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Ⅰ

問
題
提
起

一

犯
罪
の
実
質
を
法
益
侵
害
に
求
め
る
か
義
務
違
反
に
求
め
る
か
は
古
-
て
新
し
い
問
題
で
あ
る
｡

人
間
の
自
覚
に
乏
し
い
時
代
で
は
'
人
の
す
べ
て
の
営
み
は
こ
れ
を
超
越
的
な
価
値

･
権
威
に
依
存
さ
せ
る
必
要
が
あ

っ
た
も
の
と
思
わ

(1
)

れ

る

｡

神
に
対
す
る
敬
慶
な
祈
-
が
美
徳
で
あ
-
､
神
に
対
す
る
反
抗
が
悪
徳
即
ち
犯
罪
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
神
に
対
す
る
忠
誠
義

(2
)

(3
)

務
違
反
が
犯
罪
な
の
で
あ

る

｡

野
蛮
な
復
讐
す
ら
､
神
の
媒
介
に
よ
っ
て
､
神
聖
化
さ
れ
え
な
い
で
は
な
か

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る

｡

T
五
三
二
年
の
カ
ロ
リ
ナ
刑
法
典
も
'
全
能
の
神
な
い
し
は
聖
母
マ
リ
ア
の
冒
涜
は
こ
れ
を
生
命
刑

･
身
体
刑
に
処
し

(

1

〇
六
条

)
､

魔
法
に

よ
る
加
害

(
一
〇
九
条
)
や
聖
な
る
顕
示
台
の
窃
盗

二

七
二
条
)
す
ら
を
も
'
こ
れ
を
火
刑
に
処
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
こ
と

(4)

で
あ

っ
た

｡

一
八
世
紀
に
お
い
て
も
､

一
七
九
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
普
通
ラ
ン
-
法
第
二
部
第
二
〇
章

｢犯
罪
と
刑
罰
｣
は
'
冒
頭

一

二
条
で
､
｢
処
罰
よ
-
予
防
｣
の
原
則
を
揚
げ
､
第
三
条
で
は
'
特
に

｢宗
教
の
公
然
侮
辱
を
強
-
非
難
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
宣

(5
)

言
し
､
第
二
〇
章
第
六
節
二

一
四
条
以
下
に
多
-
の
宗
教
犯
罪

(宗
教
団
体
侮
辱
)
を
規
定
し
た
の
で
あ

る

｡

(6
)

(7
)

(8
)

｢神

へ
の
忠
誠
｣
か
ら

｢
人
間
の
世
俗
的
価
値
重
視
｣

へ
の
移
行
は
徐
々
に
行
わ
れ
た
と
い
わ
れ
る
が

'

カ
ン
I

､

ペ
ッ
カ
リ
ー

ア

､

(9
)

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
の

業
績
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
｡
特
に
'
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
､
不
道
徳
を
も
処
罰
で
き
る
全
能
の
神
と
は
違

っ

(10
)

て
､
国
家
は

｢違
法
行
為
｣
即
ち

｢権
利
侵
害
｣
を
禁
圧
す
る
こ
と
を
も

っ
て
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

た

｡

カ
ン
ト
と
同

様
､
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と

っ
て
も
､
自
律
的
な
人
倫
的
完
成

･
市
民
的
情
操
の
滴
養
こ
そ
が
国
家
の
究
極
の
任
務
な
の
で
あ

っ
た
が
､

(;
i

刑
法
の
任
務
は
､
そ
の
中
の

一
つ
'
即
ち
'
違
法
行
為

･
権
利
侵
害
の
禁
圧
に
限
ら
れ
る
べ
き
だ

っ
た
の
で
あ

る

｡

勿
論
､
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
も
､
｢義
務
｣
の
観
念
を
無
視
し
た
わ
け
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
そ
の
義
務
は
､
神

･
人
倫

へ
の
義
務
で
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(12
)

は
な
-
し
て
､
刑
法
的
義
務
即
ち
権
利
侵
害
防
止
義
務
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
個
々
の
権
利
侵
害
を
生
じ
さ
せ
る

こ
と
な
し
に
､
単
に
法
秩
序

･
法
的
安
定
性
に

｢危
険
｣
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
風
俗
犯
や
性
犯
罪
の
多
-
は

｢犯
罪
｣
で
は
な
-
し
て

(13
)

警
察
違
反
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い

る

｡

1
八

二
二
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
も
､

序
章
第
九
条
で

｢違
法
と
不
道
徳
｣
の
峻
別
を
強
調
し
､
な
に
人
も
獣
姦

･
男
色

･
涜
神
な
ど
を
行
っ
て
よ
い
と
は
い
え
な
い
が
､
国
家

･

(1

4
)

個
人
の

｢法

･
権
利
侵
害
｣
な
い
し
は

｢外
部
的
義
務
違
反
｣
が
な
い
限
-
は
刑
法
の
外
に
お
か
れ
て
い
る
と
明
示
し
た
こ
と
で

あ

る

｡

｢神
に
対
す
る
犯
罪
｣
は
､
さ
き
に

二
言
し
た
よ
う
に
､
こ
の
よ
う
に
し
て
､
｢人
に
対
す
る
犯
罪
｣
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
､
そ
の

後
､
ビ
ル
ン
バ
ウ
ム
が
､
犯
罪
と
は

｢権
利
侵
害
｣
の
み
な
ら
ず
､
善
良
の
風
俗
違
反
や
湧
神
な
ど
の
宗
教
感
情
侵
害
を
も
包
含
し
た

(15
)

｢法
益
侵
害
｣
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
こ
と
に
よ

-

､

広
-

｢法
益
侵
害
と
し
て
の
犯
罪
｣
が
支
配
的
な
犯
罪

(16
)

観
と
し
て
通
用
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ

る

｡

し
か
し
､
｢法
益
侵
害
｣
と
は
何
か
が
､
ま
さ
に
問
題
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
｡
｢権
利
侵
害
｣
と
は
違
っ
て
暖
味
に
流
さ
れ
る
可
能
性
が
懸
念
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

(17
)

二

こ
れ
に
対
し
て
､
フ
エ
ル
ネ
ッ

ク

は

､
法
を
神
へ
の
依
存
か
ら
解
き
放
っ
て
､
こ
れ
を
共
同
生
活
利
益
擁
護
の
た
め
の
国
家
的
関

心
と
し
て
と
ら
え
な
が
ら
､
｢義
務
づ
け
｣
を
そ
の

｢手
段
｣
と
す
る
こ
と
に
よ
-
､
｢義
務
概
念
が
法
体
系
の
核
心
と
な
る
｣
と
い
う
著

名
な
提
言
を
掲
げ
､
｢主
観
的
法
｣

･
｢権
利
｣
の
侵
害
な
し
に
も
義
務
違
反
と
し
て
の
犯
罪
は
存
在
し
う
る
と
し
て
､
涜
神
や
公
然
濃

(

18

)

(19
)

泰
を
例
示
し
た
｡
フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ

ハ

が
､
権
利
侵
害
の
有
無
に
つ
き
否
定
的
に
解
し
た
潰
神
や
公
然
濃
黍
､
ビ
ル
ン
バ
ウ
ム
が
､
そ
の

こ
と
故
に
法
益
侵
害
性
を
肯
定
し
て
い
た
涜
神

･
公
然
濃
黍
は
､
フ
エ
ル
ネ
ッ
ク
に
よ
っ
て
､
例
外
と
し
て
で
は
あ
れ
､
｢権
利
侵
害
な

し
の
義
務
違
反
｣
と
い
う
か
た
ち
で

｢犯
罪
｣
と
な
っ
た
こ
と
に
な
る
が
､
｢共
同
生
活
利
益
侵
害
｣
を
考
え
る
こ
と
な
し
に

｢義
務
違

(20
)

反
｣
の
強
調
に
出
た
こ
と
へ
の
疑
問
は
重
大
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま

い

｡

詳
細
は
改
め
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
､
こ

こ
で
は

｢義
務
違
反
と
し
て
の
犯
罪
｣
は
､
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
指
頭
に
よ
-
､
そ
の
後
､

一
段
と
強
-
喧
伝
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
こ
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と
を
指
摘
し
て
お
-
に
と
ど
め
よ
う
｡

ナ
チ
ス
当
時
の
犯
罪
観
の
特
徴
は
､
ド
イ
ツ
民
族
共
同
体
へ
の

｢忠
誠
義
務
違
反
｣
と
し
て
犯
罪
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
と

(21
)

い
え
よ
う
｡
シ
ャ
ツ
フ
シ
ュ
タ
イ

ン

は

､
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
個
人
主
義
的
自
由
主
義
思
想
を
否
定
す
る
こ
と
を
通
し
て
､
｢健
全
な

民
族
感
情
｣

･
｢民
族
の
人
倫
秩
序
｣
に
遠
反
す
る
作
為

･
不
作
為

(義
務
違
反
)
が
第

一
義
的
に
犯
罪
の
不
法
成
分
を
形
成
す
る
の
で

あ
っ
て
'
そ
の

｢不
法
｣
の
質
と
量
と
を
吟
味
す
る
に
際
し
て
､
は
じ
め
て
第
二
義
的
に
侵
害
さ
れ
た

｢法
益
｣
の
特
性
が
考
慮
さ
れ
う

(22
)

る
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
し
､
ガ
ル
ラ

ス

は

､
民
族
共
同
体
の
法
理
念
か
ら
､
偽
証
罪

･
名
誉
穀
損
罪

･
詐
欺
罪
等
の
不
法
成
分

(倫
理
的
意

義
)
す
ら

｢法
益
侵
害
｣
だ
け
を
も
っ
て
し
て
は
説
明
し
切
れ
な
い
と
し
て
'
｢義
務
違
反
と
し
て
の
犯
罪
｣
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
｡
フ
ォ

(23
)

(24
)

イ
エ
ル
バ
ッ

ハ

に

と
っ
て
は
､
神
が
冒
湧
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
が
､
ガ
ル
ラ

ス

に

と
り
､
湧
神
は
充
分
可
能
な
の
で

あ
る
｡

さ
ら
に
ま
た
､
背
任
罪
の
本
質
に
関
し
､
受
託
財
産
事
務
処
理
者
の

｢義
務
違
反
｣
を
高
唱
す
る

｢背
信
説
｣
は
､
ナ
チ
ス
刑
法
の
当

(25
)

時
に
､
特
に
盛
ん
に
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た

い

｡

ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
崩
壊
に
よ
り
､
｢法
益
侵
害
と
し
て
の
犯
罪
｣
が
復
活
し
た
噂

,
こ
れ
に
対
し
て
､
深
刻
な
反
省
を
迫
る
議
論
が
行

わ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
-
で
あ
る
｡

｢訂,7)

ヴ
エ
ル
ツ
エ

ル

は

'
犯
罪
の
実
質
に

｢法
益
侵
害
だ
け
｣
を
求
め
る
の
は
目
先
の
利
害
に
と
ら
わ
れ
た
消
極
的
な
態
度
で
あ
-
､
こ
れ

を
超
え
て
､
法
益
を
尊
重
し
ょ
う
と
い
う

｢市
民
的
情
操
｣
の
確
立
を
求
め
る
こ
と
こ
そ
が
刑
法
の
普
遍
的

･
積
極
的
使
命
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
た
｡
｢法
益
侵
害
｣
は
､
今
日
､
明
日
だ
け
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
が
､
｢法
益
尊
重
要
請
｣
は
永
遠
を
眺
め
る
こ
と
に
な

る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
は
'
こ
の

｢市
民
的
情
操
｣
の
滴
養
機
能
を
刑
法
に
求
め
､
こ
れ
を
刑
法
の

｢社
会
倫
理
的
機
能
｣

と
呼
ん
で

｢法
益
保
護
機
能
｣
に
対
置
し
た
の
で
あ
る
｡
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ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
は
､
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
超
え
て
刑
法
の
社
会
倫
理
的
機
能
を
高
揚
し
た
こ
と
に
な
る
ば
か
-
で
な
-
､
法
益
尊
重

義
務
の
意
義
に
も
特
殊
な
も
の
を
つ
け
加
え
る
こ
と
に
な
ろ
う

噂

,

敢
て
そ
こ
ま
で
の
も
の
を
刑
法
に
求
め
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て

(29
)

は
､
な
お
充
分
の
検
討
を
要
す
る
も
の
と
思
わ
れ

る

｡

こ
の
点
も
'
後
に
改
め
て
考
え
て
み
た
い
｡

三

｢法
益
侵
害
｣
か

｢義
務
違
反
｣
か
の
二
者
択

一
で
は
な
-
し
て
､
両
者
の
関
連
を
検
討
し
ょ
う
と
い
う
姿
勢
も
'
最
近
は
目
立

つ
よ
う
に
な
っ
た
｡
法
益
侵
害
な
し
に
犯
罪
は
あ
-
え
な
い
と
い
う
理
解
を
前
提
に
し
た
上
で
も
'
な
お
､
法
益
侵
害
と
義
務
違
反
を
対

(30
)

(
31
)

置
し
て
双
方
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
も

の

､

法
益
侵
害
と
義
務
違
反
は
異
質
の
も
の
で
は
な
い
と

か

､

両
者
は

一
致
す
る
と
み
る
も
の

(32
)

な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る

｡

は
た
し
て
い
か
に
考
え
る
べ
き
か
は
､
ま
た
新
た
な
問
題
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

さ
ら
に
'
さ
き
ほ
ど
の
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
の

｢法
益
保
護
機
能
｣
と

｢社
会
倫
理
的
機
能
｣
の
対
置
に
連
動
し
て
､
｢結
果
無
価
値
論
｣
と

｢行
為
無
価
値
論
｣
の
対
立
が
顕
著
な
の
も
､
最
近
の
特
徴
の

一
つ
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
｡
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
は
､
法
益
侵
害
と
い
う

｢結
果
｣
は
多
分
に

｢偶
然
性
｣
の
契
機
を
包
蔵
す
る
の
に
反
し
て
､
｢行
為
｣
は
盲
目
の

｢因
果
性
｣
を
動
か
し
う
る

｢目
的
性
｣
に
よ

り
指
導
さ
れ
た
現
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
､
刑
法
は

｢結
果
｣
よ
-
も

｢行
為
｣
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
｡
い
わ

(33
)

(34
)

ゆ
る

｢行
為
無
価
値
論
｣
で
あ

る

｡

今
や

｢行
為
無
価
値
論
｣
を
否
定
し
去
る
も
の
は
､
ド
イ
ツ
で
は
み
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ

う

｡

し
か
し
な
が
ら
､
本
来
､
行
為
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結
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問
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｣
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さ
れ
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な
る
の

か
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積
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稿
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問
題
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ね
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か
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益
侵
害
と
義
務
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反
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新
た
な

｢結
果
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価
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無
価
値
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さ
れ
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法
益
侵
害
と
義
務
違
反

神奈川法学第40巻第3号 2007年(753)

一

法
益
概
念
と
法
益
侵
害
の
意
義

(
こ

権
利
侵
害
か
ら
法
益
侵
害

へ

一

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
､
｢国
家
契
約
に
よ
り
保
障
さ
れ
､
刑
罰
法
規
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
自
由
を
侵
害
す
る
者
が
犯
罪
を
行

う
の
で
あ
る
｣
と
考
え
た
｡
そ
し
て
'
国
家
構
成
員
ま
た
は
国
家
自
体
に
保
障
さ
れ
た
自
由

･
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
を

｢狭
義
の
犯
罪
｣

Bl
E

と

し

､

さ
ら
に
､
国
家
は
､
警
察
規
定
に
よ
っ
て
'
そ
の
目
的
に
間
接
的
に
奉
仕
し
う
る
が
故
に
､
｢そ
れ
自
体
と
し
て
は
違
法
と
は
い

(2
)

え
な
い
行
為
を
禁
止
し
｣
'
そ
の
不
服
従
を

｢警
察
違
反
｣
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ

る

｡

し
か
し
な
が
ら
､
権
利
侵
害

を
防
止
す
る
こ
と
が
'
国
家
の
目
的
で
あ
り
､
こ
の
目
的
に
間
接
的
に
有
効
で
あ
る
に
せ
よ
､
単
な
る
警
察
違
反
を
処
罰
し
う
る
こ
と
の

根
拠
は
薄
弱
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

1
八

二
二
年
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
総
則
第
二
条

一
-
三
項
は
重
罪

･
軽
罪
を
規
定

し
､
そ
の
四
項
は
､
｢
そ
れ
自
体
と
し
て
は
国
家
ま
た
は
構
成
員
の
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
が
､
法
秩
序
及
び
法
的
安
定
に
危

険
を
生
じ
さ
せ
る
が
故
に
刑
罰
に
よ
っ
て
禁
止
ま
た
は
命
令
さ
れ
る
作
為
ま
た
は
不
作
為
｣
が
あ
る
と
し
て
'
｢警
察
違
反
｣
を
規
定
し

た
の
で
あ

っ
た
折

),

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
自
身
は
､
こ
の
点
に
つ
き
明
確
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
即

(4
)

ち
､
刑
法
典
総
則
二
条
四
項
と
違
っ
て
､
｢危
険
｣
惹
起
を
処
罰
根
拠
に
す
る
と
い
う
発
想
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る

｡

に
も
拘
わ
ら
ず
､
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
､
涜
神
や
賭
博
の
ほ
か
､
多
-
の
性
犯
罪
を

｢警
察
違
反
｣
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
よ
う
と
し

た
だ
け
で
あ
る
｡
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の

｢権
利
侵
害
｣
と
は
､
個
人
に
保
障
さ
れ
た

｢主
観
的
な
権
利
の
侵
害
｣
に
限
定
さ
れ
､
｢客

(5
)

観
的
な
法
秩
序
の
危
殆
化
｣

へ
の
配
慮
に
欠
け
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

る

｡

こ
れ
で
は
､
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の

｢教
科
書
｣



(754)法益侵害と行為無価値の諸問題ll

(6
)

の
補
訂
に
当
た
っ
た
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ヤ
ー
や
ビ
ル
ン
バ
ウ
ム
の
批
判
に
曝
さ
れ
た
の
は
､
当
然
で
あ

っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

｡

二

さ
ら
に
､
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
､
国
家
も

一
個
の

｢個
人
｣
と
し
て
の
自
由

･
権
利
を
有
し
て
い
る
と
考
え
た
｡
国
家
が
独
立

し
た
権
利

(主
権
)
を
も
ち
､
そ
の
作
用
と
し
て
立
法

･
司
法

･
行
政
の
権
能
を
有
す
る
こ
と
に
は
､
現
在
で
は
仝
-
異
論
は
な
い
｡
ま

(7
)

た
'
国
家
は
肉
体
を
も
た
な
い
が
､
｢心
を
も
つ
人

(m
o
raLische
Per
so
n
)｣
で
あ
る
と
い
う
と
ら
え

方

も

充
分
可
能
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
､
そ
の
権
利
が
'

一
個
人
に
固
有
の
権
利

(主
観
的
権
利
)
と
相
違
す
る
点
が
な
い
と
い
う
主
張
に
は
､
到
底
賛
成
で
き
な
い
｡

勿
論
､
国
家
は

一
個
人
を
超
越
し
た
存
在
だ
か
ら
で
は
な
い
｡
国
民
の
た
め
の
国
家
だ
か
ら
で
あ
る
｡
国
民
個
々
人
が
'
み
ず
か
ら
の
自

由

･
権
利
を
全
う
し
て
人
倫
的
完
成
へ
の
道
程
を
確
実
に
歩
み
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
､
側
面
か
ら
支
援
す
る
任
務
を
負
う
の
が

現
代
国
家
で
あ
-
､
国
家
の
作
用
な
の
で
あ
る
か
ら
'
そ
こ
に
は
､
個
人
の
自
由

･
権
利
の
総
和
の
た
め
の
独
自
の
権
能
が
与
え
ら
れ
て

(8
)

し
か
る
べ
き
な
の
で
あ

る

｡

(9
)

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
'
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が

､
｢内
乱
罪
｣
を

｢殺
人
罪
｣
に
対
比
す
る
か
に
窺
わ
れ
る
の
は
､
す

で
に
形
式
的
に
妥
当
で
な
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
内
乱
罪
は
国
家
の
主
観
的
権
利
に
対
す
る

｢殺
人
罪
｣
で
は
な
-
し
て
'

(10
)

国
家
の
客
観
的
権
利
､
即
ち
主
権
に
対
す
る
反
抗
と
し
て
の

｢
国
家
危
険
罪
｣
な
の
で
あ

る

｡

＼目
し

偽
証
罪
の
と
ら
え
方
に
関
し
て
も
､
深
刻
な
問
題
が
あ
る
｡
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ

は

'
偽
証
罪
を

｢欺
同
罪
｣
の

一
種
と
し
て
の

｢形

(12
)

式
的
暖
昧
犯
罪
｣
と
み
た
｡
そ
し
て
､
欺
同
罪
の
中
に
詐
欺

･
文
書
偽
造

･
偽
証
な
ど
を
算
入
し
た

｡

ロ
ー
マ
法
の
フ
ァ
ル
ス
ゥ
ム

(fa-sum
)
で
あ
り
､
ま
さ
に

｢暖
昧
犯
罪
｣
で
あ
る
｡
何
に
対
す
る
犯
罪
か
で
は
な
-
し
て
､
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
る
犯
罪
か
と
い

う
角
度
か
ら
の
区
分
に
す
ぎ
ず
'
｢傷
害
｣

･
｢侮
辱
｣
を
含
む
包
括
的
な
イ
ン
ユ
リ
ア

(injuria)
な
ど
と
同
様
､
行
為
態
様
の
共
通

(9
)

性
に
止
冒
し
た
だ
け
の
分
類
方
法
に
依
存
す
る
こ
と
に
よ
る

｢暖
昧
犯
罪
｣
な
の
で
あ

る

｡

し
た
が
っ
て
､
何
に
対
す
る
犯
罪
な
の
か
を
吟

味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
｢暖
昧
犯
罪
｣
で
は
な
-
な
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
実
は
こ
の
点
に
こ
そ
､
フ
ォ
イ
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エ
ル
バ
ッ
ハ
の
暖
昧
さ
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ヤ
ー
は
､
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
偽
証
罪
を

｢個
人
に
対
す
る
犯
罪
｣
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
た
と
し
て
､
強
-
非

(1

4
)

難
し

た

｡

し
か
し
'
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
､
こ
れ
を

｢個
人
的
犯
罪
｣
と
し
て

｢暖
昧
犯
罪
｣
だ
と
し
た
の
か
'
｢公
的
犯
罪
｣
と
し

て

｢暖
昧
犯
罪
｣
と
み
た
の
か
は
､
明
確
で
は
な
い
｡
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
､
公
的
犯
罪
と
私
的
犯
罪
を

一
括
し
て

｢
一
般
的
犯
罪
｣

と
呼
び
､
こ
れ
に
実
質
的
暖
昧
犯
罪

･
形
式
的
暖
昧
犯
罪
の
二
種
類
を

｢暖
昧
犯
罪
｣
と
し
て

1
括
対
置
し
､
こ
れ
ら
に
加
え
て

｢警
察

(15
)

違
反
｣
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
だ
け
だ
か
ら
で
あ

る

｡

つ
ま
-
､
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
'
偽
証
罪
は
公
的
犯
罪
と
し
て

暖
昧
な
の
か
､
私
的
犯
罪
と
し
て
暖
味
な
の
か
は
不
明
な
の
で
あ
る
｡

そ
も
そ
も
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と
-
､
欺
同
罪
と
し
て
の

｢偽
証
罪
｣
は
､
証
人
等
が
義
務
に
反
し
た
欺
岡
手
段
を
弄
す
る
こ
と
を

通
し
て
'
民
事
事
件
ま
た
は
刑
事
事
件
に
お
け
る
係
争
関
係
者
等
に
､
民
事
上
の
不
利
益

(損
害
)
ま
た
は
刑
事
上
の
不
利
益

(刑
事
処

(16
)

分
等
)
を
与
え
る
点
に
特
徴
を
も
つ
犯
罪
で
あ
っ

た

｡

人
に
民
事
上

･
刑
事
上
の
不
利
益
を
与
え
る
点
を
強
調
す
る
な
ら
ば
､
そ
れ
は
'

(17
)

ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ヤ
ー
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
､
ま
さ
に
私
人
の
主
観
的
権
利
を
侵
害
す
る
犯
罪
と
さ
れ
る

が

'

欺
岡
手
段
が
向
け
ら
れ

る
の
が
､
裁
判
所
等
の
公
的
機
関
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
と
き
に
は
､
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ヤ
ー
の
主
張
す
る

｢公
の
信
義
誠
実
義
務
違
反
｣

(18
)

と
し
て
の

｢公
的
犯
罪
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う

｡

し
か
し
､
裁
判
所
等
の
主
観
的
権
利
が
害
さ
れ
る
の
か
､
司
法
権
に
危
険
を

与
え
る
犯
罪
な
の
か
は
､
依
然
不
明
瞭
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
放
火
罪
が
､
｢財
産
上
の
権
利
に
対
す
る
公
共
危
険
的
侵

(19
)

害

罪

｣

と
さ
れ
て
い
た
当
時
の
状
況
と
の
つ
な
が
-
に
お
い
て
も
'
極
め
て
深
刻
な
問
題
な
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

は
､
放
火
罪
を

｢暖
昧
犯
罪
｣
と
は
み
な
か
っ
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
｡

三

以
上
の
よ
う
に
眺
め
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
す
る
な
ら
ば
､
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
当
時
は
､
予
防
主
義
的
警
察
国
家
か
ら
の
脱
却

と
自
由
主
義
的
法
治
国
家
確
立
へ
の
志
向
の
強
さ
の
余
-
､
個
人
の
主
観
的
権
利
侵
害
の
み
を
強
調
す
る
犯
罪
観
に
傾
-
結
果
と
な
-
､



(756)法益侵害と行為無価値の諸問題

た
め
に
､
主
観
的
権
利
保
護
を
支
え
る
客
観
的
法
秩
序
保
護
へ
の
配
慮
を
欠
き
､
人
倫

･
風
俗
を
完
全
に
刑
法
の
外
に
お
-
と
共
に
､
国

(20
)

家
の
客
観
的
権
利
と
し
て
の
司
法
権
等
を
も
軽
視
す
る
風
潮
が
高
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

る

｡

犯
罪
と

警
察
違
反
の
分
離
､
涜
神

･
公
然
濃
秦
の
と
ら
え
方
'
暖
昧
犯
罪
と
し
て
の
偽
証
罪
の
位
置
づ
け
な
ど
に
み
ら
れ
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

の
姿
勢
は
､
こ
の
よ
う
な
見
地
で
こ
れ
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
加
え
て
､
た
と
え
ば
'
窃
盗
罪
で
は
､
｢所
有
権
そ
の
も
の
｣
は

(21
)

喪
失
し
な
い
の
に
､
窃
盗
罪
は
､
な
お

｢所
有
権
侵
害
｣
の
故
に
処
罰
さ
れ
る
の
で
あ

る

｡

｢主
観
的
権
利
侵
害
｣
の
意
義
も
再
検
討
さ

れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
ビ
ル
ン
バ
ウ
ム
の

｢法
益
侵
害
説
｣
拾
頭
の
準
備
は
'
こ
の
よ
う
に
し
て
整
備
を
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

ビ
ル
ン
バ
ウ
ム
は
､
｢権
利
そ
の
も
の
｣
は
仮
-
に
滅
失
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
､
そ
の
代
償
は
必
ず
回
復
さ
れ
る
べ

(22
)

き
で
あ
-
､
｢生
来
の
権
利
｣
か

｢取
得
さ
れ
た
権
利
｣
か
の
区
別
も
重
要
で
は
な
い
と
考
え
た
も
の
と
思
わ
れ

る

｡

す
べ
て
は
'
｢法
｣

に
よ
-
承
認
さ
れ
た
人
間
の

｢生
活
利
益
｣
な
の
で
あ
る
｡
｢主
観
的
権
利
｣
と
は
､
｢客
観
的
権
利
要
請
｣
に
由
来
す
る
と
い
う
ヒ
ッ
ペ

(23
)

ル

の

正
当
な
指
摘
は
､
す
で
に
ビ
ル
ン
バ
ウ
ム
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

さ
ら
に
､
ビ
ル
ン
バ
ウ
ム
は
'
｢権
利
｣
以
外
に
も
保
護
に
値
す
る

｢生
活
利
益
｣
は
多
々
存
在
す
る
と
し
て
､
人
倫
的
価
値

･
風
俗

(24
)

感
情
を
掲
げ
､
特
に
カ
ロ
リ
ナ
刑
法
典

〓

九
条
の

｢女
性
の
名
誉
侵
害
｣
を
挙
示
し
た
こ
と
で
あ

る

｡

宗
教
犯
罪
も
ま
た
､
当
然
に

(25
)

｢犯
罪
｣
な
の
で
あ

る

｡

｢警
察
違
反
｣
に
と
ど
め
よ
う
と
し
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
態
度
は
修
正
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
す
で
に
､
ミ
ッ

テ
ル
マ
イ
ヤ
ー
も
､
ビ
ル
ン
バ
ウ
ム
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
支
持
し
て
い
た
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
'
｢性
犯
罪
の
処
罰
｣
は
法
の
基
礎

(26
)

を
な
す

｢風
俗
｣
保
護
の
た
め
の
国
家
の
義
務
で
あ
る
と
明
言
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る

｡

加
え
て
､
ビ
ル
ン
バ
ウ
ム
は
､
｢権
利
｣
の

｢危
殆
化
｣
と
い
う
表
現
も
適
切
さ
を
欠
き
､
権
利
の
対
象
た
る

｢生
活
利
益
｣
を

｢危

(27
)

険
に
曝
す
｣
と
い
う
表
現
が
安
当
で
あ
る
と
考
え

た

｡

か
よ
う
に
し
て
'
犯
罪
と
は

｢国
家
権
力
に
よ
っ
て
､
す
べ
て
の
人
に
平
等
に
保

(28
)

13

障
さ
れ
た
利
益

(
G
u
t)
を
､
人
間
の
意
思
に
帰
責
し
う
る
か
た
ち
で
侵
害
し
､
あ
る
い
は
､
こ
れ
を
危
険
に
陥
れ
る
こ

と

｣

で
あ
る
と



14

さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
､
リ
ス
-
､
ヒ
ッ
ベ
ル
な
ど
が
､
こ
れ
を
前
提
と
し
て

｢法
益
侵
害
と
し
て
の
犯
罪
｣
を
確
立
し
ょ

(29
)

う
と
い
う
努
力
を
傾
け
た
わ
け
で
あ

る

｡
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)
A
.v
IF
e
uerba
ch.L
e
h
rb
uchL
t
A
u

ft.Si12tf.
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)
A
.V
.F
e
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bac
h
,L
eh
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L
A
u
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22.

(3
)
A
n
m
erk
u
n
ge
n
fiir
B
a
iern
,
B
d.
(,S
.68ff..7
9f.

(4
)
勿
論
､
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
も
､
｢危
険
性
｣
と
い
う
観
念
を
無
視
し
た
わ
け
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
所
為
の

｢危
険
性
｣

･
｢有
害
性
｣
は
､
｢権
利

侵
害
｣
で
は
な
-
し
て
内
面
的
義
務
違
反
と
し
て

｢神
の
刑
罰
｣
を
受
け
る
べ
き

｢
不
品
行

((m
m
oralita
t)｣
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る

(
A
.V
.

F
eu
e
rb
a
c
h
,
R
e
vision
.B
d
.Ⅰ,S
.6
5f.)
.
し
か
し
､
こ
れ
で
は

｢不
品
行
｣
す
ら
'
｢警
察
違
反
｣
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡
｢警
察
違

反
｣
は
､
や
は
り

｢
市
民
社
会
｣
に
危
険
を
与
え
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
o
R
.v
IH
ip
p
e1.
S
tra
fre
ch
t.
B
d
.Ⅰ.
S
.2
9
7
;
T
h
.

W
u
rten
berg
er,D
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S
y
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d
e
r
R
ec
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g
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d
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d
e
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S
trafg
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e
b
u
n
gL
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eudru
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,S.2
)
9ff.2
2
).
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R
.V
.H
ip
p
eI.
S
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t,B
d
.
(.S
.ll.
41
A
n
m
.4.
5.29
6ff1.30
0f,3
07A
n
m
.3
;T
h.
W
u
rten
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ger.
System
,S
.22):
内
田

･
概
要
上
巻
二
五

頁
注

(9
)0

(6
)
F
e
uerba
ch･M
itterm
ai
er.
L
ehrb
uch.
)2
A
uA

No
te
zu
款

2),
)6).
303,
No
te
4
zur
ゆ
4
48
.
4
3
2.
449こ
.M
.F
.B
irn
ba
um
.
A
rch
iv
.
N
.F
.

)8
3
4.S
.)4
9ff"
)74ff
.

(7
)
A
.V
.F
e
uer
ba
c
h
.L
e
h
r
bu
ch,t
t
A
ufl.扮.23.

(8
)
内
田
文
昭

･
刑
法
各
論

〔第
三
版
〕
(平
八
)
四

二

頁
以
下
､
五
九
三
頁
以
下
､
同

･
｢特
別
刑
法
の
体
系
｣
内
田

･
刑
法
研
究

l
巻

(平
二
)
六
五

頁
以
下
'

1
0

1
頁
以
下
O
さ
ら
に
'
内
田

･
概
要
上
巻
二
二
貫
以
下
.
な
お
､
T
h.W
tirte
nb
er
ge
r.S
ystem
.S
.2
2)
.

(9
)
A
.V
.F
e
uerb
a
ch
,P
h
ilosoph
isch
=jurid
isch
e
U
n
ters
uch
u
n
g
Liber
da
s
V
er
brec
he
n
des
H
ochverrath
s,
)79
8
,
S
.43ff.
)8f.

(10
)
フ
ォ
イ

エ
ル
バ

ッ
ハ
も
'
内
乱
罪
の

｢絶
対
的
に
最
高
度

の
危
険
｣
を
肯
定

し
て
お
-

(
A
.V
.F
eue
r
b
ach
,
R
e
visio
n

de
r
G
ru
n
d
s
a
tze
und

G
ru
n
db
e
g
riffe,
B
d
.戸

1800
,
S
.23
))'
-
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ヤ
1
も
､
内
乱
の
未
遂
と
既
遂
の
区
別
を
指
摘
し
て
い
る
が

(F
euer
bach･M
itte
rm
aier,

L
ehrb
uc
h
,)2
A
u
fI.妙.)68
a
)
､
｢侵
害
｣
の
必
要
性
に
触
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
O
な
お
､
後
出
'
Ⅱ

･
J
･
(≡
)
荏

(28
)
｡
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｢同
性
相
姦
｣
を

｢淫
ら
な
不
倫
｣
と
し
て
､
ま
た

〓

九
条
は

｢強
姦
｣
を

｢女
性
の
名
誉
侵
害
｣
と
し
て
死
刑
に
処
し
う
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
｡

H
IZ
o
ep
fl,.
P
ein
lic
h
e
G
erich
tsord
n
u
n
g.S
.9
9
.

(
25

)

J.
M

.F

.B
i
rn
b
au
m
,
A
rch
iv
d
e
sC
rim
inal
rec
hts,N
.F
.
)8
34.S
.)64ff.,
)7
9ff.

(

26
)

F
euerb
ach
･M
itterm
aier.
L
e
hrb
u
c
h,
)2
A
ufl
.N
ote
zu
bS.
22
,

S.
449.

(
27
)
J.
M
.F.B
irn
ba
um
,
A
rch
iv
d
e
sC
r
imi
n
alre
ch
ts.N
IF
.)8
3
4

.S
,17
2fE.,)7
9.

(28
)
J.
M
.F
.B
irn
ba
um
,
A
rchiv
d
es
Cr
im
in
alre
ch
ts.N
.F
.)8
34.S.)7
9.

