
n
:
F
estsch
rift
fiir

E
b
erh
a
rd
S
chm
id
t
zum
70.G
e
b
u
rtstag,
)96
1
,
S3

29ff
;
G
7･Oteg
u
th
.
N
orm
･un
d
V
erb
o
ts(un)k
en
n
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