(

29
)

前
柱

(5
)

(

20
)
(23
)
0

尤
も
'

ビ

ン
デ

ィ
ン
グ
は
､
｢主
観
的
権
利
｣
.よ
り
も

｢規
範
｣
を
重
視
し
､
規
範
不
遵
守
と
い
う
観
点
で
は

｢犯
罪
｣
と

｢警
察
違
反
｣
の
間
に
差
異

は
な
い
と
考
え
た
｡
K
.B
in
d
in
g.D
ie
N
o
rm
e
n
un
d
ihre
U
b
e
rtretun
g,B
d
.I.2
A
u
fl
.
)8
90
,S
.5
)
,29
5ff..3
40
.3
9
7ff
..4
0
9f.
細
か
な
点
は
後
に
触

れ
る
｡

(
二
)
法
益
概
念
の
確
定

一

犯
罪
は
権
利
侵
害
で
は
な
-
し
て
､
｢法
益
侵
害
｣
な
い
し
は

｢法
益
危
殆
化
｣
と
み
る
こ
と
が
安
当
だ
と
し
て
､
次
に
は
､
｢法

益
概
念
｣
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
課
題
と
な
る
｡
権
利
以
外
の
法
益
の
確
認
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
､
｢権
利
｣
と
い
う
観
念
自
体
が
､
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
｡
国
際
法
上
の

｢国
家
主
権
｣
'
国
家
の
機
能
と
し
て
の

｢立

法
権
｣

･
｢
司
法
権
｣

･
｢行
政
権
｣
､
憲
法
上
の

｢
人
権
｣
､
公
法
上
の

｢公
権
｣
､
私
法
上
の

｢私
権
｣
､
さ
ら
に
私
法
上
の

｢
物

権
｣

･
｢債
権
｣
な
ど
､
多
岐
に
亘
る
｡
し
か
し
､
最
少
限
度
の
共
通
要
素
と
し
て
'
法
に
よ
-
承
認
さ
れ
保
障
さ
れ
る
価
値
で
あ
っ
て

そ
の
旨
が
裁
判
上
確
認
さ
れ
る
利
益
と
い
う
契
機
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
い
か
に
高
価
な
も
の
で
あ
っ
て
も
､
裁
判
上
の

確
認
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
な
い
限
-
は
､
｢権
利
｣
と
は
い
え
な
い
｡
し
か
し
､
個
人
の
主
観
的
権
利
は
も
と
よ
-
､
国
家
の
客
観
的
権

利
も
'
い
ず
れ
も
が
､
裁
判
上
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
最
近
は
､
社
会
の
変
化
に
よ
-
､
多
-
の
権
利
が
創
設
さ
れ
る
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傾
向
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
｡
｢環
境
権
｣
等
を
例
示
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

｢法
益
｣
は
､
｢権
利
｣
と
違
っ
て
､
敢
て
裁
判
上
の
確
認
を
必
要
と
し
な
い
生
活
利
益
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
権
利
よ
-
漠
然
と
し

て
お
-
､
暖
昧
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
面
が
あ
る
｡
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
'
｢権
利
｣
に
こ
だ
わ
っ
た
の
も
理
解
で
き
な
い
わ

(-
)

け
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
法
益
と
い
え
ど
も
､
法
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
利
益
で
あ
-
価
値
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な

い

｡

た

だ
'
そ
れ
が
､
予
め

｢裁
判
｣
に
よ
る
確
認
な
し
に
も
､
刑
法
上
の
承
認
を
得
た
こ
と
を
も
っ
て
足
-
る
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
｡
つ

ま
-
'
立
法
者
が
'
刑
罰
を
も
っ
て
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
生
活
利
益
は
､
そ
の
旨
を

｢立
法
｣
す
る
こ
と
に
よ
-
直
ち
に

｢法
益
｣
と
な
る
の
で
あ
る
｡
｢路
上
喫
煙
｣
に
科
料
を
科
す
る
条
例
が
制
定
さ
れ
た
と
き
に
は
'
｢嫌
煙
権
｣
が
承
認
さ
れ
る
ま
で
も
な

-
､
路
上
で
の
喫
煙
か
ら
守
ら
れ
る
べ
き

｢法
益
｣
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
限
-
､
｢法
益
｣
も
新
た
に
創
設
さ
れ
る
傾
向

に
あ
る
｡
し
か
も
､
手
続
的
に
は
､
権
利
よ
-
も
創
設
が
容
易
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

二

法
益
は
､
敢
て
裁
判
上
の
確
認
を
必
要
と
し
な
い
に
せ
よ
､
や
は
り
法
律
上
承
認
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
限

り
で
は
'
権
利
と
そ
の
本
質
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
や
は
り
､
い
か
に
高
価
な
も
の
で
も
'
そ
れ
自
体
が
法

(2
)

益
で
あ
る

｢価
値
｣
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

｡

強
い
て
あ
げ
る
な
ら
ば
､
地
球
上
で
は
土
地

･
空
気

･
水

･
動
植
物
な
ど
が

考
え
ら
れ
よ
う
が
'
こ
れ
ら
も

｢人
間
｣
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
法
益
と
は
い
え
な
い
｡
｢生
命
｣
は
､
｢生
来
の
法
益
｣
に
は
か
な
ら
な

い
と
い
え
そ
う
で
あ
る
が
'
こ
れ
も
､
人
類
の
歴
史
上
､
法
的
に
承
認
さ
れ
た
価
値
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
｢法

益
｣
と
は
､
法
以
前
に
存
在
す
る

｢価
値
｣
で
あ
-
う
る
に
せ
よ
､
必
ず

｢法
｣
に
よ
っ
て

｢確
認
｣
さ
れ
た

｢生
活
利
益
｣
で
あ
る
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
法
益
の
法
源
は
､
ロ
ク
シ
ン
や
ラ
ム
ペ
も
肯
定
す
る
よ
う
に
､
憲
法

(憲

二
二
条
等
)
に
あ
る
と
い
う
べ
き

(3
)

で
あ
ろ
う

｡

法
益
概
念
は
刑
罰
法
規
の
意
義

･
目
的
か
ら
方
法
論
的
に
演
樺
さ
れ
う
る
の
み
で
あ
る
と
考
え
る

｢方
法
論
的
=
目
的
論
的

(4
)

法
益
概

念

｣

は
'
妥
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
法
益
は
､
こ
れ
を
内
包
す
る
刑
罰
法
規
中
の
規
定
の
位
置

･
配
列
､
規
定
内
容
な
ど
か



(5
)

18

ら
'
｢実
体
的
｣
に
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
､
敢
て

｢方
法
論
的
法
益
概
念
｣
を
樹
て
る
必
要
は
な
い
の
で
あ

る

｡

た
と
え
ば
､
わ

が
刑
法
上
の
放
火
罪

(刑

一
〇
八
条
以
下
)
は
'
規
定
の
位
置

･
内
容
か
ら
､
｢公
共
危
険
罪
｣
で
あ
っ
て

｢財
産
罪
｣
で
は
な
い
と
考
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え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
｡
即
ち
､
わ
が
国
の
放
火
罪
の
法
益
は

｢財
産
｣
で
は
な
-
し
て
､
｢社
会
の
危
険
｣
な
の
で
あ
る
｡
刑
法
各
則
第

九
章
の

｢放
火
及
び
失
火
の
罪
｣
は

｢騒
乱
の
罪
｣
(第
八
章
)
と

｢出
水
及
び
水
利
に
関
す
る
罪
｣
(第
十
章
)

･
｢往
来
を
妨
害
す
る

罪
｣
(第
十

一
章
)
の
中
間
に
配
列
さ
れ
､
｢公
共
の
危
険
｣
を
要
件
と
す
る
場
合

(
一
〇
九
条
二
項

二

一
〇
条

一
項
)
が
明
走
さ
れ
て

い
る
こ
と
や
､
放
火
に
関
す
る
社
会
的

･
歴
史
的
認
識
な
ど
か
ら
し
て
､
｢公
共
危
険
罪
｣
で
あ
る
こ
と
が
導
か
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡

勿
論
､
放
火
罪
の
法
益
が
'
｢公
共
の
平
穏
｣
で
あ
り
続
け
る
必
然
性
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
将
来
､
建
造
物
等
の
構

造

･
機
能
の
変
化
に
よ
-
､
建
造
物
損
壊
罪
に
類
似
の
犯
罪
と
し
て
規
定
し
直
し
た
方
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
達
し
た
な
ら
ば
､

た
と
え
ば
､
各
則
第
四
十
章

｢穀
棄
及
び
隠
匿
の
罪
｣
の

一
種
と
し
て

｢建
造
物
損
壊
罪
｣
(二
六
〇
条
)
に
並
置
す
る
こ
と
も
可
能
な

の
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
改
正
が
行
わ
れ
た
と
き
は
､
｢放
火
罪
｣
の
法
益
は
､
個
人
の

｢財
産
｣
と
な
る
の
で
あ
る
｡

要
は
､
刑
法
上
の
法
益
と
は
､
そ
の
国
の
立
法
者
が
､
そ
の
国
の
歴
史

･
文
化
に
照
し
て
､
あ
る
生
活
利
益

(価
値
)
に
つ
き
､
そ
の

い
か
な
る
側
面
を
い
か
な
る
状
態
に
お
い
て
保
護
す
る
こ
と
が
妥
当
か
と
い
う
観
点
で
下
し
た
決
断
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
-
､
｢相
対

(6
)

的
｣
な
性
格
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
の
で
あ

る

｡

人
間
の
生
活
利
益
で
'
｢法
益
｣
た
-
え
な
い
も
の
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
が
､
そ

こ
に
は
や
は
り
限
界
が
必
要
で
あ
る
｡
そ
の
限
界
は
何
か
が
､
わ
れ
わ
れ
の
次
の
問
題
で
あ
る
｡

三

法
益
た
り
う
る
し
､
殆
ん
ど
が
法
益
と
さ
れ
て
い
る
の
が
､
い
う
ま
で
も
な
-

｢権
利
｣
で
あ
る
｡
法
益
は
権
利
以
外
に
も
存
在

し
う
る
と
い
う
こ
と
が
､
権
利
を
法
益
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
の
は
､
当
然
で
あ
る
｡
し
か
し
､
権
利
で
あ
っ
て
も
'
刑
法

上
の

｢法
益
で
な
い
生
活
利
益
｣
が
存
在
す
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
｡
た
と
え
ば
､
離
婚
事
由
と
し
て
の

｢不
貞
｣
(民
七
七

〇
条

一
項

言
号
)
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
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｢不
貞
｣
は
､
契
約
違
反
で
あ
-
､
他
方
配
偶
者
に
対
す
る

｢権
利
侵
害
｣
と
し
て
の

｢不
法
行
為
｣
(民
七
〇
九
条
)
た
-
う
る
ば
か
り

か
'
か
つ
て
は
､
｢妻
の
不
貞

･
姦
通
｣
は
犯
罪
で
あ
っ
た

(刑
旧

l
八
三
条
)｡
し
か
し
､
旧

1
人
三
条
の

｢法
益
｣
が

｢夫
の
も
の
｣
だ

っ
た
の
か
､
善
良
の

｢風
俗
｣
だ
っ
た
の
か
は
と
も
か
-
と
し
て
､
昭
和
二
二
年
の
刑
法
改
正
に
よ
-
､
姦
通
罪
は
廃
止
さ
れ
t

i
八
三
条

に
法
益
は
存
在
し
な
-
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
勿
論
'
民
法
上
の

｢権
利
｣
が
依
然
変
更
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
は
､
い
う
ま
で
も
な
い
｡

こ
れ
に
類
似
し
た
面
を
も
つ
の
が
､
｢親
の
生
命
｣
で
あ
る
｡
刑
法
旧
二
〇
〇
条
の

｢尊
属
殺
人
罪
｣
の

｢法
益
｣
は
､
平
成
七
年
の

改
正
に
よ
-
､
刑
法
上
は
普
通
の

｢人
の
生
命
｣
と
し
て
の
保
護
を
受
け
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
'
民
法
上
の
親
子
の
権

利

･
義
務
関
係
に
変
更
は
な
-
て
も
､
刑
法
上
の

｢生
命
｣
と
い
う
法
益
は
､
｢親
の
生
命
｣
と

｢人
の
生
命
｣
と
で
仝
-
相
違
す
る
と

こ
ろ
が
な
-
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
､
国
家
主
権
に
対
す
る

｢内
乱
罪
｣
(刑
七
七
条
以
下
)

･
｢外
患
罪
｣
(刑
八

一
条
以
下
)
､
立
法
権

･
行
政
権
に
対

す
る

｢公
務
執
行
妨
害
罪
｣
(刑
九
五
条
以
下
)
な
ど
は
､
規
定
の
位
置
づ
け
か
ら
し
て
も
､
明
ら
か
に

｢国
家
の
権
利
｣
に
対
す
る
犯

罪
で
あ
-
､
フ
ァ
ル
ス
ウ
ム
の
痕
跡
を
と
ど
め
る

｢偽
証
罪
｣
(刑

一
六
九
条
以
下
)
は
､
い
わ
ゆ
る

｢欺
同
罪
｣
と
し
て
の

｢通
貨
偽

造
罪
｣
(刑

一
四
八
条
以
下
)

･
｢文
書
偽
造
罪
｣
(刑

一
五
四
条
以
下
)
な
ど
と
併
せ
規
定
さ
れ
て
い
る
が
､
実
は
､
主
と
し
て

｢司
法

権
｣
に
対
す
る
犯
罪
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
｡

(7
)

こ
の
よ
う
に
､
国
家
に
対
す
る
犯
罪
は
､
国
家

(地
方
公
共
団
体
を
含
み
う
る
)
の

｢権
利
｣
に
対
し
て
行
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ

-

､

｢権
利
以
外
の
法
益
｣
を
考
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
､
差
し
当
た
-
は
'
国
家
的
規
模
に
拡
大
さ
れ
た

｢騒
乱
｣
な
ど
を
想
定
す

る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

1
万
､
｢社
会
｣
に
固
有
の

｢権
利
｣
を
考
え
る
こ
と
は
､
現
行
法
上
困
難
で
あ
る
｡
し
か
し
､
｢個
人
｣
の

｢主
観
的
権
利
｣
の
総
和

19

か
ら
抽
出
さ
れ
た

｢社
会
秩
序
｣
と
し
て

｢抽
象
化
｣
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
｡
後
に
改
め
て
取
-
上
げ
よ
う
｡
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四

法
益
概
念
の

｢限
界
｣
に
関
し
て
､
か
ね
て
議
論
を
呼
ん
で
き
た
の
が
､
さ
き
に
も
触
れ
た
通
-
､
｢神
｣

･
｢善
良
の
風
俗
L
t

特
に

｢性
風
俗
｣
等
で
あ
る
｡

こ
の
う
ち

｢神
｣
は
､
個
人

･
国
家
を
超
越
し
た
価
値
で
あ
る
が
､
か
っ
て
は

｢法
益
そ
の
も
の
｣
で
も
あ
-
え
た
筈
で
あ
る
｡
｢神

に
対
す
る
反
抗
｣
が
犯
罪
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
'
こ
れ
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
｡
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
'
こ
れ
に
反
省
を
迫
-
､
｢神

か
ら
開
放
さ
れ
た
犯
罪
｣
を
確
立
し
'
｢神
は
冒
漬
さ
れ
え
な
い
｣
と
明
言
し
た
の
に
対
し
て
'
フ
エ
ル
ネ
ッ
ク
が
､
｢義
務
違
反
｣
と
し

て
の

｢涜
神
罪
｣
を
考
え
よ
う
と
し
た
点
は
､
す
で
に
紹
介
し
た
が
､
ヒ
ッ
ベ
ル
は
､
文
化
の
発
展
が

｢神
｣
を
も

｢法
益
｣
と
す
る
方

(8
)

向
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ

る

｡

果
た
し
て
い
か
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
｡

基
本
的
に
は
､
ヒ
ッ
ベ
ル
の
理
解
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
神
は
､
人
に
と
っ
て
､
と
る
に
足
ら
な
い
生
活
利
益
で
な
い
の
で
あ

る
｡
し
か
し
､
だ
か
ら
と
い
っ
て
､
刑
法
上
の

｢法
益
｣
と
す
る
こ
と
は
好
ま
し
-
な
い
で
あ
ろ
う
｡
法
は
､
｢人
の
た
め
｣
に
存
在
す

る
の
で
あ
っ
て
'
｢神
の
た
め
｣
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
｢人
と
の
か
か
わ
-
を
も

っ
た
神
｣
は
､
充
分

(9
)

｢法
益
｣
た
-
う
る
も
の
と
な
る
｡
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
で
も
'
｢教
会
侮
辱
｣
は
犯
罪
た
-
え
た
の
で
あ

る

｡

ド
イ
ツ
刑
法

一
六
六
条
以

下
に
規
定
さ
れ
た
限
-
で
の

｢溝
神
｣
は
､
｢宗
教
的
寛
容
｣

･
｢宗
教
的
平
穏
｣
を

｢法
益
｣
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
､
こ
れ
を
是
認

(10
)

す
る
最
近
の
傾
向
は
'
正
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
わ
が
刑
法

一
八
八
条
以
下
の

｢宗
教
犯
罪
｣
も
'
｢宗
教
的
活
動
の
自
由
｣
と
い
う

｢社
会
的
法
益
｣
に

｢危
険
｣
を
生
じ
さ
せ
る
犯
罪
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡

ま
た
､
い
わ
ゆ
る

｢風
俗
犯
罪
｣
､
特
に

｢性
犯
罪
｣
も
､
か
ね
て
そ
の
処
罰
根
拠
に
疑
問
が
向
け
ら
れ
て
き
た
が
､
法
の
関
心
が
､
個

人
の
性
的
時
好
の
偏
-
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
-
し
て
､
人
間
の
属
性
た
る

一
般
的
な

｢性
的
差
恥
心
｣
に
動
揺
を
与
え
､
も
っ
て

社
会
の

｢性
的
平
穏
｣

･
｢性
秩
序
｣
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
禁
圧
に
あ
る
以
上
'
そ
の
処
罰
根
拠
に
は
充
分
の
合
理
性
が
あ
る

も
の
と
い
え
よ
う
｡
そ
れ
は
､
｢個
人
の
性
的
モ
ラ
ル
｣
に
干
渉
す
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
､
｢被
害
者
な
き
犯
罪
｣
を
作
出
す
る
こ
と
で
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(
ll
)

も
な
い
の
で
あ

る

｡

専
ら

｢自
由
の
濫
用
｣
に
よ
る

1
股
的
な

｢性
的
蓋
恥
心
｣
の
動
揺
禁
止
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

(12
)

い
｡
そ
れ
は
､
単
に
個
々
人
の
モ
ラ
ル
に
委
ね
ら
れ
う
る
問
題
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

｡

M
･
マ
ル
ク
ス
は
､
｢風
俗
｣
そ
の
も
の
は
人
間
の

｢目
標
｣
で
あ
っ
て
､
人
間
の
自
己
発
展
の
た
め
の

｢条
件
｣
で
は
な
い
の
で
あ

る
か
ら
､
各
個
人
の

｢自
由
｣
の
う
ち
に
存
在
し
う
る
の
み
で
あ
る
と
い
う
理
由
を
揚
げ
て
､
｢性
風
俗
｣
を

｢法
益
｣
た
-
え
な
い
価

(13
)

値
と
考
え
よ
う
と
す
る
が

'
安
当
で
は
な
い
｡
｢人
間
の
目
標
｣
で
あ
っ
て

｢人
間
の
た
め
の
条
件
｣
で
な
い
か
ら
と
い
っ
て
､
こ
れ
を

｢法
益
｣
た
-
え
な
い
と
す
る
こ
と
は
1

1
面
的
に
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
｡
｢神
｣
も
法
益
た
-
う
る
が
､
｢神
そ
の
も
の
｣
を
法
益
と
み

な
い
方
が
法
の
限
界
を
維
持
し
う
る
所
以
で
あ
っ
た
の
と
同
様
､
｢風
俗
｣
も
法
益
た
-
う
る
が
､
｢風
俗
そ
の
も
の
｣
は
こ
れ
を
敢
て
法

(14
)

益
と
し
な
い
方
が
賢
明
で
あ
ろ
う
と
い
え
る
だ
け
な
の
で
あ

る

｡

ド
イ
ツ
で
は
'

一
九
七
三
年
の
改
正
に
よ
り
､
｢性
犯
罪
｣
は
大
幅
な

修
正
を
受
け
､
法
益
性
を
喪
失
し
た

｢性
風
俗
｣
も
多
々
存
在
す
る
に
至
っ
た
が
､
こ
れ
は
､
今
述
べ
た
と
こ
ろ
を
実
践
し
た
こ
と
の
証

左
で
あ
-
､
わ
が
国
で
も
､
刑
法

1
七
四
条
以
下
は
､
明
治
四
〇
年
以
来
実
質
的
変
更
な
し
に
現
在
に
至
っ
て
い
る
が
､
そ
の
解
釈

･
適

(15
)

用
上
､
｢性
犯
罪
｣
の
成
立
は
'
大
き
-
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た

い

｡

ま
た
'
M
･
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
､
｢風
俗
｣
は
､
個
人
の

｢自
由
｣
の
う
ち
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る

噂

,
｢自
由
の
濫
用
｣
を
技
手
傍
観
す
る
こ
と
は
,
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ヤ
I
が
､

一
七
〇
年
以
上
も
前
に
､
国
家
の
義
警

放
棄
す
る
も
の

(17
)

(18
)

で
あ
る
と
指
摘
し
た
通
-
で
あ

-

､

最
近
で
も
､
ロ
ク
シ
ン
が
､
｢公
共
の
平
穏
な
し
に
は
､
自
由
な
社
会
体
制
も
存
在
し
え
な

い

｣

と

明
言
し
て
い
る
点
に
照
し
て
､
到
底
是
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡
現
に
､
M
･
マ
ル
ク
ス
も
'
｢猿
褒
物
陳
列
｣
等
か
ら
守
ら
れ
る
べ
き

(19
)

｢法
益
｣
が
存
在
す
る
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ

る

｡

五

人
間
と
動
物
の
つ
な
が
-
で
の

｢人
の
法
益
｣
も
存
在
す
る
｡
ド
イ
ツ
の

｢動
物
保
護
法
｣

一
七
条
や
､
わ
が
国
の

｢動
物
の
愛

21

護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
｣
四
四
条

一
項
1

≡
項
の

｢動
物
虐
待
罪
｣
の
法
益
で
あ
る
｡

一
見
､
愛
護
動
物
の

｢生
命
｣

･
｢健
康
｣
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を
法
益
と
す
る
か
に
窺
わ
れ
る
が
､
実
は
､
愛
護
動
物

(四
四
条
四
項
)
に
対
す
る
人
間
の
関
心
が
法
益
な
の
で
あ
る
｡
わ
が

｢動
物
愛

護
法
｣

一
条
が

｢国
民
の
間
に
動
物
を
愛
護
す
る
気
風
を
招
来
し
､
生
命
尊
重
､
友
愛
及
び
平
和
の
情
操
の
滴
菱
に
資
す
る
と
と
も
に
-

人
の
生
命
及
び
財
産
に
対
す
る
侵
害
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
｣
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
､
同
法
二
条
が
'
｢人

と
動
物
の
共
生
に
配
慮
｣
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
は
､
ま
さ
に
'
｢人
の
た
め
の
法
益
｣
を
認
め
た
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
ロ

(20
)

ク
シ

ン

も

､
ド
イ
ツ
の

｢動
物
保
護
法
｣
の
法
益
に
つ
き
'
人
と
動
物
と
の

｢共
存
｣

･
｢共
栄
｣
を
掲
げ
た
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対

(21
)

し
て
､
ガ
ル
ラ

ス

は

､
動
物
は
人
間
で
な
い
し
､
｢保
護
法
｣
の
動
物
は
､
器
物
損
壊
罪
の
意
味
で
の

｢物
｣
で
も
な
い
と
し
て
､
こ
こ

(22
)

で
も

｢法
遵
守
義
務
違
反
｣
を
処
罰
根
拠
と
み
た
｡
し
か
し
'
法
益
が
肯
定
さ
れ
る
以
上
､
そ
の
必
要
は
な
い
で
あ
ろ

う

｡

さ
ら
に
､
ガ
ル
ラ

(欝

､
ド
イ
ツ
刑
法
三
二
三
条
C
の

｢緊
急
救
助
義
務
違
反
罪
｣
の
法
益
に
つ
き
､
か
つ
て

｢
モ
ラ
ル
｣
に
任
せ
ら

れ
て
い
た
価
値
が

｢法
益
｣
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
み
て
い
る
が
､
｢性
犯
罪
｣
の
場
合
と
同
様
､
｢
モ
ラ
ル
｣
を
単
純
に

｢法
益
化
｣

(24
)

し
た
わ
け
で
な
い
の
は
､
｢社
会
生
活
の
安
全
｣
を
掲
げ
る
イ
ェ
シ
エ
ツ
ク

や

､
社
会
の

一
員
と
し
て
の

｢社
会
構
成
員
の
安
全
｣
を
掲

(25
)

げ
る
ヴ
エ
ル
ツ
エ

ル

の

見
解
を
挙
示
す
る
だ
け
で
も
､
極
め
て
容
易
に
肯
定
で
き
る
の
で
あ
る
｡

そ
も
そ
も
､
三
二
三
条
C
は
､

一
九
三
五
年
に
新
設
さ
れ
た
旧
三
三
〇
条
C
を
承
継
し
た
も
の
で
あ
-
､
｢健
全
な
民
族
感
情
｣
の
名

(26
)

残
-
を
留
め
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
､
シ
ユ
ペ
ン
デ

ル

が

総
括
し
た
通
-
､
危
難
に
直
面
し
た
生
命

･
身
体

･
自
由

･
財
産
は
も

と
よ
-
､
公
共
の
も
の
で
あ
っ
て
も
､
緊
急
の
保
全
を
必
要
と
す
る
価
値
は
す
べ
て
こ
れ
を

｢法
益
｣
と
L
t
些
少
の
犠
牲
を
払
う
こ
と

に
よ
-
こ
の

｢法
益
｣
の
危
機
を
救
助

･
防
護
し
う
る
と
き
は
'
そ
の

｢危
機
回
避
｣
を

｢
一
般
の
人
｣
に
義
務
づ
け
る
規
定
で
､
ド
イ

ツ
刑
法
第
二
七
華
中
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
了
解
さ
れ
る
よ
う
に
､
ま
さ
に

｢公
共
危
険
罪
｣
な
の
で
あ
る
｡
刑
罰
は
､
軽
-
､

一
年
以
下
の

｢自
由
刑
｣
ま
た
は

｢罰
金
｣
で
､
｢未
遂
｣
も
当
然
考
え
ら
れ
る
が
'
こ
こ
で
は
､
｢社
会
的
法
益
｣
と
'
そ
の

｢危
険
防

止
｣
の
典
型
の

t
つ
を
確
認
し
て
お
-
に
と
ど
め
た
い
｡
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六
こ
れ
を
要
す
る
に
､
｢法
益
｣
と
は
､
｢
私
権
｣

･
｢公
権
｣
を
含
め
た

｢生
活
利
益

(価
値
)｣
の
中
か
ら
､
そ
の
侵
害
ま
た
は

(27
)

危
険
招
来
に
対
し
て
は
刑
罰
を
も
っ
て
臨
む
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
の
立
法
者
の
判

断

に

よ
っ
て
選
び
出
さ
れ
た
刑
法
上
の

｢価
(28
)

値
｣
で
あ
-
､
従
来
か
ら
､
｢個
人
的
法
益
｣

･
｢社
会
的
法
益
｣

･
｢国
家
的
法
益
｣
に
分
類
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う

｡

(29
)

(30
)

そ
れ
は

｢法
益
｣
で
あ
る
か
ら

｢人
｣
を
離
れ
て
は
存
在
し
え

ず

､

｢価
値
｣

で

あ
る
か
ら

｢物
そ
の
も
の
｣
で
は
あ
-

え

ず

､

か
な
-

(31
)

｢観
念
化
｣
さ
れ

｢抽
象
化
｣
さ
れ
た

｢状
態

｣

で
も
あ
-
う
る
の
で
あ
る
｡
シ
ユ
ミ
ッ
-
ホ
イ
ザ
I
に
従
っ
て
､
他
人
に
対
し
て
主
張

(32
)

す
る
こ
と
が
法
的
に
認
め
ら
れ
た

｢尊
重
要
請
｣
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ

う

｡

こ
の
観
点
で
､
特
に
重
要
な
の
が

｢社
会
的
法
益
｣
で
あ
る
｡
勿
論
､
｢個
人
的
法
益
｣
で
も
､
｢名
誉
｣
等
は

｢客
観
的
名
誉
｣
な
の

か

｢名
誉
感
情
｣
な
の
か
で
争
い
が
あ
り
､
｢
国
家
的
法
益
｣
で
も
'
｢
国
家
作
用
の
自
由

(円
滑
)｣
､
｢国
有
財
産
の
安
全
｣
等
'
個
人

的
法
益
に
比
肩
し
う
る

｢法
益
｣
は
別
と
し
て
'
偽
証
か
ら
守
ら
れ
る
べ
き

｢司
法
権
｣
等
は
'
実
在
は
す
る
も
の
の
､
極
め
て

｢観
念

的
な
価
値
｣
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
'
｢社
会
的
法
益
｣
は
､
よ
-

一
層

｢抽
象
化
｣
さ
れ

｢観
念
化
｣
さ
れ
て
い
る
と
い
っ

て
よ
い
の
で
あ
る
｡
こ
の
う
ち
､
｢社
会
権
｣
と
い
わ
れ
る
も
の
は
'
｢生
存
権

(憲
二
五
条
)｣

･
｢
団
結
権

(憲
二
八
条
)｣
等
を
含
め

て
､
い
ず
れ
も

｢個
人
の
権
利
｣
に
還
元
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
て
､
社
会
に
固
有
の

｢社
会
権
｣
は
'
さ
き
に

二
言
し
た
よ
う
に
､
差

し
当
た
-
は
想
定
し
難
い
の
で
あ
る
が
､
｢社
会
的
法
益
｣
だ
け
は
､
従
来
か
ら
､

一
般
に
肯
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
｡

し
か
し
な
が
ら
､
｢社
会
的
法
益
｣
も
､
結
局
は
､
｢個
人
的
法
益
｣
の

｢総
和
｣
で
あ
-
､
そ
こ
か
ら
演
緯
さ
れ
､
抽
出
さ
れ
る
観
念

的
な

｢秩
序
｣
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
第

一
に
､
い
わ
ゆ
る

｢公
共
危
険
罪
｣
に
顕
著
に
窺
わ
れ
る
｡
さ
き
に
紹
介
し
た
'
ド
イ

(33
)

ツ
刑
法
三
二
三
条
C
の
よ
う
に
'
個
々
の
個
人
的
法
益
の
全
体
が
安
全
で
あ
る
こ
と
を

｢社
会
の
平
穏
｣
で
あ
る
と
み

て

､

そ
の
危
険
か

(34
)

23

ら
社
会
を
守
ろ
う
と
す
る
の
が
､
｢公
共
危
険
罪
｣
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
あ

る

｡

わ
が
刑
法
上
の
放
火
罪
も
'
個
人
の
法
益
全
体
を
社



24

会
の
平
穏
と
み
て
､
こ
れ
を
放
火
か
ら
守
ろ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
｡
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強
姦

･
強
制
張
番
を
除
-

｢性
犯
罪
｣
は
､
こ
れ
と
や
や
趣
を
異
に
す
る
｡
そ
れ
は
､
人
の
性
的
蓋
恥
心
だ
け
を

｢平
均
化
｣
し
､
こ

れ
を

｢社
会
的
価
値
｣
と
み
て
､
そ
の
動
揺
を
処
罰
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ

っ
て
､
生
命

･
身
体
等

の
平
穏
を
法
益
と
す
る
も
の
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
､
性
的
差
恥
心
の

｢
平
均
的
総
和
｣
を

｢性
秩
序
｣
と
し
､
そ
の
危
殆
化
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る

(35
)

以
上
は
､
や
は
-

｢公
共
危
険
罪
｣

の
名
に
値
す
る
の
で
あ
る
｡

各
種
の
偽
造
罪
が

｢取
引
き
の
安
全
｣
を
守
ろ
う
と
す
る
の
と
は
､
や

は
-
､

一
線
を
画
す
る
も
の
が
あ
る
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

(36
)

ビ
ル
ン
バ
ウ
ム
以
来
の

｢法
益
論
｣
は
､
こ
の
よ
う
に

一
応
の
決
着
を
み
た
も
の
と
思
わ
れ

る

｡

殊
に

一
九
六
九
年
の
第
二
次
刑
法
改

正
法
に
よ
-
､
ド
イ
ツ
刑
法
三
四
条
が
､
旧
五
四
条
の
規
定
内
容
を
改
め
､
｢
生
命

･
身
体

･
自
由

･
名
誉

･
財
産
ま
た
は
そ
の
他
の
法

益
｣
を
明
示
し
､
そ
の
危
難
回
避
の
た
め
の
緊
急
避
難
を
立
法
し
た
こ
と
は
'
｢法
益
概
念
｣

の
定
着
を
確
認
し
た
こ
と
に
な
る
も
の
と

(37
)

し
て
､
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も

つ
の
で

あ

る

｡

(-
)
ち
な
み
に
､
リ
ス
-
は
､
｢利
益

(Hnteresse)｣
と

｢財
価

(G
u
t)｣
を
区
別
し
､
前
者
は
発
生

･
不
発
生
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
の
に
対
し
､
後
者

は
そ
の
発
生

(出
現
)
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
が
故
に
､
刑
法
上
の
法
益
と
は
､
｢人
の
生
活
利
益
｣
と
呼
ん
だ
方
が
よ
い
と
考
え
た

(F
.V
.L
is
t

D
er
B
egriff
des
R
echtsgutes
im
S
trafrech
tu
nd
in
d
er
E
n
zy
k
lopad
ie
d
er
R
echtsw
iss
e
nsch
aft.Z
S
trW
.8.
)888.S
L
32ff.｣
4
)
).
こ
れ

に
対
し
て
'
ヒ
ッ
ベ
ル
は
'
用
語
の
問
題
に
す
ぎ
な

いと
し
た

(R
.V.H
ippe
I.
Strafr
echt.
B
d.)
,S.)2
)｡
な
お
､
後
注

(3
)0

(2
)
M
IM
arx,Z
ur
D
efinition
d
es
B
egriffs.
)R
ech
tsg
ut(
.
)972
.S.62ff.,6
4.

ち
な
み
に
'
ア
ル
-
1
ル
･
カ
ウ
フ
マ
ン
は
'
本
来
形
而
上
学
的
な
観
念
で
あ
る
｢価
値

(W
ert)｣
も
そ
れ
自
体
に
お
い
て
存
在
す
る
の
で
は
な
-

し
て
､
人
と
対
象
と
の

｢
つ
な
が
-
｣
の
う
ち
に
あ
-
､
評
価
の

｢対
象
｣
と
対
象
の

｢評
価
｣
と
は
形
式
的
に
の
み
区
別
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
と
考

え
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
.
A
rth
.K
aufm
ann
,D
as
S
h
utd
prinzifp,2
A
ufl
.
1976,S
.7tff.,75
,)801

(3
)
C
.R
oxin
,
S
trafrecht.
A
tlg.T
.I.3
A
u
fl.S.)5
.)5
A
nm
.)7:
E.J.La
m
p
e,
Rechtsgut.
kulturetler
W
e
rt

und
in
d
ivid
ue
lles
B
edu
rfnis.
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(7
)

(8
)

(9
)

(10
)

25

(u
)

(
12
)

(13
)

(14
) W

e
lz
eTF
estschrift,197
4
.
S
.)5tff.

｢方
法
論
的
=
目
的
論
的
法
益
概
念
｣
に
つ
い
て
は
t
H
.J
.R
u
dolp
hi,
H
onig･F
ests
chrift,
S
.
)54ff.,
156ff.;
M
.M
arx
.
D
efin
ition
.
S
.19ff.;
C
I

又
oxin,S
trafr
ech
t,A
tlg
.T
.I,3
A
ufl
.S
.)
4.
な
お
､
後
注

(31
)
(36
)
0

H
.J.R
u
d
o
lp
hi.H
onig･F
e
stschr
ift,
S.)6
6f.

H
.J.L
a
m
p
e.
W
e
lz
et･F
estsc
hrift.S.)
53ff.｣
57ff.,
)50fE..)62ff.

勿
論
'
そ
れ
は
､
｢
価
値
相
対
性
｣
で
は
な
-
し
て
､
主
体

に
対
す
る
関
係
で
の
相
対
性
に
は
か
な
ら
な
い
｡
A
rth.K
a
u
fm
an
n.
S
ch
uldp
rin
zip
.
2

Å
u
n
S
175
1

ち
な
み
に
'
ル
ド
ル
フ
ィ
や
ロ
ク
シ
ン
も
､
｢法
益
｣
の
変
容
可
能
性
を
肯
定
し
て
い
る

(H
.1.R
u
d
o
tp
hi.
H
on
ig
･F
e
stschrift
S
.162fJ
C
.R
ox
in
.

Strafrech
t.
A
llg
.
T
.).
3
A
u
fl
.S
.17
)｡
ヒ
ッ
ベ
ル
は
'
｢法
益
｣
を
単
な
る

｢状
態
｣
と
み
る
こ
と
に
は
反
対
し
て
い
た
が
へR
.V
.H
ip
pe
I.S
trafr
echt.

Bd.
(,S
.)3
)'
変
容
可
能
な

｢規
範
的
=
機
能
的
統

1
体
｣
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る

(H
L
.R
udolp
hi.
H
o
n
ig･

F
estsch
r
ift,S
.)63ff.)｡
な
お
'
後
注

(
35
).

内
田

･
各
論

〔第
三
版
〕
五
九
三
頁
以
下
｡

R
.V
.H
ippel,
S
trafre
ch
t,B
d
.I
,S
.)
5
A
n
m
1
2
.

前
出
､
Ⅰ
注

(18
)
0

M
a
urach
･Z
ipf,
S
trafr
echt,A
llg
.T
.I
,
8
A
u
fl
.S.269:
C
.R
ox
in
,
S
trafr
echt,A
llg.T
IB
d.I.3
A
u
f1.S
.)3,)6.

す

で
に
､
ハ
ル
ー
ピ
ッ

ヒ
も
､
｢神
そ
の

も
の
｣
は
裁
判
の
外

に
あ
る
が
､
｢宗
教
的
寛
容
｣
は

｢信
教
の
自

由

｣

と
共
に
刑
法
上
の
法
益
た
-
う
る
も

の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
た
.
W
.H
a
rd
w
ig
.
D
ie
B
e
h
a
n
dJu
n
g
d
er
V
ergeh
en.
die
si°h
a
u
f
die
R
elligi
on
be
zieh
en
,
in
eine
m
k
u
nftigen

d
e
u
ts
ch
en
S
trafg
es
etzb
uch,G
A
.)
962,S
.2
57ff.,
2
62ff"
274
.

M
au
rach
･S
ch
r
oede
r･M
aiw
ald,S
tra
frecht.B
e
son
d.T
.I.
8
A
ufl
.)995,S
L
65ff"
220ff.
[F
.C
h
r.
Schr
oeder]
.

J

escheck･
W
eigend
.L
eh
r
bu
ch.
5
A
u
fl.S.25
8f.;
C
.R
ox
in
.
S
trafr
e
ch
t.A
llg
.T
1
3
A
uL1.
S
,)
6;T
rt)n
dle
･F
isc
h
er,
Strafgesetzbu
ch
,
52

A
ufl
.2004.
珍
)83a

R

d
u.2.

M
.M
ar
x,D
e
finit
tio
n

,S
.8
4ff.,
8
6ff.

後
注

(18
)
0
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25
)

(26
)

(27
)

(
28
)

(29
)

(30
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内
田

･
各
論

〔第
三
版
〕
五
〇
〇
頁
以
下
､
五
〇
八
頁
以
下
､
五
〇
九
頁
注
(
4

)
｡

M
.M
arx
,
D
efin
ition
,S
.8
4.

前
出
､
Ⅱ

･
一

(
こ

注
(26
)｡

C
.
R
oxin,Strafre
ch
t.A
ttg.T
I
I,3
A
ua
S
.16.

そ
れ
は
､
決
し
て

｢
モ
ラ
ル
そ
の
も
の
｣
を

｢法
益
｣
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
矛
盾
す
る
も
の
で
な
い
の
で
あ
る
｡
他
人
に
対
す
る
関
係
が
生
じ
た
と

き
に
は
､
｢神
｣
も

｢
モ
ラ
ル
｣
も

｢法
益
｣
た
-
う
る
の
で
あ
る
｡

M
.M
arx.
D
efin
itio
n.
S
I8
6ff.,
8
7
A
n
m
,
)7
.

C
IR
oxin
,S
trafr
ech
t
,A
llg
.T
II13
A
u
fl
.S.)8
.

W
.
G
allas
.G
rd
n
de
un
d
g
r
enzen
,B
eitr
a
g
e
,S
.)3,
)51

フ
エ
ル
ネ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
､
動
物
に
対
す

る
人
間
の
関
心
は
'
人
と
人
と
の
つ
な
が
-
に
欠
け
る
か
ら
'
法
益
で
は
な
い
が

(H
IV
.F
erneck,

R
echtsw
id
rig
k
eit,I,S
.)9
f.)'
ヒ
ッ
ベ
ル
に
よ
れ
ば
'
｢法
益
｣
な
の
で
あ
る

(R
v
.H
ip
p
el,S
trafrech
t.
B
d
.(.
S
L
L
A
n
m
.5
)o

ち
な
み
に
､
シ
ュ
ー
ラ
テ
ン
ヴ

エ
ル
ー
は
､
動
物
を

｢思
い
や
る
｣
こ
と
は
文
化
の
要
請
で
あ
る
と
い
う

(G
.S
tr
a
t
enw
e
rth
Z
u
m

B
e
g
riff
d
e
s

"R
ech
tsg
u
tes
"
.
L
e
nckn
er･F
ests
ch
rift
1

9
98
,
S
.38
7)
o

W
IG
au
as
,Z
ur
R
evi
sio
n
d
es
抑
330
c
S

tG
B
,B
eitra
g
e,
S
.
259ff.

Jesch
eck･W
eigen
d,
Lc
h
rb
uc
h,
5
A
u
fl
.
S
.2
33
.

H
IW
elzet,D
a
s
D
e
u
tsch
e
S
trafr
ech
t.1L
A
u
fl
.S
A
70f.

(769)

L
eipzige
r
K
o
m
m
en
tar,
)
1
A
u
fl
.｣
996.323
c
R
dn.)9ff..28ff
[G
.
S
p
en
d
el]
.

C
.又
oxin
,S
tra
re
cht.A
llg
.
T
.i.
3
A
u
fl
.S
.25.す
で
に
'
ヒ
ッ
ベ
ル
も
同
様
に
考
え
て
い
た
.
R
.v
IH
ip
p
et,
S
trafr
echt,B
d
.(,
S
.14.

F
.V.L
int,L
eh
rb
u
c
h,2
A
u
fl
.S
.28
9ff.;
H
IV.H
ip
p
eJ,S
trafrech
t
B
d
.),
S
.
)5;
H
.W
etz
et,D
as
D
e
utsch
e
S
trafr
ech
t,
t
t
A
ufl.
S
.27
8f.

し
か
し
､
人
に
か
か
わ
る
価
値
で
あ
る
以
上
は
､
｢神
｣
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
も
､
ま
た

｢動
物
｣

に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
も
､
｢法
益
｣
が
存

在
す
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
る
ま
い
｡
前
注

(
18
)
(
22
)
0

Je
sch
e
ck
･W
eige
nd
◆L
e
hr
b
uch
,5
A
u
fl
.
S
.2
57ff.;
B
au
m
ann･
W
eber･M
itsch-Strafrech
t
A
ltg.T.
1t
A
u
fl
.
S.)5ff.
[U
.W
e
b
er]
.
さ
ら
に
､

前
注

(2
)0
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(31
)
H
.W

elz
eL.
D
as
D
eutsche
Strafr
echt.tL
A
u
fl
.S.4f.
な
お
t
R
IV
.H
ippeL.
S
trafre
ch
t,
B
d.1,S.)3,
16;H
.J.R
u
d
oLphi,H
on
ig･F
estschr
ift.

S.)62ff.

ち
な
み

に

､
ル
ド
ル
フ
ィ
は
､
｢機
能
的
統

一
体
｣
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
が

(H
.J.R
u
d
o
lph
i.H
onig･F
estsch
rift.S
'.
)63)
'
こ
れ
を

｢社
会
的

秩
序
｣

･
｢法
秩
序
｣
と
い
っ
て
､
何
ら
不
当
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
内
田

･
各
論

〔第
三
版
〕
四
二

l頁
以

下
｡
な
お

へ
M
a
urach
･Z
ip
f.
S
trafre
ch
t,

A
ttg
.T
.I,
8
A
巨
.
S
1
2
6
9.
後
柱

(33
)
以
下
o
さ
ら
に
'
｢法
秩
序
｣
の
法
益
性
に
つ
い
て
は
､
M
.M
a
r
x.D
efin
itio
n,S
.78ff.,
8
).
8
2
.

(SV

E
.S
c
hm
idh
a
u
se
r,
Strafre
ch
t.A
u
g
.
T
.2
A
u
n
.S
.3
6ff
..
38ff
.

(33
)
前
柱

(2
)
(25
)
の
見
解
に
顕
著
で
あ
る
o
さ
ら
に
､
E
.J.La
m
pe.
G
e
d
anken
zum
m
a
terielle
n
S
trafta
tbegriff,
Schmi
tt･F
e
s
tschrift.

)

992
,

S
.7
7ff.,
8
7ff.

(34
)
内
田

･

各
論

〔第
三
版
〕
四

〓

頁
以
下
｡

個
人
的
法
益
は
､
同
時
に
社
会
的
法
益
で
も
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
｡
R
.V
.
H
ippeJ,
S
tr
afre
c
h
t.
B
d
.I,
S.)5:
E.S
chm
idh
ause
r,

S
trafr
e
ch
t.A
tlg.T
.2
A
ufl
.S
.37
1

(35
)
内
田

･
各
論

〔第
三
版
〕
五
〇
〇
頁
以
下
､
五
〇
二
頁
注

(6
)0

ち
な
み
に
､
｢公
然
濃
褒
罪
｣

(ド
イ
ツ
刑
法

一
八
三
条

a
)｣
の
｢法
益
｣
は

｢公
衆
の
性
感
情
｣
に
あ
る
と
す
る
見
解

(M
.
M
arx,D
efinition,
S.

86ff
.;C
.R
o
x
in
,
S
trafr
e
ch
t,A
llg.T
.I.3
A
u
fI.
S
.)3
.)6)
も
'
単
に
個
人
的
情
感
に
訴
え
る
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
.
｢淫

行
勧

誘
罪
(ド
イ
ツ
刑
法

f八
一
条
)
｣

も
'

｢社
会
生

活
を

構
築
す
る
具
体
的
な
機

能
的
統

l
体
｣
即
ち

｢性
秩
序
｣
に
Eg
戒
心を
生
じ
さ
せ
る
限
-
は
処
罰
を
免
れ
な
い
犯
罪
な
の

で
あ
る

(H
.J.R
u
d
olph
i,H
o
nig･F
estsch
rift,
S
.)5
7ff
"
)6
6f.)o
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
り
'
法
益
の
担
い
手
を
離
れ
た

｢
1
股
的
秩
序
｣

へ
の
抽
象
化

の
懸
念

(M
aura
ch･Zipf.Strafr
ech
t.A
llg.T
.i,
8
A
u
fl
.S126
9
)
は
な
-
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

(S
)
既
に
､
ヒ
ッ
ベ
ル
は
､
｢
法
益

(Re
chtsg
u
t)
｣
を
諸
種
の
意
味
に
用
い
る
こ
と
を
否
定
L
t
刑
罰
法
規
が
保
護
し
ょ
う
と
す
る

｢生
活
利
益
｣
と
考
え

て
お
け
ば
足
-
る
と
主
張
し
て
い
た

(R
.<
.H
ip
p
e
r
S
trafr
ec
ht.B
d
.H.
S
J
N
)｡
｢方
法
論
的
-
目
的
論
的
法
益
概
念
｣
は
無
用
で
あ
る
し

(前
注

(

4

))

､
シ
ュ
ー
ラ
テ
ン
ヴ

エ
ル
ー

(G
.S
'tra
te
n
v
w
erth
,L
enck
n
er･F
estschrift,
5.38
8
)
の
よ
う
に
､
実
体
不
明
な

｢円
い
四
角
｣
で
あ
る
こ
と

を

嘆
-
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
｡

(37
)
ち
な
み
に
'
旧
五
四
条
は
､
単
に

｢生
命

･
身
体
｣
の
た
め
の
緊
急
避
難
を
規
定
す
る
に
と
ど
ま

っ
た
の
で
あ
る
｡
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(
三
)
法
益
侵
害
の
意
義

一

法
益
が
､
何
に
よ
っ
て
､
い
か
に
侵
害
さ
れ
る
こ
と
が
犯
罪
の
実
質
た
-
う
る
か
が
､
次
の
問
題
で
あ
る
｡
法
益
侵
害
の

｢主
体
｣

と
侵
害
の

｢態
様
｣
の
問
題
で
あ
る
｡

神
に
対
す
る
冒
涜
が
犯
罪
で
あ
る
な
ら
ば
､
人
に
対
す
る
加
害
も
ま
た
犯
罪
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
'
さ
し
て
奇
異
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
｡
つ
ま
り
'
自
然
や
動
物
も
､
人
に
危
害
を
与
え
た
な
ら
ば
犯
罪
た
り
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
当
然
に
､
幼
児
や
精
神
病

(-
)

者
も
犯
罪
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
｡
R
･
ヒ

ス

が

二
二
世
紀
の

｢ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
ー
ゲ
ル
｣
に
つ
い
て
指
摘
す
る
と
こ
ろ

(2
)

で
あ
る
｡
ゲ
ル
マ
ン
法
の
伝
統
と
さ
れ
る

｢結
果
責
任
主
義
｣
は
､
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
-
も
の
と
思
わ
れ

る

｡

そ
し
て
'
か
っ

(3
)

て
の

｢客
観
的
違
法
性
論
｣
は
､
そ
の
延
長
上
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う

｡

た
だ
､
自
然
は
こ
れ
を
罰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
荒

れ
狂
う
こ
と
が
な
-
､
恵
み
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
祈
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
｡
動
物
を
罰
し
て
も
効
果
は
薄
い
｡
幼
児
の
犯
行

(M
is
setat)
に
対
す
る
懲
戒
も
同
様
で
あ
る
｡
飼
主
や
親
の
責
任
を
追
及
し
た
方
が
効
果
的
で
あ
る
｡
カ
ロ
リ
ナ
刑
法
典

一
七
九
条
は

(4
)

弁
識
力
の
な
い
幼
児

･
精
神
病
者
の

｢非
行

(tlbelthat)｣
に
つ
き
規
定
を
設
け

た

｡

し
か
し
'
｢所
為
が
人
を
殺
し
た
の
だ

(D
ie
T
at

(5
)

tGteted
e
n
M
a
n
n
)｣
と
い
う

｢結
果
責
任
｣
の
思
想
は
､
ド
イ
ツ
刑
法
の
伝
統
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

｡

実
は
'
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
も
､
幼
児

･
精
神
病
者
が
､
｢権
利
侵
害
｣
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
き
､
明
確
な
態
度
を

(6
)

示
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る

｡

二

こ
の
よ
う
な
状
況
に
反
省
を
迫
っ
た
の
が
'
い
わ
ゆ
る

｢主
観
的
違
法
性
論
｣
で
あ
る
｡

(7
)

一
八
六
七
年
､
A
･
メ
ル
ケ

ル
は

､
｢法
｣
は

｢精
神
的
な
力
｣
で
あ
-
'
そ
の
力
に
応
え
う
る
者
､
即
ち
､
｢責
任
能
力
者
｣
の
み
が
､

法
の
保
護
を
受
け
る
利
益
を
侵
害
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
し
た
｡
自
然
や
動
物
は
も
と
よ
-
､
責
任
無
能
力
者
も
､
｢利
益
侵
害
｣
を

な
し
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
｡
法
は
､
そ
の
否
定
に
対
し
て
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
が
､
だ
か
ら
と
い
っ
て
'
自
然

･
動
物

･
幼
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児

･
精
神
病
者
を
被
告
席
に
追
い
や
ろ
う
と
し
た
中
世
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
'
そ
の
根
拠
で
あ
る
｡
し
か
し
､

A
･
メ
ル
ケ
ル
は
､
急
迫
不
正
の
侵
害
と
は
有
責
に
惹
起
さ
れ
る
必
要
が
な
い
と
し
て
幼
児

･
精
神
病
者
に
対
し
て
も

｢正
当
防
衛
｣
が

(8
)

可
能
で
あ
る
と
考
え

た

｡

(9
)

ロ
エ
フ
ラ
ー

は

､
直
ち
に
反
駁
し
て
､
法
は
A
･
メ
ル
ケ
ル
が
考
え
た
程
に

｢精
神
的
な
力
｣
で
は
な
い
と
主
張
し
た
｡
｢夕
焼
け
｣
や

｢
二
匹
の
野
獣
の
闘
争
｣
に
は
法
は
関
心
を
示
し
え
な
い
が
､
｢人
を
傷
つ
け
る
こ
と
｣
に
関
し
て
は
､
自
然
や
動
物
に
よ
る
場
合
と
幼
児

や
精
神
病
者
に
よ
る
場
合
と
で
'
区
別
を
設
け
る
必
要
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
ロ
エ
フ
ラ
ー
は
､
幼
児
や
精
神
病
者
を
処
罰
す
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
｡
｢違
法
｣
で
は
あ
っ
て
も

｢責
任
｣
が
な
い
者

を
罰
す
る
の
は
野
蛮
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
｡
｢結
果
的
加
重
犯
｣
も
､
｢結
果
責
任
主
義
｣
の
残
淳
で
あ
-
､
こ
れ
を
重
-
罰
す
る
の
は
､

(10
)

や
は
-
野
蛮
だ
っ
た
の
で
あ

る

｡

尤
も
､
ロ
エ
フ
ラ
ー
の

｢客
観
的
違
法
性
論
｣
は
､
A
･
メ
ル
ケ
ル
が
否
定
し
た

｢違
法
に
振
舞
う
自
然
と
い
う
怪
物
｣
の
名
残
-
を

払
拭
し
切
ら
な
い
違
法
論
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
い
わ
ゆ
る

｢対
物
防
衛
｣
が

｢正
当
防
衛
｣
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て

3仰
E

い
た
の
で
あ

る

｡

自
然
も

｢急
迫
不
正
の
侵
害
｣
を
な
し
え
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
他
方
､
す
ぐ
後
で
触
れ
る
よ
う
に
'
人
で
も
違
法

た
-
え
な
い
場
合
が
あ
-
う
る
の
で
あ
る
｡
A
･
メ
ル
ケ
ル
が
'
幼
児
や
精
神
病
者
に
対
す
る

｢正
当
防
衛
｣
を
肯
定
す
る
の
は
首
尾

一

貫
し
な
い
の
と
は
対
照
的
に
､
ロ
エ
フ
ラ
ー
が
､
｢対
物
防
衛
｣
を
肯
定
し
な
が
ら
､
｢人
の
行
為
に
対
す
る
正
当
防
衛
｣
を
肯
定
し
な
い

と
き
が
あ
る
の
も
､
同
様
に

一
貫
し
な
い
面
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
A
･
メ
ル
ケ
ル
は
'
｢責
任
な
き
違
法
｣

と

認
め
る
が
､
ロ
エ
フ
ラ
ー
は
'
場
合
に
よ
っ
て

｢人
の
違
法
｣
を
否
定
し
､
あ
る
い
は
､
す
-
な
-
と
も
､
｢人
の
違
法
｣
に
強
弱
の
差

異
を
認
め
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
｡
刃
物
を
振
っ
て
襲
い
か
か
る
狂
人
を
殺
害
す
る
こ
と
は
'
当
然

｢正
当
防
衛
｣
で

(12
)

あ
る
筈
な
の
に
､
ロ
エ
フ
ラ
ー
は
､
｢人
的
処
罰
阻
却
事
由
｣
し
か
認
め
な
い
｡
ま
さ
に
､

一
貫
し
な
い
の
で
あ
る
｡
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三

こ
れ
に
対
し
て
､
フ
エ
ル
ネ
ッ
ク
は
'
さ
き
に
紹
介
し
た
よ
う
に
､
共
同
生
活
利
益
保
護
の
手
段
と
し
て
の
法
の
義
務
づ
け
を
遵

守
し
う
る
の
は

｢責
任
能
力
者
｣
だ
け
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
､
｢帰
責
可
能
な
行
為
｣
の
み
が
違
法
た
-
う
る
と
主
張
し
た
｡
自

然

･
動
物
は
も
と
よ
-
'
幼
児
や
精
神
病
者
も
違
法
に
振
舞
え
な
い
の
で
あ
る
｡
A
･
メ
ル
ケ
ル
で
は
'
｢責
任
能
力
者
が
違
法
た
-
え

(13
)

た
｣
の
で
あ
る
が
'
フ
エ
ル
ネ
ッ
ク
で
は
､
｢責
任
無
能
力
者
は
違
法
た
-
え
な
い
｣
の
で
あ

る

｡

フ
エ
ル
ネ
ッ
ク
に
と
っ
て
､
｢客
観
的

(14
)

(15
)

違
法
性
｣
は
存
在
し
な
い
の
で
あ

る

｡

ま
こ
と
に
徹
底
し
た

｢主
観
的
違
法
性
論
｣
で
あ

る

｡

し
か
し
な
が
ら
､
｢客
観
的
違
法
性
｣
と
い
う
観
念
が
存
在
し
て
ほ
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
､
何
故
､
正
当
防
衛
と
緊
急
避
難
は
区

別
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
フ
エ
ル
ネ
ッ
ク
は
､
両
者
共
に
､
単
に

｢禁
止
さ
れ
て
い
な
い
｣
だ
け
で
あ
る
が
､
正
当
防
衛
は

｢悪
意
の

侵
害
｣
に
対
す
る
防
衛
で
あ
-
､
緊
急
避
難
は

｢そ
れ
以
外
の
も
の
｣
に
対
す
る
防
禦
で
あ
る
と
い
う
点
で
区
別
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と

(16
)

考
え

た

｡

幼
児

･
精
神
病
者
は
､
｢悪
意
の
侵
害
｣
に
出
る
精
神
的
な
力
を
欠
-
が
故
に

｢緊
急
避
難
｣
の
対
象
た
る
に
す
ぎ
な
い
の
で

あ
ろ
う
｡
果
た
し
て
､
｢禁
止
さ
れ
て
い
な
い
｣
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

(17
)

か
つ
て
､
ベ
ー
リ
ン
グ
は

､
許
さ
れ
は
し
な
い
が
､
禁
止
も
さ
れ
な
い
事
例
と
し
て
､
｢単
純
違
法
排
除
事
由
｣
が
存
在
す
る
場
合
を(1

8
)

肯
定
し
､
こ
れ
を

｢正
当
化
事
由
｣
に
対
置
し
た
｡
最
近
比
較
的
有
力
に
展
開
さ
れ
た

｢法
か
ら
離
れ
た
領
域

(rech
tsfr
e
ie
r
R

aum

)

｣

(19
)

の
肯
定
で
あ
る
｡
フ
エ
ル
ネ
ッ
ク
も
､
こ
れ
を
考
え
た
に
違
い
な
い
｡
し
か
し
､
す
で
に
ヒ
ッ
ベ

ル

が

正
当
に
指
摘
し
た
よ
う
に
'
人
に

と
っ
て
'
｢法
か
ら
離
れ
た
領
域
｣
に
生
き
る
こ
と
と
は
空
気
の
な
い
世
界
に
生
き
る
こ
と
と
同
様
､
不
可
能
な
の
で
あ
る
｡
現
に
ド
イ
ツ

刑
法
も
､
｢正
当
防
衛
｣
は

｢違
法
阻
却
事
由
｣
で
あ
-

(三
二
条
)､
｢緊
急
避
難
｣
は

｢違
法
阻
却
事
由
｣
か

(≡
四
条
)
､
｢責
任
阻
却

事
由
｣
か

(≡
五
条
)
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
を
明
定
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
'
｢許
さ
れ
る
｣
か

｢赦
さ
れ
る
｣
か
の
い
ず
れ
か

(20
)

で
あ
っ
て
､
単
に

｢法
か
ら
離
れ
た
領
域
｣
が
肯
定
さ
れ
た
わ
け
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ

る

｡

勿
論
､
構
成
要
件
に
盛
-
込
ま
れ
て
な

い
事
柄
は
､
｢刑
法
か
ら
離
れ
た
領
域
｣
に
あ
る
と
い
っ
て
も
差
支
え
な
い
が
､
法
は
そ
の
よ
う
な
世
界
を
も

｢保
障
｣
し
て
い
る
こ
と
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を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

｢主
観
的
違
法
性
論
｣
が

｢違
法
に
振
舞
う
自
然
と
い
う
怪
物
｣
を
否
定
し
た
こ
と
は
'
ま
こ
と
に
正
当
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
幼
児

や
精
神
病
者
ま
で
を
も

｢法
の
外
部
｣
に
放
逐
し
た
こ
と
は
仝
-
不
当
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
幼
児
や
精
神
病
者
も
､

均
し
-
人
と
し
て

｢法
の
内
部
｣
に
生
き
る
の
で
あ
る
｡

四

｢洗
練
さ
れ
た
客
観
的
違
法
性
論
｣
は
､
｢主
観
的
違
法
性
論
｣
の
過
誤
を
是
正
す
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
幼
児

･
精
神
病
者

も
､
｢人
を
傷
つ
け
た
｣
と
き
は

｢法
益
侵
害
｣
を
行
っ
た
が
故
に
､
｢不
法

(U
n
rech
t)
J
で
あ
る
と
す
る

｢違
法
論
｣
に
は
か
な
ら
な

1

0
1

主
観
的
違
法
性
論
の
根
底
に
は
'
｢法
｣
を
｢命
令

(G
e
b
o
t)
J
･
r禁
止

(V
erbot)J
の
総
体
と
み
る

｢命
令
説

(Im
p
erativ
entheorie
)｣

が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
｡
フ
エ
ル
ネ
ッ
ク
は
､
こ
の
場
合
の

｢命
令

(Hm
p
erati<
)｣
は
単
な
る

｢願
望
｣
と
違
っ
て
'
｢貫
徹
｣
さ
れ

(21
)

る
こ
と
を
通
常
と
す
る
程
の
強
い
｢

命

令

(
B
e
f
ehl)｣
.で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

た

｡

幼
児
や
精
神
病
者
は
'
通
常
こ
の
力
を
欠

い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
彼
等
は

｢命
令
｣
に
違
反
し
え
ず
､
は
じ
め
か
ら

｢法
の
外
に
｣
お
か
れ
る
の
で
あ
る
｡

(22
)

｢命
令
説
｣
の
主
唱
者

･
-
1

ン

で

す
ら
､
自
然

･
動
物
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
幼
児

･
精
神
病
者
は
､
フ
エ
ル

ネ
ッ
ク
に
よ
-
､
こ
れ
ら
と

一
括
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡

(23
)

ヒ
ッ
ベ
ル
､
メ
ツ
ガ

-
､
エ
ン
ギ
ッ
シ
ユ
は
､
フ
エ
ル
ネ
ッ
ク
を
否
定
し

た

｡

法
の

｢意
思
決
定
機
能
｣
は
､
｢評
価
機
能
｣
を
前
提

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
｡
法
は
､
法
に
反
す
る

｢意
思
決
定
｣
に
出
な
い
こ
と
を
求
め
る
前
に
､
何
が

｢法
に
反
す

る
か
｣
を

｢す
べ
て
の
人
｣
に
知
ら
せ
て
お
-
必
要
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡

フ
エ
ル
ネ
ッ
ク
は
'
責
任
無
能
力
者
に
対
し
て
は
適
正
な

｢意
思
決
定
｣
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
'
｢法
の
外
｣
に
押
し

31

出
し
た
｡
｢絶
望
｣
の
論
理
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
は

｢法
の
自
殺
｣
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
す
で
に
､
ナ
-
ク
ラ
ー
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も
､
｢責
任
無
能
力
者
｣
を

｢法
秩
序
｣
の
外
に
お
-
こ
と
は
､
い
か
な
る

｢か
た
ち
｣
で
も
許
さ
れ
な
い
と
明
言
し
て
い
た
こ
と
で
あ

(24
)

る

｡

幼
児
は
成
長
し
て
成
人
に
達
す
る
し
､
精
神
病
者
は
治
療
に
よ
-
回
復
可
能
な
の
で
あ
る
｡
こ
れ
を

｢願
望
｣
す
る
の
が
､
法
で
あ

り
文
化
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
た
め
に
は
､
法
は
､
ま
ず
､
是
非
善
悪
の
区
別
を

｢す
べ
て
の
人
｣
に
呼
び
か
け
る
必
要
が
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
帰
結
を
も
た
ら
す
､
ナ
-
ク
ラ
ー
､
ヒ
ッ
ベ
ル
､
メ
ツ
ガ
-
､
エ
ン
ギ
ッ
シ
ユ
の

｢客
観
的
違
法
性
論
｣
は
正
当
で
あ
る
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

最
近
の
ド
イ
ツ
で
､
こ
れ
を
否
定
す
る
も
の
は
い
な
い
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
｡

勿
論
､
責
任
無
能
力
者
は
､
｢不
法
｣
を
行
っ
て
も
､
責
任
能
力
を
欠
如
す
る
が
故
に
罰
せ
ら
れ
な
い
｡
し
か
し
'
ま
さ
に

｢責
任
｣
が

無
い
か
ら
で
あ
っ
て
､
｢違
法
｣
で
な
い
か
ら
で
は
な
い
｡
こ
れ
が
､
｢洗
練
さ
れ
た
客
観
的
違
法
性
論
｣
で
あ
る
｡
し
か
し
､
他
方
､
経

験
豊
か
な
外
科
医
が
､
突
然
の
地
震
の
振
動
を
受
け
て
､
メ
ス
を
持
つ
手
も
震
え
､
触
れ
て
は
な
ら
な
い
部
位
を
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
よ

(25
)

う
な
場
合
は
､
そ
も
そ
も

｢行
為
｣
が
存
在
し
な
い
が
故
に
'
｢法
益
侵
害
｣
を
考
え
る
必
要
も
な
い
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い

｡

五

法
益
侵
害
即
ち

｢不
法
｣
を
実
現
し
う
る
の
は
､
｢人
間
の
行
為
｣
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
､
次
に
は
､
法
益

の

｢侵
害
｣
と
は
い
か
な
る
現
象
な
の
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

法
益
は
､
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
､
刑
法
上
の
保
護
に
値
す
る

｢権
利
｣
の
ほ
か
､
人
の

｢生
活
利
益
｣
で
あ
っ
て
刑
法
上
の
保
護

に
値
す
る

｢価
値
｣
は
す
べ
て
こ
れ
を
包
含
す
る
｡
有
形

･
無
形
の
別
を
問
わ
な
い
し
､
有
休

･
無
体
の
別
も
問
題
で
は
な
い
｡
こ
の
う

ち
､
有
休
の
法
益
は
､
そ
れ
が
滅
失
し
､
破
壊
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

｢侵
害
｣
を
受
け
た
こ
と
が

｢確
認
｣
さ
れ
る
｡
｢物
｣
は
､
｢破

壊
｣
さ
れ
る
こ
と
に
よ
-
､
そ
の
物
を
排
他
的
に
支
配
し
う
る

｢物
権
｣
も
同
時
に
喪
失
す
る
｡
｢窃
取
｣
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
'
｢所
有

権
そ
の
も
の
｣
を
喪
失
す
る
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
､
事
実
上
の
支
配
力
を
喪
失
す
る
｡
こ
れ
を

｢所
有
権
侵
害
｣
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き

(26
)

る
｡
｢人
｣
は
､
殺
害
さ
れ
る
こ
と
に
よ
-
､
そ
の

｢権
利
｣
は
残
る
に
し
て
も
､
そ
の

｢生
命
｣
を
失

う

｡
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こ
れ
に
対
し
て
､
｢自
由
｣

･
｢名
誉
｣
な
ど
の
無
形
の
法
益
に
関
し
て
は
'
そ
の

｢侵
害
｣
は
こ
れ
を

｢観
念
｣
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
っ
て
も
､
｢確
認
｣
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
｡
ビ
ル
ン
バ
ウ
ム
が

｢名
誉
鉄
損
｣
の
法
益
侵
害
性
を
確
認
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
､

こ
れ
を
物
語
る
｡
し
か
し
､
無
形
の
法
益
に
つ
い
て
は
､
こ
の
担
い
手
が

〓
疋
の
状
態
に
陥
っ
た
こ
と
の

｢確
認
｣
に
よ
-
､
｢侵
害
｣
の

(27
)

有
無
を

｢観
念
｣
す
れ
ば
足
-
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

｡

刑
法
上
の
犯
罪
構
成
要
件
が
諸
種
の
具
体
的
な
条
件
を
揚
げ
て
､
｢法

益
侵
害
｣
を
読
み
取
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
､
ま
さ
に

｢賢
明
｣
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

六
さ
ら
に
､
刑
法
は
､
｢危
険
犯
｣
と
い
う
観
念
を
採
用
し
て
い
る
｡
個
人
的
法
益
に
関
す
る
罪
に
つ
い
て
､
わ
が
刑
法
は
､
｢堕
胎

罪
｣
(二

二

一条
以
下
)
と

｢遺
棄
罪
｣
(二

1
七
条
以
下
)
を

｢危
険
犯
｣
と
し
て
い
る
｡
｢堕
胎
罪
｣
は
､
妊
婦
と
胎
児
の

｢生
命
｣

･

｢身
体
｣
の
危
険
惹
起
を
処
罰
根
拠
と
す
る
の
で
あ
っ
て
､
胎
児
の

｢死
傷
｣
す
ら
不
必
要
な
の
で
あ
る
｡
妊
婦
の

｢死
傷
｣
の
み
が
､

｢加
重
事
由
｣
と
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る

(二

二
ハ
条
)｡
妊
婦
の

｢殺
傷
｣
は
､
殺
人
罪

･
傷
害
罪

･
過
失
致
死
罪
を
成
立
さ
せ

る
わ
け
で
あ
る
か
ら
､
わ
が
刑
法
上
の
堕
胎
罪
は
､
論
理
的
に

｢危
険
犯
｣
な
の
で
あ
る
｡
｢遺
棄
罪
｣
も
､
被
害
者
の

｢殺
傷
｣

･
｢致

傷
｣
を
生
じ
さ
せ
な
い
こ
と
を
要
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
､
論
理
的
な

｢危
険
犯
｣
で
あ
る

(な
お
､
二

一
九
条
)｡

こ
れ
に
対
し
て
'
社
会
的
法
益

･
国
家
的
法
益
に
対
す
る
罪
は
､
基
本
的
に

｢危
険
犯
｣
と
し
て
立
法
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
｡
特
に
､
国
家
的
法
益
が
侵
害
さ
れ
て
は
じ
め
て
犯
罪
が
成
立
す
る
と
考
え
る
の
は
､
賢
明
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
国
家
の
危

険
惹
起
を
処
罰
根
拠
と
す
る
の
は
'
ご
-
自
然
の
要
請
に
は
か
な
る
ま
い
｡
内
乱
罪

(七
七
条
)
の

｢暴
動
｣
は
､
多
数
人
の

｢殺
傷
｣

(28
)

や
多
-
の
物
の

｢破
壊
｣
を
伴
う
で
あ
ろ
う
が
'
内
乱
罪
と
し
て
は

｢国
家
に
対
す
る
危
険
惹
起
｣
が
処
罰
根
拠
な
の
で
あ

る

｡

社
会
的
法
益
に
対
す
る
罪
は
､
す
で
に
種
々
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
了
承
さ
れ
る
よ
う
に
､
｢社
会
秩
序
｣

･
｢法
秩
序
｣
に
対

す
る

｢危
険
犯
｣
と
し
て
と
ら

言ゝ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

(3%
).

｢往
来
妨
害
罪
｣
(
≡

四
条
以
下
)
な
ど
が
,
物
の
損
壊
や
人
の
死
傷
を

(30
)

伴
っ
た
と
き
も
､
｢公
共
危
険
罪
｣
と
し
て
は
､
や
は
り

｢危
険
犯
｣
な
の
で
あ

る

｡
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(-
)
R
.H
is,D
as
S
trafrech
t
d
es
d
e
u
ts
chen
M
ittelal
ters.B
d
.IL
920,N
eu
d
ru
ck,)96
4,S.40
,4
9
.

(2
)

ゲ
ル
マ
ン
法
の

｢結
果
責
任
主
義
｣
に
つ
い
て
は
'
差
し
当
た
-
､
内
田
文
昭

｢
過
失
犯
論
の
史
的
展
開
に
つ
い
て
｣
(内
田

･
刑
法
研
究

一
巻
)

一

七
五
頁
以
下
｡

(3
)
後
注

(
7
)
(8
)
(9
)
(12
)｡

(4
)

ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ビ
ー
ゲ
ル
な
ど
で

一
般
的
な

｢犯
行

(M
isseta
d
‥M
isse
tat
‥frata
t
.
ubtita
t)｣
は
､
カ
ロ
リ
ナ
で
は

｢非
行

(
u
b
e
lth
at)｣
と

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
o
R
v
.H
ip
p
eL
S
tr
afr
ec
ht.B
d
.(.S
.i)7,
204.

(Ln
)
R
v
.H
ipp
el.
S
trafrech
t.B
d
L
.S
.tt7
A
n
m
.4
;
F
.N
ow
ak
ow
s
ki,F
reiheit.S
ch
utd,V
e
rgeltun
g,R
it
t
le

r･F
es
tschrift
t957,S
.55ff.,
8
4.

(6
)
内
田
文
昭

｢近
代
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る

冒
建
法
｣
と

『責
任
巨
警
察
研
究
六
四
巻
四
号
三
頁
以
下
'
二
l
頁
注

(5
)
'
二
二
頁
､
二
四
頁
以
下
｡

(7
)
A
.M
e
r
k
el,
Z
ur
L
eh
re
vo
n
d
e
r
G
run
d
e
in
th
eitun
g
e
n
d
es
U
n
r
e
ch
ts
u
n
d
s
e
in
e
r
re
ch
tliche
n
F
olge
n
.
K
r
im
in
a
tistisc
h
e

A
b
ha
n
d
lun
gen,
)86

7,
S.
42ff.

(8
)
A
.M
erk
el,L
e
h
rb
u
ch
d
es
D
euts
ch
en
S
tr
afr
echts,)899,S
.)63.
な
お
､
次
注

(9
)0

(9
)
A
.L
ofner,U
nrech
t
u
n
d
N
otw
e
h
r,
Z
StrW
.2),)90),S
.537ff.,53
9f.,5
42ff.,5
5
0f.,564
.
そ
し
て
､
A
･
メ
ル
ケ
ル
が
'
幼
児

･
精
神
病
者
に
対

す
る

｢正
当
防
衛
｣
を
肯
定
し
た
こ
と
に

首
尾

三
見
し
な

い
も
の
が
あ
る
と
批
判
を
加
え
た
の
で
あ
る
｡

(10
)
A
IL
Offl
e
r.D
ie
S
ch
uld
fo
r
m
en
d
e
s
S
trafr
ech
ts,B
d
L
.A
bt
L
.189
5,S.27
8ff.,2
8
tff.

(1
)
A
.L
offler.Z
Str
W
.2)
.S
.5
55,5
6
3f.

(1
)
ロ
エ
フ
ラ
I
が
､
｢
人
の
違
法
｣
を
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
場
合
と
は
'
論
理
的
に
は
､
｢緊
急
避
難
｣
に
逃
れ
る
以
外
に
方
法
が
な
い
場
合
に
お
い
て
､

そ
の
危
難
が
人
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
に
考
え
ら
れ
よ
う
｡
｢違
法
な
侵
害
｣
に
対
し
て
は
'
当
然
に

｢正
当
防
衛
｣
が
許
さ
れ
る
の

で
あ
-
､
｢緊
急
避
難
｣
は
､
そ
れ
以
外
の
場
合
に
限
っ
て
許
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
ロ
エ
フ
ラ
ー
は
､
荒
れ
狂
う
精
神
病
者
に

対
し
て
は
緊
急
避
難
に
出
る
こ
と
を
認
め
な
い
｡
生
命
と
生
命
の
衝
突
に
際
し
て
､

一
方
が
他
方
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
認
め
る

｢緊
急
権
｣
は
な
い
か

ら

｢緊
急
避
難
｣
は
成
立
し
え
ず
'
専
ら

｢
人
的
処
罰
阻
却
事
由
｣
に
よ
る
枚
活
が
考
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
と
い
う

(A
.L
t)ffle
r,Z
S
trW
.
2
),
S
1

57
7ff..
580
)o
動
物
に
対
し
て
は
正
当
防
衛
に
出
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
に
'
人
に
対
し
て
は
緊
急
避
難
に
出
る
こ
と
も
認
め
ら
れ

な
い
場
合
が
あ

る
わ

け
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
帰
結
は
t
A
･
メ
ル
ケ
ル
の
よ
う
に
､
幼
児

･
精
神
病
者
は

｢違
法
に
振
舞
え
な
い
｣
と
考
え
る
か
､
違
法
に
振
舞
え
て
も
､
そ
の
違
法

は
生
命
を
も

っ
て
す
る
代
償
に
は
値
し
な
い
と
考
え
る
か
､
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
｡
ロ
エ
フ
ラ
ー
は
､
第
二
の
考
え
方
を
と
る
で
あ
ろ
う
が
'
そ
こ
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こ
と
が
多
い
が
'
｢法
益
｣
を
欠
-
犯
罪
が
存
在
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
罪
刑
法
定
主
義
の
当
然
の
要
請
で
あ
る
｡
他
方
､
｢行
為
の
客
体
｣
は
'
構
成
要

件
要
素
で
あ
る
が
'
こ
れ
を
欠
-
場
合

(単
純
行
為
犯
)
も
あ
る
L
へ
存
在
し
て
も
現
実
に
侵
害
が
目
に
見
え
な
い
場
合
も
あ
る

(E
.
S
chmid

h
a
user,

S
trafr
echt.A
llg
.T
.
2
A
uA
S
.3
6ff.‥
内
田

･
概
要
上
巻

l
九
〇
頁
以
下
)｡
さ
ら
に
､
｢法
益
｣
と

｢法
益
の
担
い
手
｣
即
ち

｢法
益

主体
｣

とが

一
致
し

な
い
場
合
が
あ
る
こ
と

を
も

つ
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
た
と
え
ば
､
い
わ
ゆ
る

｢三
角
詐
欺
｣
で
は
､
｢保
護
の
客
体
｣
は

｢法
益
主

体
の
財
産
｣
で
あ
る
が
'
｢行
為
の
客
体
｣
は

｢欺
岡
さ
れ
た
人
｣
で
あ
り
'
財
産
上
の
損
害
を
受
け
る
の
は

｢法
益
主
体
｣
そ
の
人
で
'
｢欺
岡
さ
れ
た

人
｣
の

｢処
分
行
為
｣
に
よ
っ
て

｢法
益
侵
害
｣
の
被
害
を
う
け
る
の
で
あ
る

(M
a
urach
･Zipf,S
trafr
e
cht.A
llg
.
T
.I.
8
A
u
fl
.
S
12
70
)｡
｢行
為
の

客
体
｣
と

｢法
益
｣
の
ほ
か
に
被
害
者
た
る

｢法
益
主
体
｣
が
観
念
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
｡
窃
盗
犯
人
が
所
持
す
る
財
物
を
窃
取
す
る
の
は
､
第

一
の
窃

盗
犯
人
に
対
す
る
窃
盗
で
あ
る
と
考
え
る

｢所
持
説
｣
と
い
え
ど
も
､
原
所
有
権
者
に
対
す
る

｢窃
盗
｣
を
も
認
め
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
と
同
じ

論
理
で
あ
る

(内
田
文
昭

｢窃
盗
犯
人
か
ら
の
窃
取
と
編
取
｣
河
上
和
雄
先
生
古
布
祝
賀
論
文
集

(平

一
五
)
四
五
頁
以
下
)0

実
は
､
｢殺
人
｣
で
も
'
同
様
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
概
括
的
故
意
の
下
に
時
限
爆
弾
に
よ
-
人
を
殺
害
し
た
場
合
は
､
死
者
の
数
だ

け
の
殺
人
罪
の

｢観
念
的
競
合
｣
(刑
五
四
条
)
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
が
､
｢行
為
の
客
体
｣
は
､
概
括
的
故
意
に
包
括
さ
れ
た

｢す
べ
て
の
人
｣
で
あ

-
'
｢法
益
｣
は

｢人
の
生
命
｣
で
あ
っ
て
､
｢法
益
主
体
｣
は

｢犠
牲
者
全
員
｣
な
の
で
あ
る
｡
厳
密
に
い
え
ば
'
人
の
生
命
で
は
な
-
し
て
'
個
々
人

の
生
命
が
法
益
な
の
で
あ
る
O
(内
田

･
概
要
上
巻

1
九
三
頁
注

(3
)'
四
四
二
頁
以
下
'
同

･
中
巻
六
二

1
頁
以
下
)
〇

一
発
の
ピ
ス
ト
ル
で

一
人
を

射
殺
し
た
と
き
は
､

i
個
の

｢行
為
の
客
体
｣
と

一
個
の

｢生
命
｣
と
1
個
の

｢法
益
主
体
｣
を
考
え
れ
ば
足
り
る
だ
け
な
の
で
あ
る
｡

(
2
)

E
.S
ch
rnidh
a
user,S
trafr
ech
t,A
llg.T
.
2
A
u
fl
.S
.37
.

さ
ら
に
､
無
形
の
観
念
的
価
値
が
法
益
で
あ
る
場

合
で
も
､
｢行
為
の
客
体
｣
と

｢法
益
｣
と

｢法
益
客
体
｣
は
異
な
り
う
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら

な
い
｡
た
と
え
ば
､
｢住
居
侵
入
罪
｣
(刑

二
二
〇
条
前
段
)
の

｢行
為
の
客
体
｣
は
'
｢他
人
の
住
居
｣
で
あ
り
､
｢法
益
｣
は
'
他
人
の
立
入
-
を
拒
否

す
る

｢自
由
｣
で
あ
る
が
､
｢法
益
主
体
｣
は

｢居
住
者
全
員
｣
な
の
で
あ
る
｡
住
居
に
物
理
的
被
害
が
生
じ
な
-
と
も
へ
居
住
者
各
人
の

｢自
由
｣
が
害

さ
れ
た
と
認
定
し
う
る
限
-
は

｢法
益
侵
害
｣
が
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
る

(内
田

･
各
論

〔第
三
版
〕

一
七
〇
頁
以
下
)0

｢秘
密
漏
示
罪
｣
(刑

二
二
四
条
)
や
'
｢名
誉
鼓
損
罪
｣
(刑
二
三
〇
条
)
で
は
､
｢行
為
の
客
体
｣
を
欠
-
場
合
も
あ
る
が
､
｢法
益
｣
と
し
て
の

｢
秘

密
｣

･
｢名
誉
｣
は
現
存
し
て
お
-
､
｢法
益
主
体
｣
も
'
被
害
者
全
員
な
の
で
あ
る
｡
人
為
的
に
〓
疋
の
状
態
に
曝
さ
れ
た
人
達
が

｢法
益
侵
害
｣
を
受

け
た
の
で
あ
る
｡

(28
)
｢内
乱
罪
｣
(刑
七
七
条
)
の

｢行
為
の
客
体
｣
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
が
'
国
の
主
要
機
関
で
あ
-
､
国
の
要
人
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
｡
こ
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れ
ら
が

｢破
壊
｣
さ
れ
､
｢殺
害
｣
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
'
国
の
主
権
に

｢危
険
｣
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
-

｢既
遂
｣
に
達
す
る
が
､
個
々
的
な

｢法
益

主
体
｣
に
生
じ
た

｢侵
害
｣
は
､
｢
国
の
主
権
｣
が
､
｢危
険
｣
に
曝
さ
れ
た
こ
と
に
吸
収

･
包
括
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る

(内
田

･
各

論

〔第
三
版
〕
五
九
六
頁
以
下
)｡

(g3)
た
と
え
ば
､
｢公
然
猿
褒
罪
｣
(刑

l
七
四
条
)
で
も
､
｢行
為
の
客
体
｣
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
｡
人
が
現
在
し
な
-
て
も
､
｢公
然
｣
と
行
わ
れ
れ
ば

よ
い
の
で
あ
る
｡
そ
の
行
為
が
､
個
々
の

｢法
益
主
体
｣
た
る

一
般
市
民
の
性
的
墓
恥
心
を
害
し
た
こ
と
に
よ
-

｢性
秩
序
｣
に
危
険
を
与
え
た
と
評
価

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
け
で
あ
る

(内
田

･
各
論

〔第
三
版
〕
五
〇
〇
頁
以
下
)｡
こ
こ
で
も
､
｢行
為
の
客
体
｣
と

｢法
益
主
体
｣
と

｢法
益
｣
と
の
区

別
は
､
無
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡

(EB
)
周
知
の
よ
う
に

｢往
来
妨
害
罪
｣
と

｢殺
傷
罪
｣
の
罪
数
関
係
に
は
鋸
難
な
問
題
が
あ
る
が
､

〓

l四
条

一
項
の
結
果
'
複
数
人
の

｢死
傷
｣
を
招
い

た
場
合
は
､
｢法
益
主
体
｣
の
数
は
'

一
個
の

｢公
共
危
険
罪
｣
で
は
処
理
し
切
れ
な
い
か
ら
､
死
傷
者
の
数
だ
け
の
〓

1E
]条
二
項
の
罪
の

｢観
念
的
競

合
｣
を
認
め
る
べ
き
で
あ
り
､

〓

1五
条
の
結
果
､
車
船
外
の
人
を

｢殺
傷
｣
し
た
場
合
に
は
'
死
亡
し
た
人
が
複
数
で
あ
っ
て
も
､

〓

〓
ハ
条
三
項
の

法
定
刑
の
重
さ
か
ら
し
て
'

一
二
六
条
三
項
の
包
括

一
罪
を
認
め
て
お
け
ば
足
り
る
の
に
対
し
て
､
負
傷
者
の
数
が
複
数
に
亘
る
と
き
は
､

一
二
七
条
に

は

｢致
傷
｣
に
つ
き
規
定
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
､
｢公
共
危
険
罪
｣
と
し
て
の
〓

1七
条
と

｢負
傷
者
｣
の
数
だ
け
の

｢傷
害
罪
｣
ま
た
は

｢過
失
傷

害
罪
｣
の

｢観
念
的
競
合
｣
を
考
え
る
こ
と
に
な
ろ
う

(内
田

･
各
論

〔第
三
版
〕
四
八
五
頁
以
下
)｡
こ
こ
で
も
'
｢社
会
の
平
穏
｣
と
個
々
的
な

｢法

益
主
体
｣
の
数
と
の
区
別
は
'
必
要
な
の
で
あ
る
｡

37

二

義
務
違
反
の
独
立
性
と
従
属
性

(
こ

法
規
範
と
義
務
規
範

一

フ
エ
ル
ネ
ッ
ク
は
'
｢
漬
神
｣

･
｢公
然
濃
嚢
｣
に
は

｢主
観
的
権
利
｣

へ
の
加
害
は
な
い
が
､
神
へ
の
崇
拝
義
務
や
濃
褒
禁
止

義
務
に
違
反
す
る
行
為
が
認
め
ら
れ
る
が
故
に
､
例
外
的
に
で
は
あ
れ
､
犯
罪
が
成
立
す
る
と
考
え
､
こ
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
い
て
､

｢義
務
違
反
と
し
て
の
犯
罪
｣
を
確
立
し
ょ
う
と
し
た
｡
そ
し
て
､
犯
罪
と
は
､
リ
ス
ト
の
よ
う
に

｢有
責
で
違
法
な
行
為
｣
と
定
義
づ
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(-
)

け
る
代
-
に
､
｢有
責
で
義
務
に
反
す
る
行
為
｣
と
し
た
方
が
よ
い
と
提
言
し
た
の
で
あ

る

｡

フ
エ
ル
ネ
ッ
ク
に
と
っ
て
､
｢違
法
｣
と

は
､
ま
さ
に

｢義
務
違
反
｣
な
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
こ
れ
ま
で
の
検
討
で
､
｢
湧
神
｣
や

｢公
然
猛
襲
｣
に
も

｢法
益
危
殆
化
｣
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
｡
宗

教
的
施
設

･
行
事

へ
の
加
害
が

｢宗
教
的
平
穏
｣
に
動
揺
を
与
え
､
あ
る
い
は
､
筆
勢
な
行
為
を
公
然
行
う
こ
と
が

｢性
的
平
穏
｣
に
動

揺
を
与
え
る
が
故
に
処
罰
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
｡
｢主
観
的
権
利
｣
か
ら
の
脱
却
の
必
要
性
も
､
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
ビ
ル
ン
バ

ウ
ム
の
議
論
か
ら
し
て
､
充
分
納
得
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
｡
フ
エ
ル
ネ
ッ
ク
の
見
解
は
安
当
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
｡

だ
が
し
か
し
､
犯
罪
か
ら

｢義
務
違
反
性
｣
を
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
､
別
問
題
で
あ
る
｡
自
然
や
動
物
に
は
､
｢義

(2
)

務
違
反
｣
が
あ
-
え
な
い
か
ら
､
犯
罪
を
行
う
こ
と
も
な
い
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
｡
す
で
に
ベ
ー
リ
ン
グ

も

､
何
故

｢犯
罪
｣
と
は

義
務
違
反
で
あ
る
と
い
わ
な
い
か
と
い
え
ば
､
｢義
務
違
反
｣
に
は
二
個
の
側
面
が
あ

っ
て
'

一
つ
は

｢客
観
的
義
務
違
反
｣
即
ち

｢法

秩
序
と
行
為
と
の
矛
盾
｣

･
｢違
法
性
｣
で
あ
り
､
他
の

一
つ
は

｢主
観
的
義
務
違
反
｣
即
ち

｢行
為
者
の
心
的
欠
陥
｣
の

｢有
責
性
｣

で
あ
る
か
ら
'
両
者
の
混
合
を
避
け
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
明
言
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
｡

改
め
て
､
｢義
務
違
反
｣
の
実
体
を
解
明
す
る
必
要
を
感
じ
る
｡

(3
)

二

ゴ
ー
ル
ド
シ
ユ
ミ
ッ
-

は

､
フ
エ
ル
ネ
ッ
ク
が
､
｢法
規
範
｣
を
簡
単
に

｢義
務
規
範
｣
と
同
視
し
､
｢客
観
的
違
法
性
｣
を
否
定

し
た
の
は
誤
-
で
あ
る
と
考
え
た
｡
｢法
規
範
｣
と

｢義
務
規
範
｣
は
分
離
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
｡

(4
)

ゴ
ー
ル
ド
シ
ユ
ミ
ッ
I

に

と
っ
て
も
､
法
は

｢命
令

(Hm
p
e
rati<
)｣
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
､
｢法
規
範
｣
と

｢義
務
規
範
｣
に
区
別

さ
れ
る
｡
｢法
規
範
｣
は
､
各
人
に

〓
疋
の

｢外
部
的
態
度
｣
を
求
め
'
｢義
務
規
範
｣
は
､
｢内
面
的
態
度
｣
が
法
の
求
め
る

｢外
部
的

態
度
｣
に
適
合
す
る
よ
う
律
す
る
こ
と
を
各
人
に
求
め
る
の
で
あ
る
｡
前
者
は
'
禁
止

･
命
令
で
あ
る
が
､
後
者
は
'
基
本
的
に
は
命
令

な
の
で
あ
る
｡
人
の
内
面
的
な
態
度
を

｢禁
止
｣
す
る
こ
と
は
法
の
限
界
を
超
え
る
が
､
｢法
の
求
め
る
外
面
的
態
度
｣
を

｢命
令
｣
す
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(5
)

る
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
い
う
理
由
で
､
ゴ
ー
ル
ド
シ
ユ
ミ
ッ
-

は

､
こ
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
｡

さ
ら
に
､
ゴ
ー
ル
ド
シ
ユ
ミ
ッ

(;
)は
､
法
は

｢外
部
的
態
度
｣
を

｢評
価
｣
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
,

〓
疋
の

｢外
部
的
態
度
｣
を

｢命
令
｣
L
t

〓
疋
の

｢内
面
的
態
度
｣
を

｢命
令
｣
す
る
の
み
な
ら
ず
'
そ
の
前
提
と
し
て
こ
れ
を

｢評
価
｣
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
｡
法
は
'
す
べ
て
の
人
に
村
す
る

｢評
価
規
範
｣
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
､
同
じ
よ
う
に

｢意
思
決
定
規
範
｣
で
も
あ
る
と
明
言
し

(7
)

た
の
は
､
ヒ
ッ
ベ

ル

で

あ
る
が
､
メ
ッ
ガ
-
､
エ
ン
ギ
ッ
シ
ユ
を
経
て
､
最
近
で
は
こ
の
よ
う
な
理
解
が

1
般
化
し
て
い
る
こ
と
は
､
さ

(8
)

き
に
も

二
言
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
､
ゴ
ー
ル
ド
シ
ユ
ミ
ッ
-
の
理
解
は
､
こ
の
限
-
妥
当
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る

｡

し
か
し
､
｢法
の
二
重
機
能
｣
は
､
｢法
規
範
｣
と

｢義
務
規
範
｣
の
分
離
に
結
び
つ
-
わ
け
で
は
な
い
｡

ゴ
ー
ル
ド
シ
ユ
ミ
ッ
-
は
､
フ
エ
ル
ネ
ッ
ク
が
'
｢法
規
範
｣
と

｢義
務
規
範
｣
を
簡
単
に
同

一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
｢客
観
的
違

法
性
｣
を
否
定
し
た
と
非
難
す
る
が
､
両
者
を
分
離
す
る
こ
と
が

｢客
観
的
違
法
性
論
｣
の
要
請
に
応
え
る
所
以
と
は
い
え
な
い
の
で
あ

る
｡
｢洗
錬
さ
れ
た
客
観
的
違
法
性
論
｣
は
'
｢主
観
的
違
法
性
論
｣
の
指
摘
を
受
け
て
､
｢人
間
に
よ
る
法
益
侵
害
｣
に
限
定
し
て

｢違

法
｣
を
考
え
る
が
､
｢主
観
的
違
法
性
論
｣
の
過
誤
を
排
除
し
て
'
｢責
任
無
能
力
者
の
法
益
侵
害
｣
を
も
､
な
お

｢違
法
｣
と
評
価
す
る

議
論
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

三

ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
､
｢法
規
範
に
違
反
し
な
い
義
務
規
範
違
反
｣
と
し
て
､
｢不
能
犯
｣

･
｢構
成
要
件
の
欠
鉄
｣
を
挙
げ

た
｡
し
か
し
､
｢不
能
犯
｣
と
は
'
法
益
侵
害
を
生
じ
さ
せ
え
な
い

｢手
段
｣
で
法
益
侵
害
を
生
じ
さ
せ
よ
う
と
し
た
-
､
法
益
侵
害
が

生
じ
え
な
い

｢客
体
｣
に
対
し
て
法
益
侵
害
を
生
じ
さ
せ
よ
う
と
し
た
場
合
で
あ
-
､
｢構
成
要
件
の
欠
映
｣
と
は
､
｢形
式
的
｣
に

｢構

成
要
件
の
実
現
｣
す
ら
を
も
観
念
し
え
な
い
場
合

(蟻
を
殺
し
て
殺
人
と
考
え
る
場
合
等
)
な
の
で
あ
る
｡
い
ず
れ
も
､
単
な
る

｢悪
し

き
意
思
｣
し
か
存
在
せ
ず
､
｢社
会
の
平
穏
｣
も
害
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
る
｡
当
然
'
｢単
な
る
思
想
は
罰
せ
ら
れ
な
い
｣
と
い
う
刑
法
の

鉄
則
に
従
う
べ
き
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
場
合
に
､
｢義
務
規
範
違
反
｣
を
唱
え
る
こ
と
は
､
無
意
味
で
あ
ろ
う
｡
オ
エ
ー
ラ
ー
も
'
指
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摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ

禦

(
E
J

ま
た
､
ゴ
ー
ル
ド
シ
ユ
ミ
ッ

-

は

､
｢法
規
範

･
義
務
規
範
に
違
反
す
る
が
義
務
違
反
が
な
い
場
合
｣
と
し
て
､
｢責
任
阻
却
緊
急
避
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難
｣
を
掲
げ
た
｡
｢義
務
規
範
に
違
反
し
な
が
ら
義
務
違
反
は
な
い
｣
場
合
と
は
何
か
｡
こ
れ
が
問
題
で
あ
る
｡

考
え
ら
れ
る
の
は
､
｢義
務
違
反
｣
に
は
二
種
類
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
｡
即
ち
､
｢客
観
的
違
法
性
｣
を
基
礎
づ
け
る

｢義

務
規
範
違
反
｣
と
は
別
個
の

｢義
務
違
反
｣
が
あ
-
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
不
存
在
が
､
専
ら

｢責
任
阻
却
事
由
｣

た
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

(12
)

｢義
務
違
反
｣
に
二
種
類
の
も
の
が
あ
り
う
る
の
は
､
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
､
ベ
ー
リ
ン
グ
が
､
行
為
者
に
結
び
つ
い
た

｢違
法

性
｣
を
基
礎
づ
け
る
義
務
違
反
と
､
行
為
者
の
意
思
そ
の
も
の
の
義
務
違
反
即
ち

｢有
責
性
｣
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て

い
た
こ
と
か
ら
も
肯
定
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
､
た
と
え
ば
､
過
失
犯
の
要
件
と
し
て
､
｢客
観
的
注
意
義
務
違
反
｣
と

｢主
観
的
注
意
義

(13
)

(14
)

務
違
反
｣
を
考
え
る
の
が
､
最
近
の
支
配
的
見
解
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
､
容
易
に
了
承
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る

｡

ゴ
ー
ル
ド
シ
ユ
ミ
ッ

ー

も
､
過
失
犯
の

｢
一
般
的
注
意
義
務
違
反
｣
と

｢行
為
者
個
人
の
予
見
義
務
違
反
｣
の
双
方
を
考
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
｡

(15
)

四

ゴ
ー
ル
ド
シ
ユ
ミ
ッ

-

は

､
｢正
当
化
事
由
｣
を

｢客
観
的
優
越
利
益
の
原
理
｣
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
｡
こ
れ
は
､
ま

さ
に
通
説
の
論
理
で
あ
る
｡
さ
ら
に
､
ゴ
ー
ル
ド
シ
ユ
ミ
ッ
-
は
､
｢責
任
阻
却
事
由
｣
を

｢圧
倒
的
な
主
観
的
優
越
利
益
の
原
理
｣
の

(16
)

導
入
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る

｡

｢
ラ
イ
ネ
ン
フ
エ
ン
ゲ
ル
事
件
｣
で
､
暴
れ
馬
を
制
御
し
切
れ
ず
'
通
行
人
に
傷
害
を

負
わ
せ
た
駁
者
は
､
職
を
失
わ
な
い
た
め
に
雇
主
の
命
令
に
従
っ
た
の
で
あ
-
､
｢
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
｣
の
寓
話
に
出
て
-
る
難
破
船

の
生
存
者
は
､
板
に
鎚
り
つ
こ
う
と
す
る
者
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
よ
り
生
き
残
っ
た
の
で
あ
る
｡
前
者
が
､
い
わ
ゆ
る

｢適
法
行
為
の

(17
)

期
待
可
能
性
｣
が
な
い
場
合
の
典
型
で
あ
-
､
後
者
が
､
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

｢責
任
阻
却
緊
急
避
難
｣
の

-
例
で
あ

る

｡

ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
は
､
こ
の
よ
う
な
場
合
は
､
い
ず
れ
も

｢義
務
違
反
｣
を
肯
定
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
｢
ラ
イ
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(
18
)

ネ
ン
フ
エ
ン
ゲ
ル
事
件
｣
の
駁
者
に
と
っ
て
は
､
失
職
し
な
い
こ
と
が

｢主
観
的
な
優
越
的
利
益
｣
で
あ

-

､

｢
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
｣

の
よ
う
な
事
例
で
は
､
生
き
る
た
め
の

｢圧
倒
的
に
優
越
す
る
主
観
的
利
益
｣
が
認
め
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
､
｢義
務
違
反
｣
は
肯
定
さ

(19
)

れ
な
い
の
で
あ

る

｡

し
か
し
､
い
ず
れ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
'
｢義
務
規
範
｣
の

｢音
苗
心決
走
機
能
｣
が
有
効
に
作
用
し
な
い
と
い
う
こ

(
20
)

と
が
前
提
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る

｡

｢適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
｣
に
欠
け
る
場
合
も
､
ド
イ
ツ
刑
法
三
五
条
の

｢免
責
緊
急
避
薙
｣
も
､

実
は

｢義
務
規
範
｣
の

｢決
定
機
能
｣
が

｢停
止
｣
し
た
が
故
に
､
｢義
務
違
反
｣
も
否
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

(21
)

う
｡
し
か
も
､
こ
れ
を

｢認
め
る
｣
の
が

｢法
規
範
｣
で
あ
る
こ
と
を
も
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る

｡

(22
)

ゴ
ー

ルド
シ
ユ
ミ
ッ
-

も
､
｢
責
任
阻
却
事
由
｣

の

根
拠に
､
｢

衡
平

の
法

(
B
i
Eigk
e
it
sre
c
h
t)｣
を
考
え

たこ

と
が
あ

っ
た
｡
し
か

(23
)

(

24
)

し
､
｢
義
務規
範
の
例
外
｣

と
み
る
こ
と
も
あ
っ
た

｡

E
･シ

ュ

ミ
ッ

ト
は
､
こ
の
点

を
批
判
し
て
い
る
が
､

正鵠
を
射
て
い

る
と

い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
ド
イ
ツ
刑
法
現
行
三
五
条
の

｢責
任
阻
却
緊
急
避
難
｣
は
､
ま
さ
に

｢法
規
範
｣
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
｡
E
･

(25
)

シ
ユ
ミ
ッ

-

は

､
｢規
範
に
従
っ
て
行
動
す
る
可
能
性
が
す
べ
て
失
わ
れ
た
場
合
に
は
当
為
が
失
わ
れ
､
義
務
が
消
え
る
｡
法
規
範
に
よ

る

『決
定
づ
け
』
を
考
え
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
｣
と
い
う
｡
ゴ
ー
ル
ド
シ
ユ
ミ
ッ
-
は
'
そ
れ
で
も
な
お
､
｢義
務
規
範
に
よ
る
決

(26
)

走
づ
け
｣
を
求
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
オ
エ
ー
ラ

ー

に

従
っ
て
､
こ
れ
を
き
っ
ぱ
-
と
拒
否
す
る
べ
き
で
あ
る
｡

五

ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

｢義
務
規
範
｣
に
は
､
さ
ら
に
不
明
確
な
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
果
た

し
て
そ
れ
は
､
｢客
観
的
違
法
性
｣
を
支
え
う
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
｡

さ
き
に
も
指
摘
し
た
通
-
'
ゴ
ー
ル
ド
シ
ユ
ミ
ッ
I
は
､
｢義
務
規
範
｣
が
独
立
す
る
場
合
と
し
て
'
｢不
能
犯
｣

･
｢構
成
要
件
の
欠

紋
｣
を
掲
げ
た
が
､
そ
の
上
､
｢未
遂
｣
そ
の
も
の
を

｢違
法
な
き
責
任
｣
が
肯
定
さ
れ
る
べ
き
典
型
と
考
え
､
カ
ロ
リ
ナ
刑
法
典

1
七

(27
)

八
条
の

｢悪
し
き
意
思
｣
を
採
用
し

た

｡

し
か
し
､
可
罰
的
未
遂
が
'
｢法
規
範
｣
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
｡
｢義
務
規

(28
)

41

範
｣
の
独
自
性
を
掲
げ
て

｢違
法
な
き
責
任
｣
を
肯
定
す
る
こ
と
は
'
｢客
観
的
違
法
性
論
｣
の
見
地
で
は
許
さ
れ
な

い

｡

ゴ
ー
ル
ド
シ
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ユ
ミ
ッ
I
の

｢義
務
規
範
｣
は
'
｢客
観
的
違
法
性
｣
を
支
え
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡

(29
)

ツ
ィ
-
リ
ン
ス
キ

ー

は

､
ゴ
ー
ル
ド
シ
ユ
ミ
ッ
-
の

｢義
務
規
範
｣
を
､
｢適
正
な
動
機
づ
け
｣
を
命
じ
､
し
た
が
っ
て

｢責
任
｣
を

(30
)

基
礎
づ
け
る

｢命
令

(Im
p
e
ra
tiく
)｣
に
は
か
な
ら
な
い
と
考
え
､
ロ
ク
シ

ン

も

こ
れ
に
従
っ
た
｡
そ
し
て
'
責
任
と
は

｢義
務
違
反
｣

(31
)

で
あ
る
と
す
る
の
が
'
伝
統
的
な
理
解
で
あ
っ
た
こ
と
を
､
改
め
て
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る

｡

(32
)

｢内
面
的
態
度
｣
の

｢義
務
違
反
｣
は
､
ベ
-
リ

ン

が

正
当
に
指
摘
し
た
よ
う
に
､
｢責
任
｣
を
基
礎
､づ
け
る
の
で
あ
る
｡
ゴ
ー
ル
ド
シ
ユ

ミ
ッ
ー
の

｢義
務
規
範
｣
は

｢違
法
｣
を
前
提
と
し
な
い

｢命
令
規
範
｣
で
あ
る
｡

(-
)
H
.V
.F
ern
ec
k一D
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R
ech
tsw
idrigkeit,B
d.(.S
.)4
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)
E
.B
etin
g.L
e
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v
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V
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J.G
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d
t,D
e
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N
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J.G
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N
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J
.G
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S
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(6
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1.
G
oldschmi
dt.F
ran
k･F
estga
b
eL
,
S1436ff.

(
7

)

R
.v
IH
ip
p
e
l,
S
trafr
ech
t,B
d.tI
,
S
.
)87
A
n
m
.4
.

(8
)
前
出
'
Ⅱ

二

･
(≡
)
荏

(23
)
の
メ
ッ
ガ
-
､
エ
ン
ギ
ッ
シ
ユ
の
見
解
の
ほ
か
､
特
に

｢違
法
に
振
舞
う
自
然
と
い
う
怪
物
｣
を
放
逐
し
な
が
ら
'

(785)

12ll10 9

同

一
の
法
命
題
が
'
｢評
価
規
範
｣
と
し
て

｢違
法
性
｣
判
断
に
機
能
す
る
と
同
時
に

｢意
思
決
定
規
範
｣
と
し
て

｢有
責
性
｣
判
断
に
機
能
し
､
し
た
が

っ
て

｢責
任
｣
は

｢決
定
規
範
｣
違
反
で
あ
る
の
み
な
ら
ず

｢評
価
規
範
｣
違
反
で
も
あ
る
と
す
る
ノ
ヴ
ァ
コ
ウ
ス
キ
ー

(F
.N
ow
a
k
ow
sk
i.N
ur
L
e
h
re

von
d
er
R
ec
htswi
d
rig
k
eit,Z
S
trW
.
6
3
.)95
1,
S
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7ff.,
29
3ff.,
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を
援
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し
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お
き
た
い
o

J.
G
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d
t
F
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k･Fe
s
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a
b
e,(,S
1434f
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D

.O
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m
a
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r
ieLte
G

eh
a
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c
htuchen
R
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P
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ests
chrift,)94
9
,
S
.
262ff..266ff
..278
.

J.G
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E
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e
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)
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)
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)

(?
1
9
)

茄

E

(31
)

ゴ
ー
ル
ド
シ
ユ
ミ
ッ
-
も
､
ベ
ー
リ
ン
グ
の
理
解
に
反
対
は
し
て
い
な
か
っ
た
｡
J.G
o
-dschm
idt.D
er
N
otstan
d
㌫
｣
｣
A
ロ
m
L
∞.

内
田
文
昭

｢過
失
犯
に
お
け
る

『違
法
』
と

m
見
任
』｣
北
陸
法
学

二
二
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二
号

1
頁
以
下
､
二
八
頁
以
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へ
E
]
I
頁
以
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N
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S
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掲
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範

(S
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rm
)｣
を
承
認
し
､
行
為
者

の
｢
エ
ゴ
イ
ス
ム
ス
｣

を

｢法
秩
序
｣
が
肯
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
が

｢責
任
阻
却
事
由
｣
に
ほ
か
な
ら
な
い

と
い
う
｡
な
お
'
後
注

(25
)
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